
「
詮

と

お

ぼ
ゆ

る
詞

」

に

つ
い
て

『毎
月
抄
』
に
、
本
歌
取

の
方
法
に
つ
い
て
、

本
歌
取
り
侍
る
や
う
は
、
さ
き
に
も
記
し
申
し
候
ひ
し
、
花
の
歌
を
や
が

て
花
に
詠
み
、
月

の
歌
を
や
が
て
月
に
て
詠
む
こ
と
は
、
達
者
の
わ
ざ
な

る
べ
し
。
春
の
歌
を
ば
秋
冬
に
詠

み
か

へ
、
恋

の
歌
を
ば
雑
や
季
の
歌
な

ど
に
て
、
し
か
も
そ
の
歌
を
取
れ
る
よ
と
聞
ゆ
る
や
う
に
詠
み
な
す
べ
き

に
て
候
。
本
歌

の
詞
を
あ
ま
り
に
多
く
取
る
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
に
て
候
。

そ

の
や
う

は
、
詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
ふ
た

つ
ば
か
り
に
て
、
今
の
歌
の
上
下

句
に
わ
か
ち
お
く
べ
き
に
や
。
た
と

へ
ば
、
「夕
暮
は
雲
の
は
た
て
に
も

の

ぞ
思
ふ
天

つ
空
な
る
人
を
恋
ふ
と
て
」
と
侍
る
歌
を
取
ら
ば
、
「雲
の
は
た

て
」
と

「も
の
思
ふ
」
と
い
う
詞
を
取
り
て
、
上
下
句
に
置
き
て
、
恋

の

歌
な
ら
ざ
ら
む
雑
季
な
ど
に
詠
む

べ
し
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
半
部
分
が
概
略

的
な
注
意
事
項
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「そ
の
や
う
は
」
以
下
の
後
半
部
分
は
本
歌
取
の
方
法

の
技
術
的
な
要
点
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
の
中

の
、
「
詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
と
い
う

の
は
、
本
歌
取
を
す

る
時
に
本
歌

の
中
の
取
る
べ
き
こ
と
ば
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ

れ
と
、
前
半
部

の

「そ
の
歌
を
取
れ
る
よ
と
聞
ゆ
る
や
う

に
詠
み
な
す
べ
き
」

と
い
う

一
節
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「
詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
の
重
要
性
が

明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。

紙

宏

行

引
用
の
方
法

で
あ
る
本
歌
取
に
お

い
て
、
最
も
基
本
と
な
る
点
は
、
本
歌
を

明
示
し
、
か

つ
本
歌
に
埋
没
し
な
い
よ
う
に
取
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
「詮
と

お
ぼ
ゆ
る
詞
」
は
、
そ
の
部
分
だ
け
で
、
そ
れ
を
含
む
歌
全
体
を
想
起
さ
せ
、

「そ
の
歌
を
と
れ
る
よ
」
と
本
歌
を
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
詞
で
あ
る
。
逆
に

い
え
ば
、
本
歌

の
詞
の
中
か
ち

「詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
と

「詮
」
で
は
な
い
詞

と
を
識
別
す
る
こ
と
が
、
本
歌
取
の
方
法
に
と

っ
て
基
本
的
な
技
術
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
「詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
は
、
本
歌
取
の
方
法

の
基
本
に
関
わ
る
重
要

な

こ
と
ば
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
新
古
今

の
表
現
方
法
や
表
現
意
識
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
メ
ル
ク

マ
ー

ル
に
な
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
の
基
礎
的
手
順
と
し
て
、
ま
ず
、
「
詮
」
お
よ
び

「詮
と
お
ぼ
ゆ
る

詞
」

の
意
味
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
岩

波

古

語

辞

典

』

に

よ

っ
て

「
詮
」

の
項

を

見

る

と

、

「
①

物

事

の
道

理

・

真

理
。

道

理

の
帰

着

す

る

と

こ

ろ

。

所

詮

。

②

最

終

的

な

結

論

。

結

局

。

つ
ま

る

と

こ
ろ

。

③

究

極

の
手

段

。

求

め

得

ら

れ

る

方

法

。

す

べ
。

④

最

上

。

一
番

。

⑤

行

な

っ
て
張

合

の
あ

る

こ

と
。

効

果

。

し

る

し

。

か

い
。
」
と

意

味

分

類

さ

れ

て

い
る

。

他

の
辞

書

を

見

て
も

こ

れ

と

ほ

ぼ

同
様

で
あ

る

が

、

⑤

に

「
眼

目

」

と

い
う

訳

語

を

あ

て

て

い

る
も

の
も

あ

っ
た
。

こ
れ

ら

に
拠

っ
て
も

、

「
詮

」
と

い
う

こ

と

ば

の
基

本

的

な

意

味

用

法

は

明

確

に

つ

か

み

が

た

い
し

、

冒

頭

に

あ

(1)



げ
た

『毎
月
抄
』
の
用
例
は
、
ど
の
意

味
分
類
に
該
当
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
抽

象
的
と

い
う
よ
り
は
、
形
式
的
な
概
念

を
持

つ
こ
と
ば
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
詮
」
と
い
う

こ
と
ば
は
、
主
な
作
品

の
索
引
な
ど
に
よ

っ
て
調

べ
て
み
た
限

り
で
は
、
『源
氏
物
語
』
『今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
は
用
例
は
な
く
、
古
い
も

の

で
は

『古
事
談
』
『宇
治
拾
遺
物
語
』
『
保
元
物
語
』
『平
家
物
語
』
な
ど
、
平
安

末
期
以
降
に
用
例
が
見
ら
れ
、
以
後
、

諸
作
品
に
見
ら
れ
る
、
比
較
的
新
し

い

こ
と
ば
で
あ
る
。
史
料
類
は
十
分
調
査

が
及
ん
で
い
な
い
が
、
『玉
葉
』
『
明
月

記
』
に
は
用
例
が
あ

っ
た
。
和
歌
の
批

評
に
関
し
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
時
代
か
ら

用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
用
例
の
新
し
さ
か
ら
、

こ
の
時
代
に
新
し
く
胚
胎
し
て
き
た
和

歌
表
現
や
表
現
意
識
の
あ
り
よ
う
に
対

し
、
「
詮
」
と
い
う
新
し

い
こ
と
ば
に
よ

っ
て
示
そ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
と
推

測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「詮
」
と
い
う

こ
と
ば
の
概
念
の
瞹
昧
な
形
式
性
は
、

そ
の
斬
新
な
、
あ
る
い
は
不
可
解
な
あ

り
よ
う
を
呼

ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
「詮
」
は
、
本
来
的
に
は
、

い
わ
ゆ
る
歌
論
用
語
と
い
う

べ
き
特
別

の
概
念
を
持

っ
た
こ
と
ば
で
は
な
く
、

普
通
名
詞
的
用
法
を
敷
衍
し
た
形
で
、

和
歌
表
現

の
あ
る
ひ
と
つ
の
様
相
に
適

用
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
新
古
今
の
表

現
方
法
や
表
現
意
識
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
メ
ル
ク

マ
ー

ル
と
な
り
う
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

「
詮
」
が
、
和
歌
表
現
に
関
連
し
て
最

初
に
用

い
ら
れ
る
の
は
、
歌
合
判
詞
と

い
う
批
評

の
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
最

も
古
い
も

の
は
清
輔

の
次
の
、

落
葉

一
番

右

(負
)

頼
政

散
ら
し
て
も
な
ほ
吹
く
風
は
い
く
た
び
か
楢

の
枯
葉
を
か

へ
し
行
く
ら
ん

右
歌
も
あ
し
か
ら
ね
ど
か
み
お
ろ
し
の
句
に
、
ち
ら
し
て
も
、
と
侍
る

風
さ
き
に
あ
ら
ま
ほ
し
、
又
さ

せ
る
詮
も
な
き
や
う
な
れ
ば
、

(下
略
)

(
『右
大
臣
家
歌
合
安
元
元
年
』
清
輔
判
)

と

い
う
例

で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
し
ば
し
ば
歌
合
判
詞
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

主
な
例
を
あ
げ
て
お
く
と
、

残
暑

一
番

右
持

季
経
卿

か
ら
こ
ろ
も
ひ
と

へ
に
な
つ
の
け
し
き
に
て
た
も
と
に
秋
は
し
ら
れ
ざ
り

け
り左

歌
の
こ
と
も
な
き
や
う
に
は
侍
れ
ど
、
か
ら
衣
ひ
と

へ
な
ど
い
ふ
こ

と
は
、
事

ふ
り
た
る
う

へ
に
、
た
も
と
に
秋
は
し
ら
れ
ざ
り
け
り
と
い

へ
る
も
、
無
下
に
無
詮
や
う
に
や
侍
ら
ん
、

(下
略
)

(『
六
百
番
歌
合
』
俊
成
判
)

七
百
八
十
番

顕
昭

な
き
ま
さ
る
お
の
が
声
に
や
き
り
ぎ
り
す
ふ
け
ゆ
く
夜
半
の
ほ
ど
を
し
る
ら
ん

左
、
暗
蛬
之
韻
、
以
巳
音
之
漸
増
、
知
夜
漏
之
方
闌
、
推
察
之
思
頗
似

無
詮
、

(下
略
)

(『千
五
百
番
冖歌
合
』
定
家
判
)

な

ど

と

な

っ
て

い
る

。

歌

合

判

詞

に

お

け

る

「
詮
」

の
用

例

は
、

ほ

と

ん

ど

「
無

詮

」

「
無

指

詮

」
な

ど

の
形

で
現

れ

て

い
る

。

「
詮

」
と

は

、

常

に

否

定

的

に
意

識

さ

れ

て

い
て

、

異

　ユ
　

文
な
ど
問
題
の
あ
る
例
を
除
く
と
、
「
無
詮
」
と
評
さ
れ
た
歌
は
、
歌
合

で
は
す

べ
て
負
ま
た
は
持
と
な

っ
て
い
る
。
「
詮
」
が
な
い
こ
と
は
、
歌
に
お
い
て
ひ
と

つ
の
難
点
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
、
「無
詮
」
と
難
ぜ
ら
れ
た

根
拠
や
、
「詮
」
が
さ
し
示
す
歌
の
様
相
は
、
歌
が

「無
詮
」
と
の
み
評
さ
れ
た

の
だ
か
ら
明
確
と
は
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
「詮
」
は
、
ど
の
歌

に
お

い

て
も
、
歌
が

一
定

の
評
価
を
得
る
た
め
の
最
低
限
の
必
要
な
用
件
で
あ
る
こ
と

　　
　

に

な

る

。

和

歌

に

お

け

る

「
詮

」

が

具

体

的

に
何

を

示

す

の

か

、

歌

論

書

な

ど

の
用

例

に

即

し

て
検

討

し

て

み

る

と

、

お

お

む

ね

、

「
詞

」

を

「
詮
」

と

す

る
も

の
と

、

「
ふ
し

」

「
風
情

」

を

「
詮

」

と

す

る
も

の
と

に
分

け

る

こ
と

が

で

き

る

。

そ

れ

(2)



は
、

次

の

『
無

名

抄

』

の

ふ

た

つ

の
逸

話

に

お

け

る
用

例

で

あ

る
。

静

縁

法

師

、

み

つ

か

ら

が
歌

を

か

た

り

て

云

、

「
鹿

の
音

を

聞

く

に
わ

れ

さ

へ
泣

か

れ

ぬ

る

谷

の
庵

は

住

み
う

か

り

け

り

と

こ
そ

つ
か
う

ま

つ
り

て
侍

れ

。

こ

れ

い
か

が
侍

る
」

と

い

ふ
。

予

云

、

「
よ

ろ

し

く

侍

り

。

但

し

、

『
泣

か

れ

ぬ

る

』

と

い

ふ

詞

こ
そ

、

あ

ま

り

に

こ
け

す

ぎ

て
、

い
か

に

そ

や
聞

こ
え

侍

れ

」
と

い
ふ

を

、

静

縁

云

、

「
そ

の

詞

を

こ
そ

こ

の
歌

の
詮

と

は
思

う

た
ま

ふ

る

に
、

こ

の
難

は

、

こ

と

の
ほ

か

に

お

ぼ
え

侍

り

」

と

て
、

い

み
じ

う

わ

ろ

く

難

ず

と

思

ひ
げ

に

て

去

り

ぬ
。

静

縁

は

、

自

歌

の

「
泣

か
れ

ぬ

る

」

の
詞

に

対

し

て

「
こ

の
歌

の
詮

」

と

思

っ
て

い
た

と

い
う

。

「
泣

か

れ

ぬ

る

」

と

い
う

詞

は
、

『
新

編

国

歌

大

観

』

に

よ

っ
て
検

し

て

み

る

と

、
こ

れ

以

前

に

は

用

例

が
な

く

、
「
谷

の
庵

」
に

お

い

て

「
鹿

の
音

」

を

聞

い

て
涙

す

る

わ

び

し

さ

を

印

象

的

に

伝

え

る

た

め

、

自

発

の
助

動

詞

「
る
」

を

用

い
て

、

静

縁

な

り

に

工

夫

し

て

表

現

し

て

み

せ

た

も

の

で
あ

る

。

静

縁

は

そ

れ

を

こ

の
歌

の

「
詮

」

と

し

、

そ

れ

を

自

負

し

て

い
た

の

で
あ

っ
た

。

し

か
し

、

新

し

さ
を

求

め

て
作

為

し

た

あ

ま

り

「
こ
け

す

ぎ
」

に

な

っ
て

し

ま

っ
て
、

成

功

と

は

い
え

な

か

っ
た

の
は

、

長

明

の
批

判

や

、

静

縁

自

身

が

そ

の

後

俊

恵

に

さ

と

さ

れ

て

納

得

し

た

と

お

り

な

の

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

と
も

か

く

と

し

て
、

静

縁

の
意

図

と

し

て

は
、

「
こ

の
歌

の
詮

」
は

、

工

夫

さ

れ

た
表

現

で

あ

り

、

そ

れ

に
よ

っ
て

自

歌

を

享

受

者

に
印

象

づ

け

よ

う

と

し

た

も

の

で
あ

ろ

・つ
。次

に
、

「
ふ
し

」

「
風
情

」

を

「
詮
」

と

す

る
例

で

あ

る
。

(俊

成

の

「
夕

さ

れ

ば

野

辺

の
秋

風

身

に

し

み

て
鶉

鳴

く

な

り

深

草

の
里

」

の
歌

に

つ

い

て
)

「
か

の

歌

は

、

『身

に
し

み

て

』

と

い
ふ

腰

の
句

の

い
み

じ

う

無

念

に

お

ぼ

ゆ

る

な

り

。

こ
れ

ほ

ど

に

な

り

ぬ

る
歌

は

景

気

を

い
ひ

流

し

て

、

た

だ
空

に

身

に
し

み
け

ん

か
し

と

思

は

せ

た

る

こ
そ

、

心

に

く

く
も
優

に
も
待
れ
。
い
み
じ
う

い
ひ
も
て
ゆ
き
て
、
歌

の
詮
と
す
べ
き
ふ

し
を
さ
は
と

い
ひ
あ
ら
は
し
た
れ
ば
、
む
げ
に
こ
と
浅
く
な
り
ぬ
る
L
と

て
、

(下
略
)

俊
恵
は
、
腰
の
句
の

「身
に
し
み
て
」
が
、
こ
の
歌
の

「詮
と
す
べ
き
ふ
し
」

で
あ
る
と
理
解
し
た
。
秋
風
吹
く
深
草

の
里
の
荒
涼
た
る
風
景
を
身
体
感
覚
に

よ

っ
て
表
現
す
る
と
い
う
深
み
の
あ
る
構
想
に
、

こ
の
歌
の

「
詮
と
す
べ
き
ふ

し
」
を
読
み
取

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

「身

に
し
み
て
」
と
主
観
的
に

「
さ

は
と
い
ひ
あ
ら
は
し
た
」
と
こ
ろ
に
、
俊
恵
は
不
満
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
。

し
か
し
、
ま
た
、
こ
の
俊
恵
の
理
解
が
、
作
者
俊
成
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
及

ん
で
い
な

い
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
両
者
の
和
歌
観
の
相
違
な

　ヨ
　

ど

、

既

に
、

さ

ま

ざ

ま

に

論

じ

ら

れ

て

い
る

こ

と

で

も

あ

り

、

今

は

こ
れ

に

つ

い
て

は
触

れ

な

い
。

右

の

『無

名

抄

』

の

ふ

た

つ
の
典

型

例

を

敷

衍

し

て

、

新

古

今

期

の
歌

論

書

に

お

け

る

「
詮

」
の
用

例

を

見

通

し

て

み

る

と

、

お

お

む

ね

、

歌

の
構

想

を

「
詮

」

と

す

る

も

の
と

、

歌

の
表

現

を

「
詮

」

と

す

る
も

の
と

に
分

け

る

こ
と

が

で

き

る

。

普

通

名

詞

的

な

用

法

の
も

の
、

あ

る

い

は
、

判
定

し

が

た

い
も

の
も

あ

る

。

し

か

し

、

そ

も

そ

も

、

普

通

名

詞

的

用
法

な

ど

と

い
え

ば

、

す

べ

て

の
用

例

が

、

そ

れ

と

の
境

界

が

瞹

昧

に

な

っ
て
く

る

の

で

は
あ

る

が

。

「
詮
」

は

、

従

来

、

諸

注

釈

書

に

お

い

て

「
眼

目

」

「
肝

腎

な

と

こ
ろ

」

ま

た

　ぺ
　

「手
柄
」
な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う

に
比
喩
的

に
言

い
表

す
し
か
な

い
語

で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
静
縁
は
表
現
の
新
し

い
工
夫
に
「詮
」

を
求
め
、
俊
恵
は
俊
成
歌

の
構
想
の
深
さ
に

「詮
」
を
見
た
。
ふ
た
り
の
、
歌

に
求
め
る
も
の
の
差
異
は
そ
れ
と
し
て
、
「詮
」
と
は
、
表
現
に
お

い
て
、
ま

た
、
構
想
に
お
い
て
、
詠
者
な
り
に
工
夫
し
た
、
ど
こ
か
他
の
歌
と
は
違
う
斬

新
さ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
享
受
者
に
印
象
的
に
、
効
果
的
に
訴
え
よ
う

と
す
る
核
と
な
る
部
分
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
後
に
と
り
あ
げ
る
こ
と

と
な
る
が
、
『入
雲
御
抄
』
に
は

「秀
句
は
歌

の
み
な
も
と
、
こ
れ
を
詮
と
す
る

(3)



こ

と

な

れ

ど
L

と

あ

り

、

「
詮

」

は
、

「
歌

の
み

な

も

と
」

と

同

格

的

に

用

い
ら

れ

て

い
る

の

に

注

意

し

た

い
。

「
歌

の

み
な

も

と
」
と

い
う

の
も

、

ま

た

、

比

喩

的

な

も

の

い

い
で

あ

り

、

改

め

て
検

討

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
含

意

が

あ

る

よ

う

で

あ

る

が
、

本

稿

の
問

題

意

識

に
即

し

て

い
え

ば

、

他

の
歌

と

の

類

型

性

や

相

似

性

か

ら

超

脱

し

、

歌

を

一
個

の
作

品

と

し

て

の
歌

た

ら

し

め

る

根

拠

と

で
も

い
え

よ

う

か
。

そ

の
根

拠

と

な

る

の

が
、

「
詮
」

な

の

で
あ

る

。

和

歌

が
発

生

し

、

そ

れ

と

ほ

ぼ
同

時

に

、

批

評

意

識

が

生

ま

れ

た

時

点

で
、

こ

の
よ

う

な

「
詮

」

に
類

す

る

意

識

も

、

当

然

芽

生

え

た

こ

と

で

あ

ろ

う

。

た

と

え

ば

、

『
俊

頼

髄

脳

』
の

「
珍

し

き

ふ

し

を

求

め
、

詞

を

か

ざ

り

詠

む

べ
き

な

り

」

と

い
う

発

言

も

、

「
珍

し

き

ふ
し

」

や
、

「
詞

を

か

ざ

」

る

こ

と

は

、

「
詮

」

の
意

識

に

つ
な

が

る

も

の
と

解

す

る

こ

と

も

で
き

よ
う

。

た

だ
、

以

上

の
よ

う

な

、

享

受

者

を

強

く

意

識

し

、

こ

と

さ

ら

に
構

想

や

表

現

の
新

し

い
工

夫

を

歌

の
核

と

し

て

設

定

す

る

の
は

、

や

は

り

、

こ

の
平

安

末

期

か

ら
新

古

今

期

に

起

こ

っ
た
も

の
と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

と

き

に
、

そ

れ

ら

を

総

括

的

に

「
詮

」

と

呼

ん

だ

の
で

あ

る

。
も

ち

ろ

ん

、

こ

れ

は

、
題

詠

の

一
般

化

と
あ

い
ま

ち

、
「
秀

　ら
　

歌
幻
想
」
や

「秀
句
志

向
」
と
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
。

『無
名
抄
』
は
、
「近
代
歌
体
の
事
」

の
段
で
、
歌
の
表
現
様
式
を

「中
古
の

体
」
と

「
今
の
世
の
体

(幽
玄
の
体
)
」
と
に
分
け
て
論
じ
て
い
て
、
新
古
今
の

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
証
言
と
し
て
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

中
古
の
体
は
学
び
や
す
く
し
て
、
し
か
も
秀
歌
は
か
た
か
る
べ
し
。
詞
ふ

り
て
風
情
ば
か
り
を
詮
と
す

べ
き
故
な
り
。

と
、
「中
古

の
体
」
の
特
徴
を

「風
情
ば
か
り
を
詮
と
」
し
て
い
る
こ
と
に
見
て

い
る
。

一
方
、
「今
の
世
の
体

(幽
玄

の
体
)」

に
つ
い
て
、

詮
は
、
詞
に
あ
ら
は
れ
ぬ
余
情
、
姿
に
現
れ
ぬ
景
気
な
る
べ
し
。

と
述

べ
て
い
る
点

に
注
意
し
た
い
。
『
無
名
抄
』
に
い
う
ふ
た

つ
の
和
歌

の
表
現

様
式
を
、
上
記

の

「詮
」

の
ふ
た

つ
の
対
立
図
式
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
「
詮
」
の
位
相
に
よ

っ
て
和
歌
の
表
現
様
式
を
相
対
的
に
把
握
す

る

こ

と

が

可

能

な

の
だ

が

、

し

か

し

、

『無

名

抄

』
で
は

そ

こ

ま

で
図

式

的

に

割

り

切

っ
て

考

え

て

い
な

い
よ

う

で

あ

る

。

「
幽

玄

の
体

」

が

、

表

現

に

「
詮

」
を

設

定

し

て

い

る
も

の

で
あ

る

と
解

し

て

い

る

の
か

、

微

妙

で

あ

り

、

そ

も

そ

も

、

こ

の

「
詮

」

は
、

普

通

名

詞

と

し

て

の
用

法

で

あ

る

と
思

わ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

『無

名

抄

』

の
思

考

は
、

む

し

ろ

、

柔

軟

と

い
う

べ

き

で
あ

る
。

し

か

し

、

『
毎

月

抄

』

『
入

雲

御

抄

』

に

な

る

と

、

明
確

に

「
詮

」

は

、

「
詞

」

に

つ

い
て

い
わ

れ

る

よ

う

に
な

る
。

当

時

、

曙

の
春

、

夕

暮

の
秋

な

ど

や
う

の
詞

続

き

を

上

な

る
好

士

ど

も

も

よ

み
候

と

よ

。

い

た
く

う

け

ら

れ

ぬ
事

に

て
候

。

や
う

や

う

し

げ

に

曙

の

春

、

夕

暮

の
秋

な

ど
続

け

て

候

へ
ど

も

、

た

だ
心

は

秋

の
夕

暮

、

春

の
曙

を

出

で
ず

こ
そ

候

め

れ

。

げ

に
心

だ

に

も

詞

を

お

き

か

へ
た

る

に

つ
れ

て

新

し

く

も

め

で

た
く

も

な

り

侍

ら

ば

、

も

っ
と
神

妙

な

る

べ

く

候

を

、

す

べ

て
何

の
詮

あ

り

と

も

見

え

ず

候

。

(
『
毎

月

抄

』
)

秀

句

は
歌

の

み
な

も

と

、

こ
れ

を

詮

と

す

る

こ

と

な

れ

ど
、

あ

ま

り

に
く

さ

り

つ
づ

け

よ

め

ば

、

=

疋
に
く

い
げ

が

そ

ふ

な

り

。

(
中

略

)
よ

く

つ
づ

け

た

る

は

よ

く

侍

れ

ど

、

そ

れ

を

詮

に

て
、

見

苦

し

き

も

多

く

侍

る

に

や
。

(
『
入

雲

御

抄

』
)

詞

を

先

と

す

と

い

へ
る

は

、

心

を

後

に

せ
よ

と

い

ふ

に
あ

ら
ず

。

心

あ

れ

ど
、

詞

の
聞

き

に

く

き

は

わ

う

け

れ

ば

な

り

。

や

さ

し

き

詞

と

い

ふ

は
、

た

だ

さ

し

た

る

ふ

し

も

な

き

歌

も

、

そ

れ

を

詮

に

て
あ

り

ぬ

べ
し

と
見

ゆ

る
も

あ

り

。

(
『
入

雲

御

抄

』
)

古

き

こ
と

な

れ

ど

、

い

た
く

よ

き

詞

と

も

聞

こ
え

ず

。

ま

し

て
詮

な

き

こ

と

ば
多

し

。

(中

略

)
つ
や

つ
や

詮

も

な

き

文

字

ど

も

を

よ

む

こ

と
も

多

か

る

な

り

。

(『
入

雲

御

抄

』
)

わ

ざ

と

め

か

し

く

耳

に
立

ち

て

、

こ
れ

を

取

り

た

る

ば

か

り

を

詮

に

て

、

わ

が

心

も

詞

も

な

き

、

か

へ
す

が

へ
す

こ

の
道

の
魔

な

り

。(
『
八

雲

御

抄

』
)
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こ
の
よ
う
に
あ
げ
て
み
る
と
、
新
古
今
の
特
質
は
、
表
現
に

「詮
」
を
設
定

し
よ
う
と
し
た
、
す
な
わ
ち
斬
新
な
表
現
の
追
求
で
あ
る
と
明
確

に
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
新
古
今

の
方
法
の
基
本
は
、
「
詞
の
つ
づ
け
が
ら
」
の
工
夫
で
あ
る

　　
　

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
、
「
詮
」
と
い
う

こ
と
ば
に
よ

っ
て
自
覚
的
に
把
捉
し

て
い
た
。
表
現
に

「
詮
」
を
設
定
し
て
、
歌
の
個
性
を
主
張
し
、
他
の
歌
と
の

差
異
を
際
立
た
せ
つ
つ
、
享
受
者
に
効
果
的
に
印
象
づ
け
う
る
核
を
設
定
し
よ

う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
右
の
記
述

に
は
、
本
歌
取
と
秀
句
が
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ

の
具
体
的
、
代
表
的
な
、
ま
た
尖
鋭
的
な
形
で
あ
る
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
度

の
追
求
や
極
端
な
あ
り
よ
う
は
戒
め
ら

れ
た
し
、
そ
れ
だ
け
を

「詮
」
と
す
る

こ
と
も
避
け
ら
れ
て
い
た
。

四

再
び
、
本
稿
の
出
発
点
で
あ
る
、
冒
頭
に
あ
げ
た

『毎
月
抄
』
の
、
本
歌
取

に
お
い
て
取
る
べ
き

「詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
に
関
す
る
記
述

に
も
ど
る
こ
と
と

す
る
。

こ
の
記
述
に
関
し
て
は
、

一
に
は
、
古
歌
を
取
る
事
、
ま
た
や
う
あ
り
。
古
き
歌

の
中
に
、
を
か
し

き
詞
の
歌
に
立
ち
入
り
て
飾
り
と
な
り
ぬ
べ
き
を
取
り
て
、
わ
り
な
く
続

く
べ
き
な
り
。
た
と
へ
ば
、

夏
か
秋
か
問

へ
ど
白
玉
岩
根
よ
り
離
れ
て
落

つ
る
滝
川
の
水

此
等
の
体
な
り
。
し
か
る
を
、
古
歌
を
盗
む
は

一
の
故
実
と
ば
か
り
知
り

て
、
よ
き
あ
し
き
詞
を
も
見
分
か
ず
、
み
だ
り
に
取
り
て
あ
や
し
げ
に
続

け
た
る
、

口
惜
し
き
こ
と
な
り
。

(『無
名
抄
』)

と
い
う
、
類
似
の
記
述
が
あ
り
、
『毎
月
抄
』
に
い
う

「詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」

は
、
傍
線
部
に
該
当
す
る
。
両
者
の
和
歌
表
現
に
対
す
る
、
理
念
や
方
法
に
は
、

大
き
な
違

い
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
、

こ
れ
を
視
野
に
入
れ
、
具
体
的
に
歌
に

即
し
て

「詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
の
具
体
相
を
検
討
す
る
。

『毎
月
抄
』
に
取
り
上
げ
て
い
る
例
は
、

夕
暮
は
雲

の
は
た
て
に
も
の
ぞ
思
ふ
天

つ
空
な
る
人
を
恋
ふ
と
て

(『古
今
集
』
恋

一
・
四
八
四
、
よ
み
人
し
ら
ず
)

と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
本
歌
取
し
た
歌
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
が
、
本

歌

の
ど
の
詞
を
取

っ
て
い
る
か
に
注
意
し
、
本
歌

の
詞
と

一
致
し
て
い
る
部
分

に
傍
線
を
引

い
て
か
か
げ
る
。

都
を
ば
天

つ
空
と
も
き
か
ざ
り
き
な
に
な
が
む
ら
む
雲
の
は
た
て
を

(『新
古
今
集
』
羇
旅

・
九
五
九
、
宜
秋
門
院
丹
後
)

な
が
め
わ
び
そ
れ
と
は
な
し
に
も
の
ぞ
思
ふ
雲

の
は
た
て
の
夕
暮
の
空

(『新
古
今
集
』
恋
二

・
=

〇
六
、
通
光
)

夕
暮
は
空
の
け
し
き
を
見
る
か
ら
に
な
が
め
じ
と
思
ふ
心

こ
そ

つ
け

(『新
古
今
集
』
雑
下

・
一
八
〇
六
、
和
泉
式
部
)

秋
を
あ
き
と
お
も
ひ
い
れ
て
ぞ
な
が
め
つ
る
雲

の
は
た
て
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
の

そ
ら

(『秋
篠
月
清
集
』
九
二
〇
、
院
無
題
五
十
首
)

ゆ
ふ
ぐ
れ
の
雲

の
は
た
て
の
そ
ら
に
の
み
う
き
て
物
お
も
ふ
は
て
を
し
ら

ば
や

(『秋
篠
月
清
集
』

一
四
三
〇
、
恋
の
歌
よ
み
け
る
中
に
)

恋
ひ
わ
び
て
わ
れ
と
な
が
め
し
夕
暮
も
な
る
れ
ば
人

の
か
た
み
が
ほ
な
る

(『拾
遺
愚
草
』
入
六
九
、
六
百
番
歌
合
)

谷
か
ぜ
の
ふ
き
あ
げ
に
さ
け
る
梅
の
花
天
つ
空
な
る
雲
や
に
ほ
は
ん

(『拾
遺
愚
草
』

一
〇
〇
六
、
千
五
百
番
歌
合
)

き
の
ふ
け
ふ
雲

の
は
た
て
を
な
が
む
と
て
見
も
せ
ぬ
人
の
思
ひ
や
は
し
る

(『拾
遺
愚
草
』

=
二
七
二
、
順
徳
院
百
首
)

あ
は
れ
ま
た
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
な
が
め
す
る
雲
の
は
た
て
の
秋
風
ぞ
吹
く

(『拾
遺
愚
草
』

一
七
五
〇
、
御
室
五
十
首
)

た
れ
と
ま
た
雲

の
は
た
て
に
吹
き
か
よ
ふ
嵐

の
み
ね
の
花
を
う
ら
み
む

(『拾
遺
愚
草
』

一
入
四
〇
、
院
句
題
五
十
首
)

た
ち
ま
よ
ふ
雲

の
は
た
て
の
空
ご
と
に
煙
を
や
ど
の
し
る
べ
に
ぞ
と
ふ

(5)



(『拾
遺
愚
草
』
二
六
七
七
、
建
仁
三
年
秋
和
歌
所
歌
合
)

天

つ
空
雲

の
は
た
て
の
時
鳥
な
く

や
夕
は
妻
を
恋

ふ
ら
し

(『壬
二
集
』

=

九
五
、
四
季
百
首
)

秋
は
き
ぬ
雲

の
は
た
て
の
い
ま
な

ら
む
朝
気
の
空
も
お
も
が
は
り
し
ぬ

(『壬

二
集
』

一
二
七
二
、
為
家
卿
家
百
首
)

天

つ
空
雲

の
は
た
て
に
飛

ぶ
鳥
の
あ
す
か
の
里
を
お
き
や
別
れ
ん

(『壬
二
集
』

一
五
二
八
、
洞
院
摂
政
家
百
首
)

夕
暮
の
雲

の
は
た
て
に
み
だ
れ

つ
つ
思

ひ
し
ら
れ
て
行
く
ほ
た
る
か
な

(『壬
二
集
』

一
七
〇
七
、
老
若
歌
合
五
十
首
)

さ
り
と
も
と
く
る
れ
ば
待
ち
し
契

さ

へ
雲
の
は
た
て
の
し
つ
の
を
だ
ま
き

(『壬
二
集
』

一
九
〇
七
、
九
条
内
大
臣
家
三
十
首
)

秋
風
に
ご
ぬ
人
よ
り
も
夕
暮

の
雲

の
は
た
て
の
は
つ
か
り
の
こ
ゑ

(『壬
二
集
』
二
七
〇
五
、
恋
歌
あ
ま
た
よ
み
侍
り
し
と
き
)

こ
の
歌
を
本
歌
取
し
た
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
の
歌
が

「雲

の
は
た
て
」

の
部
分

を
取

っ
て
い
る
。

こ
の

「夕
暮
は
」
の
歌
に
お
い
て
は
、
「雲

の
は
た
て
」
の
詞

が

「詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「雲

の
は
た
て
」
そ
の

も

の
は
、
古
く
か
ら
、
注
釈
史
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が

な
さ
れ
て
き
た
、
珍
し
い
詞
で
あ
る
。

別

の
歌
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、

有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ
よ
り
あ
か
つ
き
ば
か
り
う
き
も

の
は
な
し

(『古
今
集
』
恋
三

・
六
二
五
、
壬
生
忠
岑
)

の
歌
に
お
い
て
も
、
本
歌
取
さ
れ
る
時

に
取
ら
れ
る
詞
は
、
「有
明
の
つ
れ
な
く

見
え
し
」

の
詞
、
特
に

「
つ
れ
な
く
」

の
部
分
に

一
定
し
て
い
る
。
こ
の
部
分

が
こ
の

「有
明
の
」
歌
に
お
け
る

「詮

と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
に
該
当
し
よ
う
。

有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
月
は
出

で
ぬ
山
ほ
と
と
ぎ
す
待

つ
夜
な
が
ら
に

(『新
古
今
集
』
夏

・
二
〇
九
、
良
経
)

さ
み
だ
れ
の
月
は

つ
れ
な
き
み
山
よ
り
ひ
と
り
も
出
つ
る
ほ
と
と
ぎ
す
か

な

(『新
古
今
集
』
夏

・
二
三
五
、
定
家
)

清
見
潟
月
は
つ
れ
な
き
天
の
戸
を
待
た
で
も
し
ら
む
浪

の
上
か
な

(『新
古
今
集
』
夏

・
二
五
九
、
通
光
)

さ
ら
に
ま
た
暮
れ
を
た
の
め
と
明
け
に
け
り
月
は
つ
れ
な
き
秋
の
夜

の
空

(『新
古
今
集
』
秋
上

・
四
三
四
、
通
光
)

つ
れ
な
さ
の
た
ぐ
ひ
ま
で
や
は

つ
ら
か
ら
ぬ
月
を
も
め
で
じ
有
明
の
空

(『新
古
今
集
』
恋
二

・
一
=
二
入
、
有
家
)

契
り
き
や
あ
か
ぬ
別
れ
に
露
お
き
し
あ
か
つ
き
ば
か
り
か
た
み
な
れ
と
は

(『新
古
今
集
』
恋
四

・
=
二
〇

一
、
通
具
)

花

の
い
ろ
は
や
よ
ひ
の
そ
ら
に
う

つ
ろ
ひ
て
月
そ

つ
れ
な
き
あ
り
あ
け
の

や
ま

(『秋
篠
月
清
集
』
九
〇
九
、
院
無
題
五
十
首
)

お
も

へ
ど
も
又
お
も

へ
ど
も
お
も

へ
ど
も
心
の
ほ
か
に
う
き
物
は
な
し

(『拾
玉
集
』
三
四
三
五
、
略
秘
贈
答
和
歌
百
首
)

お
ほ
か
た
の
月
も

つ
れ
な
き
鐘

の
音
に
な
ほ
う
ら
め
し
き
有
明
の
空

(『拾
遺
愚
草
』

一
〇
九

一
、
千
五
百
番
歌
合
)

散
る
花
の
つ
れ
な
く
見
え
し
名
残
と
て
暮
る
る
も
を
し
く
か
す
む
山
影

(『拾
遺
愚
草
』

=
二
一
八
、
順
徳
院
百
首
)

花

の
香
も
か
す
み
て
し
た
ふ
有
明
を

つ
れ
な
く
見
え
て
帰
る
雁
が
ね

(『拾
遺
愚
草
』
二

一
五

一
、
賀
茂
社
歌
合
)

面
影
も
待

つ
夜
む
な
し
き
別
れ
に
て
つ
れ
な
く
見
ゆ
る
有
明
の
空

(『拾
遺
愚
草
』
二
五
四
〇
、
水
無
瀬
恋
五
十
首
歌
合
)

有
明
の
あ
か
つ
き
よ
り
も
う
か
り
け
り
星

の
ま
ぎ
れ
の
よ
ひ
の
別
れ
は

(『拾
遺
愚
草
』
二
六
二
七
)

ま
ど
ろ
ま
で
は
か
な
き
夢
の
見
え
し
よ
り
春

の
夜
ば
か
り
う
き
も
の
は
な

U

(『拾
遺
愚
草
員
外
』
五
三
五
、
四
季
百
首
)

あ
た
ら
よ
の
は
な
吹
き
く
も
る
有
明
の
山
か
ぜ
ば
か
り
う
き
も
の
は
な
し

(『壬
二
集
』

一
入
○
○
、
日
吉
奉
納
五
十
首
)
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有
明
の
つ
れ
な
く
み
え
し
あ
さ
ち

ふ
に
お
の
れ
も
名
の
る
松
虫
の
こ
ゑ

(『壬
二
集
』
二
三
九
四
、
水
無
瀬
に
て
秋

の
歌

つ
か
う
ま

つ
り
し
時
)

「
つ
れ
な
く
見
え
し
」
は
、
「
こ
の
詞

の
つ
づ
き
は
不
及
艶
に
を
か
し
く
も
詠

み
て
侍
る
か
な
。
こ
れ
ほ
ど
の
歌
ひ
と

つ
詠
み
い
で
た
ら
む
、
こ
の
世

の
思

ひ

出
に
侍
る
べ
し
」

(『顕
注
密
勘
』
定
家

注
)
と
激
賞
さ
れ
て
い
る
表
現
で
、
「詮

と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
は
、
こ
の
よ
う
な
、
す
ぐ
れ
た
表
現
な

の
で
あ
る
。
冒
頭
に

あ
げ
た
、

『無
名
抄
』
の

「を
か
し
き
詞

の
歌
に
立
ち
入
り
て
飾
り
と
な
り
ぬ
べ

き
」
と
い
う

の
に
ふ
さ
わ
し

い
詞
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
本
歌
取
さ
れ
る
と
き

に
は
、
歌

に
よ

っ
て
、
取
ら
れ
る
詞
が

一
定
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
が
、
す
べ
て
の
歌
に
あ
て
は

ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
く

つ
か
の
、

い
わ
ゆ
る
有
名
な
歌

(例
え
ば

「花
の

色
は
う

つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ

が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
」
や

「月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔

の
春
な
ら
ぬ
わ

が
身

ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
な

ど
)
は
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
か
ら
取
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
例
外
も
も
ち
ろ

ん
あ
る
。
し
か
し
、
お
お
む
ね
、
多
く

の
歌
に
お
い
て
は
、
本
歌
取
さ
れ
る
と

き
に
取
ら
れ
る
詞
、
つ
ま
り

「
詮
と
お

ぼ
ゆ
る
詞
」
は
、

一
首
の
歌

の
中
の
あ

る
特
定

の
詞
な

の
で
あ
る
。

始
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
引
用
の
方
法

で
あ
る
本
歌
取
に
お

い
て
、
最
も

基
本
と
な
る
点
は
、
本
歌
を
明
示
し
、

か
つ
本
歌
に
埋
没
し
な

い
よ
う
に
取
る

こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
「雲
の
は
た
て
」
や

コ
つ
れ
な
く
見
え
し
L
は
、
そ
の
部

分
だ
け
で
、
そ
れ
を
含
む
歌
全
体
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
詞
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
「雲

の
は
た

て
」
や

「
つ
れ
な
く
見
え
し
」
以
外
の

詞
で
は
、
歌
全
体
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

一
首
の
歌

の
詞
の
あ
る

部
分
が
、
「そ
の
歌
を
取
れ
る
よ
」
と
本
歌
全
体
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

も

の
、
そ
れ
が

「
詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
で
あ
る
。
「詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
は
、
そ

の
詞
に
よ

っ
て
、
そ
の
歌
が
そ
の
歌
で
あ
る
と
同
定
さ
れ
う
る
、
指
標
と
な
る

詞
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
右
の
例
の
よ
う

に
、
珍
し
い
詞
で
あ

っ
た
り
、
す

ぐ
れ
た
艶
な
る
詞
で
あ

っ
た
り
す
る
。

本
歌
取

の
方
法
は
、
そ
の
よ
う
な

「
詮
」
と
思
わ
れ
る
詞
を
古
歌
の
表
現
か

ら
見
い
だ
そ
う
と
い
う
、
そ
の
こ
と
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
本
歌

の

詞
の
中
か
ら

「
詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
と

「詮
」
で
は
な
い
詞
と
を
識
別
す
る
こ

と
が
、
本
歌
取
の
方
法
に
と

っ
て
最
も
基
本
的
な
技
術
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、

古
歌
の
詞

の
中

に

「
詮
」
と
な
る
表
現
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
方
法
的
な
享
受

の
視
角
は
、
斬
新
な
表
現
を
意
識
的
に

「詮
」
と
し
て
設
定
し
よ
う
と
す
る
新

古
今
的
表
現
意
識
に
重
な

っ
て
い
る
。
本
歌
取
を
方
法
と
し
て
定
立
さ
せ
て
い

る
の
は
、
「詮
」

の
表
現
意
識
な
の
で
あ
る
。

五

こ
の
こ
と
は
、
次

の
よ
う
な
問
題
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
本
歌

取
は
、

つ
ね
に
、
本
歌
を
取

っ
て
新
し
い
歌
を
創
作
す
る
側
か
ら
の
主
体
的
な

発
想
で
、
研
究
史
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
の
捉
え
か
た
に
発
想

の
転
換
を
迫

っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
同
じ
本
歌

を
取
る
と
き
に
は
、
取
る
詞
が
お
の
ず
と

=
疋
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
詞

の
取

り
か
た
は
、
本
歌
の
主
題
や
表
現
か
ら
の
促
し
、
あ
る
い
は
呪
縛
で
あ
る
と
も

い
え
る
。
作
者
の
モ
チ
ー
フ

(多
く
は
、
与
え
ら
れ
た
題
に
基
づ
く
の
で
は
あ

る
が
)
に
よ

っ
て
、
本
歌
の
う
ち
の
取
る
べ
き
詞
が
、
主
体
的
に
選
ば
れ
て
き

た
の
で
は
な
く
、
モ
チ
ー
フ
や
表
現
さ
れ
る
・王
題
が
、
本
歌
に
よ

っ
て
規
制
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
歌
取
と
は
、
き
わ
め
て
制
約
的
な
方
法
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
本
歌
取

の
方
法
の
可
能
性
と
限
界
、
表
現
構
造
を
明

ら
か
に
し
て
ゆ
く
端
緒
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
問
題
提
起
に
と

ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

〈
注
〉

(
1
)
た
と
え

ば
、

『
六

百
番
歌

合
』

鵜
河

廿

一
番
難

陳

に
あ

る
用
例

が
、

『
新
編

国
歌
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大
観

』

(底
本

は

日
大
図
書

館
本

)

で
は

「
右
歌

無
指

詮
」

と

な

っ
て

い
る
が
、

他
本

で
は

「
右
歌
無

指
難

」
と
な

っ
て

い
る

も

の
が
あ

る

(『
新
校

六

百
番
歌

合
』

に
よ
る
)
。
評
価

と
し

て

は
正
反

対

で
あ

る

が
、
難

陳
部

分

で
あ

る
か
ら
、
相
手

方

の
歌

を
難
じ

て

い
る
も

の
と
し

て

「
右

歌
無

指
詮

」
を

と

る
べ
き

で
あ

ろ
う

か
、

あ

る

い
は
、

こ

の
右

歌

は
勝

と
な

っ
て

い
る

の
で

「
右
歌
無

指
難

」

を

と

る

べ
き

で
あ

る

の
か
、

に
わ

か
に

は
決
し

が

た

い
。

「
詮
」
の
概

念

の
暖
昧

さ
を

示
し

て

い
よ
う

。

(
2
)
「
詮
」
は
、

古

注
釈

な

ど
に
も

用
例

は
少

な

い
。

『尾

張

の
家

つ
と
』
に

は

「
上

句

古

歌
を

と
り

た
れ

ど
、

何

の
詮
も

見
え
ず

、

さ

み
だ
れ

に
似

つ
か
は
し

か
ら

ず

聞

ゆ
」

(定
家

の
二
三

二
番
歌

の
注

)
な

ど
、

わ
ず

か
な

例

が
見
ら

れ

た
が
、

こ
れ

ら
も

、
否

定
的

に

「
詮
」

が
意

識
さ

れ

て

い
る
。

(
3
)
周
知

の
こ
と

で
あ

る
が
、

俊
成

は

こ

の
歌

に

つ
い
て

「
身

に
と

り

て

の
お
も

て

歌
」
と
自
讃

し
、

「
た
だ
、

伊
勢

物
語

に
、

深
草

の
里

の
女

の
鶉

と
な
り

て
と

い

へ
る

こ
と
を
、

初

め
て
詠

み

て
侍
り

し
」
と
自
注

し

て

い
て

(
『慈

鎮
和

尚
自

歌

合
』
八

王

子
入
番

判

詞
)
、

俊
成

の
意

図

が
奈

辺

に
あ

る

か
を

示

し

て

い
る
。

こ

れ

に

つ
い
て

は
、
峯
村

文

人

「藤

原
俊

成

の
自
讃

歌

の
問
題

」

(『
国
語

』

4
巻

1
号

、
昭

30

・
9
)
、

藤
平

春

男

『新

古
今

と
そ

の
前

後
』

(昭

58

・
1
)
な

ど

参

照
。

(
4
)
歌

合

判
詞

の
用
例

を
あ

げ

た
と

こ
ろ

で
も
指

摘

し
た

よ
う

に
、

「
詮
」
を

個

々

の

歌

の
具
体
的

な

批
評

に
用

い
た
例

は
見

あ

た
ら

な
か

っ
た
。

現
代

の
注

釈
書

を

見

る
と
、

「
眼
目

」
と

い
う

こ
と
ば
な

ら
ば

、

た
と
え

ば
、
慈

円

の

「も

み
ち
葉

は
お

の
が
染

め

た

る
色

ぞ

か
し

よ
そ
げ

に
置
け

る
今
朝

の
霜

か
な

」

(『
新
古

今

集

』

冬

・
六
〇

二
)

に

つ
い
て
、

窪

田
空
穂

氏

は

「霜

の
朝

、
散

っ
た
紅
葉

の

真

紅

な
上

に
、

ま

っ
白

く

置

い
た
霜
を

見

て
、

そ

の
対

照

の
あ

ま
り

に
も
き

わ

や
か

な

の
に
対

し

て

の
心

で
あ

る
。
実

境

の
歌

で
あ

ろ
う

。

そ

の
感
を

『よ

そ

げ

に
』

と

い

っ
た

の
が
、

一
首

の
眼
目

で
あ

る
。

状
態

と
心

と
を

一
つ
に
し

得

た
詞

と

い
え
よ
う

。
」

(
『完

本
新

古
今

和
歌
集

評

釈
』

上
巻

、
昭

39

・
2
)

と
評

し
た
中

に
見

ら

れ
る
。

「
よ

そ
げ
」

と

い
う

表
現

は
、

「
含
蓄

の
あ

る

詞
」

と
も

評

さ

れ
、
ま

た

「
軽
妙

な

お
か

し

み
を

狙

っ
た
」

表
現

(久

保

田
淳

『
新
古

今

和

歌
集

全
評

釈
』

第

三
巻
、

昭

51

・
12
)

と

の
解

も
あ

る

が
、

い
ず

れ
に

せ
よ
、

「
よ
そ

げ
」
と

い
う

の
は
慈
円

な

り

に
工
夫
し

た
表

現

で
あ
り

、

そ
れ
を

、
窪

田

氏

は
詩

人
ら

し

い
直
感

に
よ

っ
て
見

て
と
り

、

「
一
首

の
眼

目
」
と
評

し
た
も

の

ゆ

む

で
あ

ろ
・つ

(5
)
松

村
雄

二

「倒

錯

し
た
歌

人

た
ち

和
歌

説
話

に
お

け

る

〈
秀
歌

幻
想

〉
の

成

立

と

屈

折

素

描

ー

」

(『
共

立

女

子

短

期

大

学

紀

要

』

22

号
、

昭

54

・

2
)
、
「本

歌

取
り
考

成

立

に
関
す

る

ノ
ー
ト

」
(『
論
集

和
歌

と

レ
ト

リ

ッ
ク
』
和

歌
文

学

の
世
界

第
十
集

、

昭

61

・
9
)

に
拠

る
。

(6
)
藤

平
春

男

『
歌
論

の
研

究
』

(昭

63

・
1
)
参

照
。

な

お
、

拙

稿

「
詞

の

つ
づ
け

ユ

が
ら

新

古

今

の
表

現
構

造

ー

」

(
『
文
芸

研
究

』
2
集

、
平

1
・
5
)
に

ー

も

論
じ

て

み
た
。

本
文

の
引

用

は
、

『新

編
国

歌
大

観
』

「
日
本
歌
学

大

系
」

な
ど
、

通

行

の
活

字
本

に
拠

っ
た
。

漢
字

表
記

な

ど
は
、

私

に
改

め
た

と

こ
ろ

が
あ

る
。
傍

線

は
引

用
者

が

付

し

た
。

(g)


