
癖

「
磐
姫
皇
后
思
天
皇
御
作
歌
」
(万
葉
集
)
の
背
景

1

そ
の
芸
能
的
側
面
に
関
す
る
覚
え
書
き
ー
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(
岬
)

磐
姫
皇
后

天
皇
を
思
ひ
て
御
作
り
ま
せ
る
歌
四
首

君
が
行
き
日
長
く
な
り
ぬ
山
た
つ
ね
迎

へ
か
行
か
む
待
ち
に
か
待
た
む

(
H

・
八
五
)

右

一
首
の
歌
は
、
山
上
憶
良
臣
の
類
聚
歌
林
に
載
す
。

か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
磐
根
し
巻
き
て
死
な
ま
し
も
の
を

(
八
六
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ
り

つ
つ
も
君
を
ば
待
た
む
打
ち
靡
く
わ
が
黒
髪
に
霜
の
置
く
ま
で
に

(
八

七
)

秋
の
田
の
穂
の
上
に
霧
ら
ふ
朝
霞
い

つ
へ
の
方
に
わ
が
恋
ひ
や
ま
む

(
八

八
)

或
る
本
の
歌
に
日
は
く

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

居
明
か
し
て
君
を
ば
待
た
む
ぬ
ば
た
ま
の
わ
が
黒
髪
に
霜
は

ふ

る

と

も

(
八
九
)右

一
首
、
古
歌
集
の
中
に
出
づ
。

古
事
記
に
日
は
く
、
軽
太
子
、
軽
太
郎
女
に
粁
く
。
故
に
そ
の
太
子
を

伊
予
の
湯
に
流
す
。
こ
の
時
、
衣
通
王
、
恋
慕
に
堪

へ
ず
し
て
追
ひ
往

柴
本

田

義

寿

く
時
の
歌
に
日
は
く

君
が
行
き
日
長
く
な
り
ぬ
山
た
つ
の
迎

へ
を
往
か
む
待

つ
に
は
待
た
じ

(九
〇
)

右

一
首
の
歌
、
古
事
記
と
類
聚
歌
林
と
説
ふ
所
同
じ
か
ら
ず
。
歌
の
主

も
ま
た
異
な
り
。

(
以
下
略
)

万
葉
集
巻
二
相
聞
の
巻
頭
に
お
か
れ
た

一
連
四
首
と
そ
の
異
伝
で
あ
る
。
こ
の

四
首
が

一
連
の
も
の
で
あ
り
漢
詩
絶
句
の
起
承
転
結
に
準
拠
す
る
構
成
を
も
つ
も

　
　
　

の

で
あ

る

こ
と

は

、

山

田
孝

雄

博

士

が

夙

に
説

か

れ

た
と

こ
ろ

で
あ

る

。

こ

の
作

　　

　

者
に
つ
い
て
は
澤
潟
久
孝
博
士
の

「
傳
論
歌
の
成
立
」

以
来
、
「
遙
か
に
後
の

作

　　

　

が
皇
后
の
御
作
に
假
託
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」

(注
釈
)

と
み
る
の
が
普

通
で
あ
る
。

小
稿
は
そ
の
四
首
の
う
ち
異
伝
を
も

つ
第

一
首

・
第
三
首
を
め
ぐ

っ

て
、
そ
の
伝
講
の
背
景
を
芸
能
的
側
面
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
そ
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。

(
二
)

第
三
首
に
つ
い
て
は

「打
ち
靡
く
わ
が
黒
髪
」
と
い
う
表
現
が
問
題
で
あ
る
。

澤
漏
博
士
は

待
ち
か
ね
て
内
に
は
入
ら
じ
白
た
へ
の
吾
が
こ
ろ
も
で
に
露
は
置
き
ぬ
と
も
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}

(
皿

・
二
六
八
八
)

…

君
待

つ
と
庭
の
み
居
れ
ば
打
ち
靡
く
吾
が
黒
髪
に
霜
そ
置
き
に
け
る

(
∬

}

・
三
〇
四
四
)

…
な
ど
の
類
歌
と
の
関
係
か
ら
、
伝
蒲
歌
が

「
皇
后
の
御
作
と
し
て
傳

へ
ら
れ
る
に

}
及
ん
で
、

(或
本
歌
の
)
初
句
及
び
第
五
句
が
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
・
」
奈

　　

　

.
良

朝

を

遡

る

こ

と

あ
ま

り

遠

く

な

い

時

代

に
作

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と
を

述

べ

一
て
お

ら

れ

る
。

そ

し

て

「
打

ち
靡

く

」

と

あ

る

第

三
句

に

つ

い

て
は

、

或

る
本

の

一
歌

(
八

九

)

に

「
多

少

の
手

が
加

へ
ら

れ

て

(
八

七

)

の
作

と

な

っ
た
も

の

で
、

∵

居
明
し
て
』
と
あ

っ
て
現
實
の
霜
を
さ
し
て
ゐ
る
今

の
作
に
は

『
ぬ
ば
玉
の
」

「一
と

あ

り

、

『
あ

り

つ

つ
も

」

と

あ

っ

て

老
女

の
所

謂

つ
く

も

髪

に
封

す

る

も

の
と

　

　
マ

マ
　

}
し

て
は

『
打

靡

き

』

と

あ

る

の
も

改

作

者

の

技

巧

が
認

め

ら

れ

る

で

あ

ら

う

」

㎝

(
注

釈

且

・
八

九

ノ
考

)

と

述

べ
て
お

ら

れ

る
。

そ

れ

は
ま

さ

に
そ

の

通

り

で
あ

一
ろ

う

。

し

か

し

ウ

チ

ナ

ビ

ク
黒

髪

と

ヌ

バ

マ
タ

ノ
黒

髪

と

い

う

表

現

を

万

葉

集

に

み

て
み

る

と

、

ど

う

も

そ

れ

だ
け

で
は

改

作

者

の
技

巧

が
充

分

に
説

明

さ

れ

た

と

…
は

言

い

難

い

よ

う

に
み

え

る

の

で
あ

る

。

以

前

の

拙
稿

で

「
打

ち

靡

く

春

」

(
皿

　

・

一
四

二

二

)

の

解

釈

を

め

ぐ

っ
て
述

べ
た

折

に
、

黒

髪

の

「
打

ち
靡

く

」

と

こ

ぎ

に

「打
ち
靡
意

は
君
に
よ
り
に
し
」

(w

●
五
〇
五
)

と
い
う
意
肇

重

ね

　一
て
み
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
改
作
の
意
図

に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
少
し
触

　
　
　

一
れ

た

こ
と

が
あ

る

。

そ

し

て

そ

の

意

味

を

重

ね

て
み

て
も

、

な

お

改

作

の
説

明

と

一
し

て
は

不

満

が
残

る

の

で

あ

る
。

小
稿
は

そ

の

不
満

を

い

く

ら

か

で
も

解

消

す

べ

く

、

芸

能

的

側

面

か

ら

少

し
考

え

て

み

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る

。

…

万
葉
集
中

「打
靡
」
の
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
二
二
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

　

へ

「
ウ

チ

ナ

ビ

ク

と

翻
ま

れ

た

り

ウ

チ

ナ

ビ
キ

と

訓

ま

れ

た

り

し

て

い

る

の

で

、

仮
名

　
書

例

を

も

含

め

て
、

ウ

チ

ナ

ビ

ク

、

ウ

チ

ナ

ビ

キ

の
例

を

数

え

て
み

る

と
、

集

中

　
三

一
例

が
認

め
ら

れ

る
。

と

こ

ろ

で
そ

の

か

か

り

方

を

概

括

す

れ
ば

・

ウ

チ

ナ

ビ

キ
は

「
寝

」

な

ど

の

意

に

五
例

、

「
生

ふ

る

玉

藻

」

な

ど

に

二
例

、

「
心

寄

る

」
な

ど

に

五
例

が

認

め

ら

れ

る

。

た

だ

し

「
心

寄

る

」

意

に

か

か

る
場

合

、

五
〇

五
番

歌

の

一
例

を

除

い

て

、

そ

の
前

後

す

べ

て

「
藻

」

に
か

か

わ

っ
て
お
り

、

「
生

ふ

る

玉

藻
」

に

か

か

る

二
例

が

数
少

な

い
例

に

は

な

ら

な

い
。

ウ

チ

ナ

ビ

ク
は

「
心

」

に

一
例

、

「
玉

藻

」

に

一
例

が
か

か

っ
て

い
る

が
、

こ

れ

も
前

の
も

の

と
同

様

に

扱

っ
て
よ

い

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

「
春

」

に

か

か

る

の

が

一
四

例

、

「
草

香

乃
山

」

に

一
例

、

「
わ

が

黒

髪

」

に

二
例

が
認

め

ら

れ

る

。

数

だ

け

か

ら

み

れ
ば

「
草

香

乃

山

」

に
か

か

る

の

が
特

別

で

あ

る

が
、

今

は

以

前

の
拙

稿

で
少

し

触

れ

た

よ

う

に
、

季

節

祭

式

に
か

か

わ

る
相

聞

の

民

謡
的

な

背

景

が
あ

っ
た

で
あ

ろ

う

と

い

う

程

度

に
と

ど

め

て
お

き

た

い
。

そ
う

し

て
み

る

と

、

ウ

チ

ナ

ビ

ク

・
ウ
チ

ナ

ビ

キ

の
例

の
中

で
、

「
黒

髪

」

に
か

か

る

例

が

二
例

し

か

な

い

と

い

う

こ

と

は

、

そ
れ

が

そ

れ

ぞ

れ

異

っ
た

発

想

を

担

う

も

の

で
あ

れ

ば

ま

た

別

で
あ

る

が

、

既

に

言

わ

れ

て

い

る

通

り

類

歌

と

し

て
認

め

ら

れ
る

も

の

で
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て

、
数

少

な

い
例

と

し

て

注

目

に
値

す

る

と

い
え

る

で
あ

ろ

う

。

し

か

も

こ

の

ウ

チ

ナ

ビ

ク
黒

髪

が
、

奈
良

朝

を

遡

る

こ

と

あ
ま

り

遠

く

な

い

時
代

に
、

ヌ

バ
タ

マ

ノ
黒

髪
か

ら

改

作

さ

れ

た

と
す

る

な

ら

ば

、
改

作

の

意

図

は

万
葉

集

に

と

っ
て

の
近

代

の
発

想

に
適

応

し

た
は

ず

な

の

で

あ

る

。

い

わ

ば

ヌ

バ
タ

マ
ノ
黒

髪

と

い
う

よ

り

も

、

ウ
チ

ナ

ビ

ク
黒

髪

と

い

う
方

が
、

磐

姫
皇

后

に
か

か

わ

る
相

聞

の
内

的

な

心

情

の
象

徴

的

な

表

現

と

し

て
、

よ

り

適

切

で

あ

っ
た

と

い
う

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ

う

。

ヌ
バ

タ

マ

ノ
黒

髪
と

い
う

表

現

は
集

中

に

=

二
例

が
あ

り

、

黒

髪

山

に

か

か

る

二
例

も

あ

っ
て
、

黒

髪

に
関

し

て
は

こ

の
言

い
方

か

圧

倒

的

に
多

い

の

で
あ

る

。

シ
キ

タ

ヘ
ノ
黒

髪

と

い
う

の
も

一
例

認

め

ら

れ

る

が

、

そ

れ
は

「
ぬ
ば

た
ま

の
黒

髪

敷

き

て
」

(
皿

∴

三

一
七

四
等

)

や

「
白

た

へ
の
袖

さ

し
か

へ
て
靡

き

寝

し

わ

が
黒

髪

」

(
皿

・
四

八

一
)

な

ど

に
も

み

え

る
共

灌

の

ナ

ビ
キ

に
対

応

す

る

で

あ

ろ

う
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

凡
な
ら
ば
誰
が
見
む
と
か
も
ぬ
ば
玉
の
わ
が
黒
髪
を
靡
け
て
居
ら
む

(
∬
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・
二

五

三

二

)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ
ば

た
ま

の

妹

が

黒

髪
今

夜

も

か

わ

が
無

き

床

に
靡

け

て

寝

ら
む

(
皿

・

…

二

五
六

四

)

な

ど

と

見

え

る
黒

髪

の

ナ

ビ

キ

も

同
様

に
み

て
よ

い

で
あ

ろ
う

。

そ

の
黒

髪

の

ナ

…
ビ

キ

が

ウ

チ
を

と
も

な

っ
て

ウ

チ

ナ

ビ

ク

と

な

っ
た

八

七

の
場

合

に
は

、

こ

こ

に

　
み

た

よ

う

な

共

灌

の

・
靡

き

よ

る

媚

態

め

い

た

印

象

は

ほ

と

ん
ど

な

い
・

単

に
靡

.
く

と

い
う

よ

り

も

ウ

チ

ナ

ビ

ク
黒

髪

の

そ

れ

は

、

よ

り

象

徴

化

さ

れ

た

黒

髪

の

ナ

ビ

キ

で
あ

る

よ

う

に

み

え

る

の

で

あ

る
。

ウ

チ

ョ

ス
ル
駿

河

能

国

(
皿

・
三

一
九

)

　
な

ど

に
み

え

る

接

頭

語

ウ

チ
も

、

そ

れ
を

と

も

な

う

こ
と

に
よ

っ
て
成

立

す

る

枕

「
詞

で
あ

っ
た

は

ず

で
あ

り

・

ウ

チ
を

と
も

な

う
場

合

の
意

味

の
特

殊

化

・

あ

る

い

…
は

象

徴

化

を

考

え

て
も

よ

い
よ

う

に
思

わ

れ

ワ⇔
・

そ

れ

な

ら

は

ナ

ビ
ク

と

い
う

意

ヅ

の
特
殊
化
・
あ
る
い
は
よ
り
象
徴
的
に
固
定
し
た
意
味
と
し
て
黒
髪
に
ウ
チ
ナ

ビ

ク

が

か

か

っ
て

い
る

と

仮

定

し

て
、

い

っ
た

い

ど

の

よ

う

な

意

味

に
考

え

れ

ば

㎝
よ

い

の

で
あ

ろ

う

か

・

そ
れ

な

ら

ば

ナ

ビ

ク
は

ど

の

よ

う

に
用

い

ら

れ

て
い

た

の

「
で

あ

ろ

う

か

・

㎜

『時
代
別
国
語
大
黄

(
上
代
編
)
』

に
よ
れ
ば
・

ナ
ビ
ク
は

「
①
物
の
力
に

「
動

か

さ

れ

て
横

ざ

ま

に
傾

き

伏

す

。

②

慕

い
寄

る
、

心

を

寄

せ

る

、
服

従

す

る

。」

}
と

あ

っ
て

、

そ

れ

に
問

題

は

な

い
。

し

か

し

そ

の
①

の
意

味

が

「
物

色

を

見

て

作

…
れ

る

な

り

」

(
皿

・

一
五

九

七
～

九

九
家

持

、

左

注

)

な

ど

の
よ

う

に
、

叙
景

の

・
対

象

と

し

て
歌

わ

れ

る

の

は

、

万

葉

の

時

代

も

後

半

に
な

っ
て

の
も

の

で

あ

る

よ

・
う

に
み

え

る
。

前

半

の

も

の

は

、

命

令

形

の
ナ

ビ

ケ

(
皿

・

一
三

一
な

ど

)

と

あ

る

ご

く

少

数

の
例

を

除

い

て

、

す

べ

て
が

②

の
意

味

に
、

直

接

に
あ

る

い
は

間

接

一
に
か

か

わ

っ
て

い

る

と

み

て

よ

い

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

特

に

そ

れ

が
黒

髪

に
か

か

わ

る

場

合

に
は

、

共

灌

の

ね

が

い

を

こ

め

て
靡

き

寄

る

心

の
、

象

徴

的

な

表

現

で

あ

っ
た
と

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

(
皿

・
四

八

一
、

皿

・
二

五

三

二

、

二
五

六

四

)
。

そ
し

て

そ

の
黒

髪

は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

人
皆
は
今
は
長
し
と
た
け
と
い

へ
ど
君
が
見
し
髪
乱
れ
た
り
と
も

(
H

・

一
二
四
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

凡
な

ら

ば

誰

が
見

む

と

か
も

ぬ
ば

た
ま

の

わ

が
黒

髪

を

靡

け

て
居

ら

む

(
阻

・
二
五

三

二
)

な

ど

と

も

み

え

る

よ

う

に
、

た
と

え

乱

れ

て
あ

る

に
し

て
も

そ

こ

に
「
君

が
見

し

」

時

の
感

動

は

、

か

け

が
え

の
な

い
も

の

と

し

て
保

た

れ

る

の

で
あ

り

、

ま

た

そ

の

靡

か

せ

て
い

る

黒

髪

は

、

そ

の
人

の

「
見

む

」

こ
と

以

外

の
何

も

の
を

も

期

待

し

な

い

の

で
あ

る

。

朝

寝

髪

わ

れ

は

硫

ら

じ

愛

し

き

君

が
手

枕

触

れ

て
し

も

の

を

(
皿

・
二

五

七

八

)

な

ど

と

も

み

え

る

よ

う

に
、

共

灌

の
余

韻

に
う

ち

ふ

る

い

つ

つ
黒

髪

は

靡

く

の

で

あ

る

。

た

だ

風

に
靡

く

の

で
は

な

い
、

わ

が
心

の
お

の

の

き

を

そ

の
ま

ま

に

、
乱

れ

、

ゆ

れ
靡

く

の

で

あ

っ
た

。

そ

う

い

う

黒

髪

の

ナ

ビ

キ

を

ウ

チ

ナ

ビ

ク
と

歌

っ
た

心

緒

は

、

そ

れ
を

枕

詞

で

あ

る

と

か

、
形

容

で

あ

る

と

か

い

う

だ

け

で
は

決

し

て

充

分

に

理
解

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

問

題

は

そ

の
表

現

が

そ

こ

に
用

い

ら

れ

た
必

然

性

を
考

え

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

と

い

う

こ
と

で
あ

ろ

う

。

通
例

な

ら
ば

ヌ

バ
タ

マ

ノ
黒

髪

で

あ

る

と

こ

ろ

を

、

あ

え

て
ウ

チ

ナ

ビ

ク

黒

髪

と

し

た

の

は
、

既

に
言

わ

れ

て

い

る

通
り

奈
良

朝

を

遡

る

こ

と

あ
ま

り

遠

く

な

い
時

期

で

あ

る
。

い
わ

ば

表

現

の
洗

練

が

、

呪
能

か

ら
芸

能

へ
と

展

開

し

つ

つ
考

慮

さ

れ

た
時

期

で
あ

る
。

そ

う

い

う
時

代

の
要

求

に
応

じ

た

も

の

と

し

て
こ

れ
を

み

る

な

ら
ば

、

あ

ら
あ

ら

と

み

て
き

た
よ

う

な
象

徴

的

な

表

現

と

し

て

よ

い

で

あ

ろ

う

し

、
ま

た

そ

れ
を

磐

姫

皇

后

に
仮

託
し

た

と

い

う

こ

と

は

、

そ

の

意

図

を

よ
り

鮮

明

に
す

る

の

で
あ

る

。

万

葉

集

は

特

別

の

い
く

ら

か
を

除

い

て

は

、
読

ま

れ

る
歌

集

で
は

な

く

て
、

歌

わ

れ

る

べ
き

歌

集

で
あ

る
。

ま

し

て

磐

姫
皇

后

の
時

代

と

い
え

ば

、

歌

わ

れ

る

以

外

に
な

い
時

代

で
あ

っ
た

で

あ

ろ

う
。

そ

う

す

れ
ば

こ

の
巻

二
巻

頭

の

一
連

は

、



後
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
伝

訥
歌
と
し
て
古
代
風
に
構
成
さ
れ
た
、

14

あ
る
い
は
古
代
を
万
葉
の
現
代
の
享
受
者

の
観
賞
に
耐
え
得
る
よ
う
に
再
構
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
ウ
チ
ナ
ビ
ク
に

つ
い
て
、
フ
ユ
コ
モ
リ
春
と
ウ
チ
ナ
ビ
ク
春
と
に
み
え
る
相
違
と
同
様
に
、

ヌ
バ

タ

マ
ノ
黒
髪
と
ウ
チ
ナ
ビ
ク
黒
髪
の
相
違
を
考
え
て
も
よ
い
こ
と
を
暗
示
す
る
。

ウ
チ
ナ
ビ
ク
と
い
う
場
合
、
古
俗
を
背
景
と
す
る
共
灌
の
ね
が
い
を
秘
め
て
、
そ

の
心
象
の
讐
喩
的
象
徴
的
な
行
為

に
か
か
わ
る
言
葉
と
し
て

そ
の
意
味
の
定
着

し

つ
つ
あ

っ
た
時
代
の
享
受
者
を
予
想
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
時
代
は
天
平

に
下
る
け
れ
ど
も
.

鎚

比
番

欝

に
興
り
て
古
歳
漸
に
晩
れ
ぬ
・
理
宜
し
く
共
に
恵

審

い
て

第

一

同
に
烹

鯨

衆

い
・
故
此
の
趣
に
擬
へ
て
轍
ち
古
曲
二
節
を
献
る
。
跡

　

へ

要

}

流
意
気
の
士
償
此
の
集
の
中
に
あ
ら
ば
、
争
ひ
て
念
を
蛮
し
心
々
に
古
膿
に

紅

和

へ
よ
。

(
W

二

〇

=

題
)

望

な
ど
と
わ
ざ
わ
ざ

記
さ
れ
る
よ
・つ
な

風
潮
も
ま
た
あ

っ
た
と
考
え
て
も

よ
い
。

{

「
古

情

を

尽

し

て
古

歌

を

唱

」

い

、

「
古

擁

」

も

ま

た
盛

ん

に

行

な

わ

れ

て

い

た

大

一
の

で
あ

る
。

そ

れ

以
前

に

た

と

え

盛

ん

で
は

な

か

っ
た

に
し

て
も

、

古

く

歌

を

う

良

一
た
う
側
面
に
は
ほ
と
ん
ど
の
場
A。
舞
踊
が
あ

.
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

颪

流
意

奈

…
気
の
士
」
が

「
風
流
」
で
あ
り
得
た
の
は

、
「
風
流
有
る
者
」

は
皆
そ
の
中
に
ま

}
じ
わ

っ
た
と
い
う
芸
能
と
し
て
の
歌
垣
群
舞

(聖
武
続
紀

天
平
六
年
二
月
)
に

一一
も

み

え

る

よ

う

に
、

芸

能

と

し

て

の
舞

踊

の

た
し

な

み

も

身

に

つ
け

て

い

た

か

ら

{
で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

ま

し

て

そ

の
歌

が

磐

姫
皇

后

に
か

か

わ

る

も

の

と

さ

れ

　

　
　
　

}
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
伝
承
の
時
代
の
舞
唱
曲
と
し
て
構
成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
舞
踊
はヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

皿

そ
ら
み

つ
大
和
の
国
は
神
か
ら
し
尊

く
あ
る
ら
し
こ
の
舞
見
れ
ば

(
聖
武

続
紀
、
天
平

一
五
年
五
月
)

}
と
も
あ
る
よ
う
に
、
見
る
も
の
と
し
て
、

「神
か
ら
し
尊
-
あ
る
」

と
い
う
聖
性

を

、

象

徴

的

に
表

現

す

る
行

為

な

の

で
あ

る

。

そ
う

い
う

こ
と

ど

も

を

含

め

て
考

え

て
よ

い
な

ら

ば

、

こ

の

ウ
チ

ナ

ビ

ク

黒

髪

は

、

ナ

ビ

ク
黒

髪

の
象

徴

す

る
相

聞

の
心

情

を

、

象

徴

的

に
表

現

す

る

行

為

の

た

め

の
も

の
と

し

て
、

い
わ

ば

「
黒

髪

の
主

題

に
よ

る

相

聞

の
舞

唱

曲

」

と

し

て

、

こ

の
歌

が

構

成

さ

れ

た
も

の

で
あ

る

こ
と

を

示

し

て

い
る

、

と

言

い
得

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

以

前

の
拙

稿

で
少

し
触

れ

た
ま

ま

、

そ

こ

に
な

お

残

っ
て
い

た

不

満

は

、

こ

れ

が
か

つ
て
芸

能

に

か

か
わ

る
も

の

で
あ

っ
た
と

み

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

い
さ

さ

か

解

消
…し

た

か

の

よ

う

に
思

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

(
三

)

ウ
チ
ナ
ビ
ク
黒
髪
と
い
う
表
現
が
、
古
代
的
な
舞
唱
の
場
を
背
景
と
し
て
成
立

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
推
測
は
、
こ
の

一
連
四
首
の
第

一
首
が
、
第

一
首

と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
に
掲
げ
た
通

り
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
磐
姫
皇
后
の
作
歌
と
さ
れ
る
八
五
番
歌
が
、
古
事
記
に

お
い
て
は
木
梨
之
軽
太
子
と
軽
太
郎
女
に
か
か
わ
る
悲
恋
の
伝
承
の
中
に
お
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
所
伝
の
通
り
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
磐
姫
皇

后
の
歌
が
ま
ず
あ

っ
て
、
衣
通
王

(軽
太
郎
女
)
の
歌
は
そ
れ
を
も
と
と
し
て
変

形
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
土
橋
寛
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

　
ア
　

こ
の
歌
は
も
と
独
立
歌
謡
で
あ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
も
と

呪
能
的
領
域
に
お
い
て
歌
わ
れ
て
い
た
そ
れ
が
、
芸
能
的
領
域
の
も
の
と
し
て
整

備
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
万
葉
集
巻
二
相
聞
の
巻
頭
歌
と
し
て
、
あ
る
い
は
古
事

記
の
悲
恋
に
か
か
わ
る
歌
と
し
て
採
録
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
歌
、
日
本
書
紀

に
は
み
ら
れ
ず
古
事
記
と
万
葉
集
に
み
え
る
の
で
あ
る

が
、
古
事
記
に
お
い
て
は
そ
の
悲
恋
に
か
か
わ
る
他
の
歌
と
は
、
や
や
異

っ
た
扱

い
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

軽
太
子
軽
太
郎
女
の
伝
承
は
ま
ず

「
志
良
宜
歌
」
を
も

っ
て
は
じ
ま
る
。
次
い
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で

一
首
と
み
る
か
二
首
と
み
る
か
に
問
題

は
残
る
け
れ
ど
も

「
夷
振
の
上
歌
」
が

審

っ
て
、
笙

場
が
成
立
す
る
。
次
い
で
第
二
場
は
場
面
を
大
前
小
前
宿
祢
の
家

に
う
つ
し
て
、

軽
太
子
を
攻
め
る

穴
穂
皇
子
の
歌
と
、

そ
れ
に
応
ず
る
宿
祢

の

「
手
を
挙
げ
膝
を
打
ち
、
侮
ひ
奏
で
つ
つ
参
来
」
た
時
の
歌

「
宮
人
振
」
が
あ
る
。

「
続
い
て
そ
こ
で
捕
え
ら
れ
た
軽
太
子
の
、
忍
び
難
き
を
忍
ぶ

「
下
泣
き
」
の
思
い

彫

も
こ
め
た
で
あ
ろ
う
・
言
語
璽

早
だ
け
か
ら
言

え
ば
歌
と
地
の
文
の
結
び
つ
き

て

問
題
は
残
る
け
れ
ど
も
、
「
天
田
振
」

二
首
が
歌
わ
れ
る
。
次
い
で
第
三
揚

軽

一
太
子
が
伊
余
の
湯
に
流
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
第
二
場
終
末
で
歌
わ
れ
た

「
天
飛
ぶ
軽
の
嬢
子
」
の
主
題
の
変
奏
と
し
て
の

「
天
田
振
」

一
首
が
歌
わ
れ
る
。

…
古
事
記
は
そ
の
場
面
の
相
違
に
は
か
か
わ
り
な
く

「
此
の
三
歌
は
天
田
振
な
り
」

…
と
ま
と
め
る
の
で
あ
る
が
・
や
は
り
そ
こ
に
場
面
の
相
違
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ

　
う
。
も
と
独
立
歌
謡
と
み
え
て
、
こ
の
軽
太
子
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
は
言
語

詞
章
の
点
で
疑
問
の
残
る
こ
れ
ら
を
、
あ
え
て
こ
こ
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
こ
れ
ら
が

「
夷
振
」
「
宮
人
振
」

な
ど
と
対
応
す
る

「
天
田
振
」

で
あ

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
い
わ
ば
舞
曲
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
舞
踊
の
象
徴
性

が
こ
れ
ら
を
物
語
歌
と
し
て
位
置
づ
け
得

た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後

第

一
場
に
み
え
た

「
夷
振
の
上
歌
」
に
対
応
し
て

「
夷
振
の
片
下
」
が
歌
わ
れ
、

い
わ
ば
第

=
幕
三
場
は
終
る
の
で
あ
る
。

第
二
幕
と
も
い
う
べ
き
場
面
は
軽
太
郎
女
の
名
で
は
な
く
、
衣
通
王
の
名
に
よ

「
っ
て
軽
太
子

へ
の
歌
二
首
が
歌
わ
れ
て
は
じ
ま
る
。
そ
の
第
二
首
が
い
ま
課
題
と

一
し
て
い
る

「
君
が
行
き
云
々
」
の
歌
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
首
に
は
「
歌
」

}
と
も

「
振
」
と
も
注
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に

一
つ
の
手
が
か
り

.
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
衣
通
王
が

「
追
ひ
到
り
ま
し
し
時
、

}

(軽
太
子
が
)

待
ち
懐
ひ
て
」

歌
わ
れ
た
と
い
う

「
読
歌
」

二
首
が
あ

っ
て
、

一

「
か
く
歌
ひ
て
、
即
ち
共
に
自
ら
死
せ
た
ま
ひ
き
」
と
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

一
記
紀
の
所
伝
に
い
く
ら
か
の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
万
葉
集
巻
二
の
編
者
が
ま

ず

比

較

し

た
古

事

記

に
よ

る
構

成

の
概

略

は

、
右

の
よ

う

な

次

第

で
あ

る

。

そ

こ

で
ま

ず

言

え

る

こ

と

は
、
記

紀

の
歌

謡

だ
け

に

つ
い

て

は
、

「
○

○

歌

」
「
○

○

振

」

と

い

う
名

称

が

あ

る
中

で

、
「
○

○

振

」
と

い
う

の
は

こ
こ

に
み

え

る
「
夷

振

」
「
宮

人

振

」

「
天

田

振

」

の

三

つ
だ

け

で
あ

り

、

そ

れ

が

三

つ
と
も

こ

こ

に
集

ま

っ
て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

し

か

も

「
夷

振

」

だ

け

は
他

に

三
例

(
記

.

阿

治

志

貫

高

日

子

根

、
紀

・
同

上

、

聖

徳

太

子

伝

暦

)

が

み

え

る

け

れ

ど

も

、
「
宮

人

振

」

「
天

田

振

」

と

い
う

の
は

こ

こ

だ
け

で
あ

る

。

次

に
、

衣

通

王

の

歌

二
首

は

、

こ

の

一
連

の
中

で
は

「
歌

」

と

も

「
振

」

と
も

注

記

さ

れ

て

い
な

い
と

い

う

こ
と

で
あ

る

。

こ

の

「
振

」

に

つ
い

て

小
島

憲

之

博

士

は

、

「
ふ
り

」

に
属

す

る

歌

謡

に
は

地

く
に
ふ
り

方

民

謡

的

な
も

の

が
多

く
、

そ

の

「
ふ

り

」

は

「
国

風

」

の

ふ
り

(
風

)

で
あ

ろ

う

と

さ

れ
、

「
穴

云

、

曲

通

歌

舞

…

…
古

記

云

…

…
曲

字

通

歌

擁

」

(令

集

解

四
、

　　

　

職
員
令
)
な
ど
と
あ
る
歌
舞
に
関
係
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
中
国
文
学
と
の
か
か
わ
り
の
点
か
ら
ま
さ
に
そ
れ
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
け

れ
ど
も
、
職
員
令
の
注
記
も
な
お
捨
て
難
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
憶
測
を
加
え
れ

ば
、
「
夷
振
」

の

「
夷
」

は
当
然
都
に
対
す
る
夷
で
あ
ろ
う
し
、

「
天
田
振
」

の

「
天
田
」
は
軽
の
市

(
1

・
二
〇
七
)
と
し
て
、
夷
に
対
す
る
都
会
で
あ

っ
た
で

あ
ろ
う
。
「
宮
人
振
」

と
あ
る
大
前
小
前
の
循
祢
の

「
舞
ひ
奏
で
」

た
も
の
は
、

穴
穂
皇
子
と
の
か
か
わ
り
の
点
か
ら
も
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
宮
廷
の

「振
」
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
古
く
、
歌
が
ほ
と
ん
ど
何
ら
か
の
所
作
を
と

も
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
諸
説
に
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
宿
称
の
所
作
を
含
む
も
の
が

「
振
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
振
」
が

歌
曲
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
舞
曲
あ
る
い
は
舞
唱
曲
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
古
い
民
俗
の
歌
垣
が
朱
雀
門
前
で
整
備

さ
れ
た
群
舞

(芸
能
)

と
し
て
舞
唱
さ
れ
、

「
難
波
曲
倭
部
曲
浅
茅
原
曲
広
瀬
曲

八
裳
刺
曲
の
音
を
為
す
」
(聖
武
続
紀
天
平
六
年
二
月
)
な
ど
と
み
え
る
よ
う
に
、
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各
地
の

「
○
○
曲
の
音
を
為
す
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
舞
唱
曲
で
あ

っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
歌
わ
れ
た
歌
の
詞
章
は

「
並
び
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

是

れ

古

詩

な

り

。

復

煩

は

し

く

載

せ

ず

」

(
称

徳

続

紀

宝

亀

元

年

三
月

)

と

さ

れ

る

ぐ

ら

い

の
も

の

で
充

分

な

の

で

あ

っ
た

。

「
詠

へ
る

歌

、
甚

多

く

し

て
載

す

る

に

た

へ
ず

」

(
常

陸

国

風

土

記

・
筑

波

郡
)

も

同
様

に
み

て
よ

い

で
あ

ろ

う

し

、
東

　
　
　

遊

歌

「
駿

河

舞

」

の

詞

章

の
意

味

が

よ

く

通

じ

な

い

の
も

、

そ

れ

に
類

す

る

で

あ

ろ

う

。

そ

こ

で
は

舞

踊

が

そ

の
場

の
中

心

で
あ

っ
た

と
考

え

て
よ

い

は
ず

な

の

で

あ

る

。
「
天

田
振

」

の

詞
章

が

本

文

と

矛

盾

し

て

い
る

の
も

、

そ

の

詞
章

が

詞

章

と

し

て
よ

り

も

、

律

動

と

旋

律

を

確

保

し
さ

え
す

れ
ば

、
軽

太

子

の

心

情

は

舞

踊

が

象

徴

す

る

の

で
あ

っ
て
、

詞

章

が

そ

れ

に
適

合

し

て

い

る

に
こ

し

た

こ
と

は

な

い

の

で
あ

る

が
、

い
く

ら

か

で
も

そ

の
場

に
近

い
も

の

で
あ

れ

ば

、

そ
れ

で
享

受

音

に
と

っ
て
は

充

分

だ

っ
た

の

で

あ

る

。

そ

う

い
う

各

地

の
舞

唱

曲

を

、

あ

る

い

は

歌

鱗

所

と

で
も

い

う

べ
き

と

こ
ろ

で

で
も

整

備

し

た

の

で
あ

ろ

う

か

、

集

約

的

に

「
夷

振

」

な

る

舞

唱

曲

を

早

く

構

成

し

て

い

た
と

考

え

る

こ
と

も

で
き

る
よ

う

に

思

う

。

そ

う

で
な

け

れ

ば

、

も

し

土

俗

そ

の
ま

ま

の
も

の

で
あ

っ
た

と
す

れ
ば

、

「
五

品

已

上

の
風

流

有

る

者

皆

其

の
中

に
交

は

り

」
、

長

田

⊥

、

栗

栖

王
、

門

部

L

、

野
中

⊥

た

ち

を

「
頭

と

し

、

本

末

を

以

て

唱
和

す

」

(天

平

六

年

)

な

ど

と

あ

る

こ
と

は

不

可

能

に
近

い

の

で
は

な

か

ろ

う

か

。
華

麗

な

男
女

二
百

三

十

余

人

の
群

舞

が
芸

能

と

し

て
行

な

わ

れ

て

い

る
場

合

に

、

し

か

も

「
歌

の

曲

節

ご

と

に

快

を

挙

げ

節

を

為

す

」

と

あ

る
時

、

「
五
品

已
上

、

内

舎

人

及

女

嬬

ま

た

其

の
歌

垣

の
中

に
並

ぶ
」

(
宝

亀

元

年

)

な

ど

と

い

う

こ

と

は

、

そ

の
舞

唱

が

「
風

流

有

る

者

」

や

「
内

舎

人

及
女

嬬

」

な

ど

に
あ

ら

か

じ

め

習

熟

さ

れ

て

い
る

の

で
な

け

れ
ば

、

こ

れ
ま

た
芸

能

と

し

て

は

成

立

し

得

な

か

っ
た

は

ず

な

の

で
あ

る

。

こ
う

い
う

ふ

う

に

み

て
み

る

と

、
「
夷

振

」

は

夷

風

に
整

備

さ

れ

た

舞

唱

曲

と

み

て

よ

い

で

あ

ろ

う

し

、
「
天

田
振

」

は
都

会

風

の

も

の

と

み

て
よ

い

で
あ

ろ

う

。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

天
離
る
鄙
に
五
年
往
ま
ひ
つ
つ
都

の
手
ぶ
り
忘
ら
え
に
け
り

(
V

・
八
八

○

、
憶

良

)

に
み

え

る

「
都

の
手

ぶ

り

」

も

、

広

く

都

の
風

俗

・
風

習

な

ど

の
意

で
は

あ

ろ

う

が

、

な

お

そ

こ

に

「
天

田
振

」

な
ど

と

も

か

か

わ

る

で
あ

ろ

う

都

の
華

麗

な
舞

唱

の
印

象

を

重

ね

る

こ
と

も

で
き

る

よ
う

に
思

う

の

で
あ

る

。

作

者

に
疑

問

は

あ

る

が

「
裁

歌

の
龍

、

由

上

の

操

に
似

た

る
を

以

ち

て

」

(
V

・
九

〇

四

～

六

左

注

)

と

あ

る

長

歌

の
後

半

部

、

「
立

ち

踊
り

足

す

り

叫

び

伏

し

仰

ぎ

胸

う

ち

嘆

き

」

な

ど

の
表

現

は

、

憶

良

の

「
都

の
手

ぶ
り

」

が

や
は

り

劇

的
所

作

、

舞

唱

に
か

か

わ

る

こ

と
を

暗

示

す

る

。
そ

し

て

こ

の

「
天

田
振

」

は

あ

る

い
は

「
人

人

振
」
(
琴

歌

譜

)

な

ど

と

も

同

類

の
も

の

で
あ

っ
た

の

か
も

し

れ

な

い
。

都

会

風

の
華

麗

な

舞

唱

山

で

あ

っ
た

に
違

い

な

い

の

で
あ

る

。

「
宮

人

振

」

は
既

に
述

べ
た
よ

う

に
、

宮

廷

の
舞

唱

曲

と

み

て
よ

い

の

で
は

な

か

ろ

う

か

。

こ
う

い

う

見

方

が

で
き

る

な

ら

ば

、

一
般

に
悲

恋
物

語

と

言

わ

れ

る
軽

太

子

軽

太

郎

女

の

そ
れ

は

、

物

語

の
意

味

を

、

舞

唱

劇

的

な

伝

.小
組

曲

と

限
定

し

て
も

よ

い
よ

う

に
思

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

そ

れ
な

ら

ば

そ

の
中

で

「
歌

」

と
も

「
振

」

と

も

特

に
指

定

さ

れ

て

い
な

い
衣

通

王

の
歌

は

ど

う

考

え

れ

ば

よ

い

の

で
あ

ろ

う
か

。

あ

る

い
は

そ

れ
を

そ

の
指

定

が

な

い

こ
と

と

、

衣

通

王

の
歌

と

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

に
よ

っ
て
、

雅

楽

寮

な

ど

で

一
般

化

し

た

「
歌

」

や

「
振

」

で

な

く
、

古

い

独

立

歌

謡

が
組

曲

の

一
つ
と

し

て

組

み

入

れ

ら

れ

た

時

に

、

女

性

花

形
舞

唱

手

(
勺
ユ
ヨ
巴

○
弓

鋤
)

の
詠

唱

(
〉
ユ
9・
)

と

し

て

再

構

成

さ

れ

た
も

の

で
あ

る

と

み

る

こ

と

は

で

き

な

い

で

あ

ろ

う

か

。
軽

太
郎

女

や

そ

の
亦

の
名

衣

通

郎

女

で
な

く

、

割

注

に

み

え

る

衣

通

王

と

い

う

名

に
よ

っ
て

、

し

か
も

「
恋

ひ
慕

ひ
堪

へ
ず

て
追

ひ

往

き

し

時

」

の

歌

と

し

て
採

録

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

は

、

や

は
り

こ
う

い
う

こ

と

に
よ

る

の

で
あ

ろ

う

。

古

事

記

の
筆

録

が

「
楽

家
多

氏

」

の
初

期

に
位

置

し

か

　リ
ソ

つ
既
に
歌
舞
的
性
格
を
も
持

っ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
太
朝
臣
安
万
侶

一
人
と
み

え
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
こ
う
い

っ
た
古
事
記
の
舞
唱
劇
、
あ
る
い
は
楽
劇
的
性

格
に
か
か
わ

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
歌
憐
所
や
雅
楽
寮
な
ど
で
な
く
、
こ
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れ
は
安
万
侶
の
筆
録
の
時
に
整
備
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
衣

蓮

王
の
歌
も
い
つ
の
日
に
か
独
立
歌
謡
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
・
し
か

一
し
そ
れ
が
整
備
さ
れ
た
時
に
は
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
誰
が
歌

っ
て
も
よ
い
と

㎜
い
う
種
類
の
も
の
で
は
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
詠
唱
は
天
賦

の
美
声
と
声
楽
の

高
度
な
技
術
と
、
容
姿
や
所
作
ま
で
も
が
第

一
級
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す

ざ

の
で
あ
る
・
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
こ
こ
で
は
衣
通
王
の
名
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で

…
あ
り

、
「
歌

」

や

「
振

」

と

い
う

名

称

は

必

要

で
は

な

か

っ

た

と

考

え

た

い

の

で

あ

る

。
こ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
は
、
万
葉
集
巻
二
相
聞
巻
頭
の

一
連
四

首
が
、
こ
の
詠
唱
を
第

一
首
と
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
こ
う
い
う
悲
恋
の
舞
唱
の

場
を
北円
景
と
し
て
構
成
さ
れ
た
、
当
然
そ
こ
に
舞
踊
も
ま
た
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
詠

唱
曲
集
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
配
列
に
絶
句
の
技
法
を
も
ふ
ま
え
つ
つ
組
み
た

て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
磐

姫
皇
后
に
仮
託
さ
れ
た
理
由
は
、
伊
藤
博
博
士
が

『
萬
葉
集
講
義
」
の
説
を
も
ふ

ま
え

つ
つ
、

「
記
紀
の
皇
后
が
持

っ
て
い
て
表
面

に
は
出
さ
な
か

っ
た
内
面
的
な

皇
后
像
を
別
途
に
造
型
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

　ロ

　

れ
る
」
と
さ
れ
た
の
が
当

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
既
に
広
く
語
り
伝
え
ら
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
劇
的
な
ヒ
ロ
イ
ン
磐
姫
皇
后
こ
そ
は
、
こ
の
悲
恋
の
詠
唱
を
う

た
う
に
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
女
性
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
古
事
記
が
そ
れ
を
衣

通
王
と
し
、
万
葉
集
が
磐
姫
皇
后
と
し
た
相
違
は
、
古
事
記
の
そ
れ
が
太
氏
の
か

か
わ
る
伝
承
を
基
盤
と
し
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
万
葉
集
の
そ
れ
は
伊
藤

ヘ

へ

　

　

博

士

の

言

わ

れ

る

よ

う

に
、

「
現

代

宮

廷

ロ

マ
ン

ス
歌

群

の
古

代

的

な
規

範

と

し

て
、

巻

二
相

聞

の
冒

頭

に

飾

ら

れ

」

る

た

め

の
も

の
と

し

て
、

不

倫

と
も

み

ら

れ

た
衣

通

王

の
も

の

で

な

く

、

や

は

り

磐

姫

皇

后

の
名

に
よ

る

べ
き

で
あ

っ
た

と
思

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

(
四
)

万
葉
集
巻
二
巻
頭
の

一
連
四
首
が
、
そ
の
第

一
首
お
よ
び
第
三
首
に
あ
き
ら
か

に
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
よ
う
に
、
舞
唱
曲
、
特
に
詠
唱

(〉
『㌶
)
を
中
心
と
し

て
構
成
さ
れ
た
組
曲
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
あ
ら
と
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
な
お
万
葉
集
巻

一
巻
二
の
構
造

に
か
か
わ
る
問
題
を
も
含
む
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
つ
い
て
も
既
に
伊
藤
博
士
の
卓
説
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
こ
の
舞
唱

曲
の
問
題
に
か
か
わ
る
要
点
だ
け
を
略
記
し
て
お
き
た
い
。

巻
二
巻
頭
の
磐
姫
皇
后
と
あ
る
の
が
、
巻

一
巻
頭
の
雄
略
天
皇
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
雄
略
天
皇
と
菜
摘

の
娘
子
の
伝
承
は
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
引
田
部
赤
猪
子
、
衷
仔
比
売

な
ど
と
の
か
か
わ
り
や
、
仁
徳
天
皇
と
黒
日
売
の
伝
承
な
ど
を
み
れ
は
、
こ
の
巻

↓
巻
頭
の
歌
も
や
は
り
伝
承
を
背
景
と
し
て
舞
唱
曲
的
性
格
を
多
分
に
持

っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
原
巻

一
の
巻
末
と
も
み
え
る
と
こ

　の

　

う
が
志
貴
皇
子
を
中
心
と
し
た
舞
唱
曲

「
藤
原
宮
讃
歌
」
(1

・
五
〇
～
五
三
)
で

あ
る
こ
と
も
、
ま
た
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
巻

一
巻
末
が
、
そ
の
配

列
、
記
載
に
ま
だ
周
題
を
残
す
に
し
て
も
そ
こ
に
志
貴
皇
子
の
名
を
と
ど
め
、
そ

の
す
ぐ
前

に
、
既
に
触
れ
た
歌
垣

(
天
平
六
年
)
に
参
加
し
た
長
田
王
の

「
山
辺

　
ほ
　

御
井
作
歌
」
(1

・
八

一
～
八
三
)
と
み
え
る
舞
唱
曲
と
推
測
し
得
る

一
連
を

載

せ
て
い
る
こ
と
も
無
関
係

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
巻
二
巻
末
は

「
志

貴
親
王
の
莞
り
ま
し
し
時
の
歌
」
(豆

・
二
三
〇
～
二
三
二
)

な
の
で
あ
る
。

そ

の
長
歌
が

「
意
識
的
に
試
み
た
技
巧
」
(注
釈
)

を
持

つ
点
な
ど
か
ら
も
、

ま
た

長
歌
の
後
に
記
さ
れ
た
短
歌
が

「藤
原
宮
御
井
歌
」

(五
二
～
三
)

な
ど
と
同
様

に
、
頭
書
を

一
般
的
な

「
反
歌
」
と
せ
ず
に

「
短
歌
」
と
し
て
い
る
点
か
ら
も
、

　
け
　

古
代
的
な
舞
唱
曲
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
巻
頭
巻
末
の
性
格
を
み
れ
ば
、
こ
の
巻
二
巻
頭
の

一
連
が
舞
唱
曲
で
あ
る
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こ

と

も
ま

た

う

な

づ

け

る

よ

う

に
思

う

の

で

あ

る
。

い

わ
ば

こ

の

一
連

四
首

は

、

第

一
首

に
悲

恋

殉

愛

の
伝

承

に
か

か

わ

る
詠

唱
を

、
第

三
首

に

「
黒

髪

の
主

題

に

よ

る

舞

唱

曲

」

を

配

し

た

、
第

一
級

の
女

性

舞

唱
手

の

た

め

の

「
相

聞

の
舞

唱

組

曲

」

と

し

て
構

成

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ
た

と

い

う

こ

と

が

で
き

る

で
あ

ろ

う

。

第

二
首

、

第

四
首

に

つ
い

て

は

万

葉

集

に
特

に
異

伝

も

記

さ

れ

て
お

ら

ず

、

し

か

も

こ

れ

が

一
連

の

も

の

で

あ

る

こ
と

は

既

に
言

わ

れ

て

い
る

通

り

で
も

あ

る

の

で
、

あ

え

て
触

れ

な

か

っ
た

。

し

か

し

一
連

の
も

の

で
あ

る

と

い
う

こ

と

に
よ

っ
て
、

こ

の

舞

唱

組

曲

の
も

の

で
あ

る

こ
と

は

認

め

て
も

よ

い

で

あ

ろ

う

と

思

う

の

で

あ

る

。以

上

あ

ら

あ

ら

と

覚

え

書

き

を

記

し

た

に

と

ど
ま

る

。
御

叱

正

を

乞

う

次
第

で

あ

る

。

注

1
、
山
田
孝

雄

『
萬
葉
集
講
義

』
巻
第

二
、
二
四
頁
。

2
、
澤
潟
久
孝

「
傳
涌
歌

の
成
立
」
(
『
萬
葉

の
作
品
と
時
代

』
所
収
)
。

3
、
澤
潟

『
萬
葉
集
注
繹

』
巻
第

二
、

一
四
頁
。
そ
の
他
諸
説
同
様
。

4
、
同

2

六
頁
。

5
、
拙
稿

「
万
葉
集

に
お
け
る

『
打
靡

』
ー
皿

・
一
四

二
二
の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て
ー
」

(
『
立
命
館
文
学
』

二
七
三
号

昭
四
三

∴
二
、
七
七
頁
)
。

6
、

「
伝
承
」
と
記
し
た

の
は
、
万
葉
集

に
み
え
る

「
伝
請

」
と

い
く
ら
か

の
相
違
を

考

え
た
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
り

に

「
伝
承
」
を
言
語
詞
章
と
劇
的
所
作

の
総

合

的
に
あ

る
も

の
と
し
、
「
伝
涌
」

を
言
語
詞
章

の
伝
え
で
あ
る
と
し

て
お
き
た

い
。

7
、
土
橋

寛

『
古
代
歌
謡
集

』
(
岩
波

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

3
)
八
九
頁

頭
注
。

な
お
、

こ
れ
が
物

語
歌
化
さ
れ
た
問

題
に

つ
い
て
は
、
『
古
代
歌
謡

全
注
釈

』
(
古

事
紀

編
)
三
〇
九

～
三

一
二
頁

に
「
伝
承

の
論

理
」

に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
述

べ

ら
れ

て
い
る
。

8
、
小
島
憲
之

『
上
代
日
本

文
學
と
中
國
文
學
』
上
、
第
三
篇
第
六
章

、
五
六
〇
頁
等
。

9
、
岩
波

『
日
本
古
典
文
学
大
系

』
3
、
『
古
代
歌
謡
集

』
(
小
西
甚

一
校
注
)
四

一
ご
二

頁
。

10
、
山
上
伊
豆
母

「
楽
家
多
氏
成
立
の
背
景

i

神
語

か
ら
神
楽

へ
ー
」

(
『
芸
能
史
研

究
』
四
七
号
)

一
五
頁
。

11
、
伊
藤

博

『
萬
葉
集

の
構
造
と
成
立
』
上
、
第
二
章
第

二
節
、
九
四
頁
。

12
、
拙
槁

「
藤
原
宮
讃
歌
と
士
賞
貝
皇
子
」
(『
芸
能
史
研
究
』
四
七
号
)
。

13
、
拙
禍

「
山
辺
御
井
作
歌
小
考
」
(
『
明
石
短
期
大
学
研
究
紀
要

』
四
号
)
。

14
、
拙
槁

「
万
葉
集
に
お
け

る

『
長
歌
+
短
歌

」

の
様
式

」

(
『
奈
良
大

学

紀

要

』

四

号
)
。

付

記
-
小
稿

の
(
一
)
(
二
)
は

「
打

ち
靡
く
黒
髪

」
と
題
し

て
、
奈
良
大
学
国
文
学
会
第

二

回
大
会

(
51

・
5

・
22
)
に
お
い
て
発
表
し
た
も

の
を
骨
子
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

な
お
カ
ル
ノ
オ
ホ
イ
ラ

ッ
メ
の
用
字
に

つ
い
て
は
、
古
事
記
と
万
葉
集
と
に
小
異
が

あ
る
が
、
便
宜
上
、
万
葉
集

に
み
え
る

「
軽
太
郎
女
」
に
統

一
し
て
記
し
た
。
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OnaStageof"Thefour

inManyoshu

TankabyIwa-no-Hime-no-Ohokisaki"

‐Amemorandumonasideoftheperformingarts‐

讐

YoshinagaHoNDA

Summary

ThefourTankaofSomon(odeoflove)byIvva-no-hime-no-ohokisakiinthe

beginningofManyoshuVol.2arethecompositionsfortheoldballetandliedinthe

oldoraltraditionalprovince.Someofthemaretheariaforthegentlemaidenwho

sacrificedherselfforpurelove.Andtheyarealso"themusicalsuiteofSomonby

thethemeofstreamingdarkhair".

Theoldoraltraditionalsuitewasmadeforthefirstgentleperformingartist

hadnatureforaprimadonnaandprimaballerina.Thereforethesuiteisluminouson

thebeginningofSomon(Manyoshuvol.2)


