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日

本

の

風

見尿

 

ー

「
山
高
み
川
と
ほ
し
ろ
し
」
の
系
譜
ー

菅
木

村

紀

子

(
一
)

「
山
高
み

川
と
ほ
し
ろ
し
」
と
い
う
形
で
、
万
葉
集
に
は
二
つ
用
例
を
残
す

　一
だ

け

の

「
と

ほ

し

ろ

し

」

と

い

う

語
は

、
「
ろ

(
呂

)
」

の
特

殊

仮
名

遣

が

乙
類

で

…
あ

り

、

甲

類

の

「
ろ

」

で

表

記

さ

れ

た

「
白

し

」
「
い

ち

じ

う

し

」

等

と

は

同

類

　　

　

.
と

考

え

ら

れ
な

い
と

い

う
橋

本

進
吉

博

士

の
提

言

以

降

、

現

行

の
多

く

の
辞

書

・

注

釈
書

類

は

、

お

お

む

ね

こ

の
線

に

沿

っ
た

「
雄

大

な

・
偉

大

な

・
広

大

な

・
大

一
き

い
」

と

い

っ
た
解

釈

に
落

ち

つ
い

て

い

る

。

た

だ

し

、

こ

れ

に

つ
い

て
は

、

村

山

七

郎

氏

の

、
「
と

ほ

し

ろ

し

」

の

「
と

」

の
母

音

が

乙
類

、

文
献

上

は

甲

乙

の

再

の
な
い

「
ほ
」

も
本
来
は
乙
類
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
と
ほ
」

と

U

[
う
し

」

と

が
結

合

し

て

一
語

と

な

れ
ば

、

そ

の

「
ろ

」

の

母
音

も

乙

に
転

化

す

る

㎜

と

考

え

ら

れ

、
「
と

ほ

し

ろ

し

」

は

や
は

り

「
遠

顕

(
白

)
し

」

で

あ

る

と

す

る

批

　　

　

判

が
あ

る
。

な

お
、

村

山

氏

は

、

意

味

の
う

え

で
は

、

「
遠

く
ま

で
輝

り

は

え

る

一

・
遠

く
ま

で

顕
著

で
あ

る
」

と

い

う

意
味

が

「
雄

大

で

あ

る

」

と

い

う

意

味

に
変

}
化

し

た

と

し

、

さ

ら

に

そ

れ
は

、

も

と
も

と

「
ト

ホ

(
遠

)
」

と

「
オ

ホ

(
大

)
」

下

起
源
上
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
る
と
み
ら
れ
つ・
こ
と
に
由
来
す
る
と
し
て
お
ら

単
純
明
解
な
　コ

山
高
み
1_

れ
る

0

に
対
し
て
、
「
川
と
ほ
し
ろ
し
」

の
解
釈
が
江
戸
国

学
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
生
ん
で
い
る
の
は
、
上
古
の
用
例
が
極
端
に
少
な
い

う
え
に
日
本
書
紀
の

「
大
小
之
魚
」

の

「
大
」、

石
山
寺
蔵
大
唐
西
域
記
の

「
人

　　

　

骸
偉
大
」
の

「
偉
大
」
に

「
ト
ホ
シ
ロ
シ

(
ク
)」

の
訓
が
残
る
こ
と
、

中
古
の

和
文
文
献
に
は
み
え
な
い
そ
の
語
が
、
「
長
高
く
遠
白
し
」

と
い
う
歌
論
の
重

要

な
用
語
と
し
て
復
活
し
て
い
る
こ
と
等
に
よ
る
だ
ろ
う
。
用
例
数
が
限
ら
れ
て
い

る
う
え
に
、
川

・
魚

・
人
骸

・
歌
の
象
徴
的
気
分
な
ど
、
お
よ
そ
何
の
類
縁
性
も

な
い
と
思
え
る
対
象
に
、
他
に
何
の
限
定
詞
も
な
く
述
語
と
し
て
何
ら
か
の
様
相

的
把
握
を
示
し
、
し
か
も
現
代
は
死
語
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
用
例
か
ら
抽
き
だ
す

し
か
な
い
そ
の
意
味
は
、結
局
普
遍
妥
当
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
偉

大
」
と
い
い

「
雄
大
」
と
い
う
も
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
包
括
で
き
る

↓
語
の
素
朴

な
意
味
と
な
れ
ば
結
局
は

「大
」
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

「
小
」
を
意
味

す
る
形
容
詞
に
対
応
し
、
「
高
し

・
低
し
」
「
遠
し

・
近
し
」

「
深
し

・
浅
し
」
と

い

っ
た
反
対
概
念
を
明
確
に
で
き
、
対
象
限
定
性
の
弱
い
、
素
朴
で
基
本
的
な
属

性
把
握
の
形
容
詞
の
類
に
入
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
し
か
し

「
と
ほ
し
ろ
し
」

は
た
だ
ち
に
そ
の
類
の
形
容
詞
で
あ
る
と
は
思
い
に
く
い
。

活
川
か
ら
み
れ
ば

「
と
ほ
し
ろ
し
」
は
ク
活
用
形
容
詞
で
あ
る
。
万
葉
集
の
二

例
は
ど
ち
ら
も
終
止
形
な
の
で
そ
れ
だ
け
か
ら
は
ク
活
用
か
シ
ク
活
川
か
断
定
で

き
な
い
が
、
少
く
と
も
以
後
の
用
例
で
は
明
ら
か
に
ク
活
用
を
し
て
い
る
。
と
こ
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ろ

で

、

ク

活

用

形

容

詞

の
語

幹

は

、

二
音

節

を

基

本

と

し

、

一
音

節

三
音

節

の
も

の
も

若

干

あ

る

が

、

四

音

節

以

上

に
な

る

と

、

何

ら

か

の
転

成

・
合

成

的
要

因

に

よ

っ
て
成

立

し

て
い

る

も

の

に
限

ら

れ

て

く
る

。

す

な

わ

ち

、

「
あ

き

ら
け

し

・

あ

ざ

ら

け

し

・
や

す

ら

け

し

」

の
よ

う

な

「
け

し

」

尾
を

も

つ
も

の

、

「
あ

づ

き

な

し

・
お

ぎ

う

な

し

・
か

た

じ

け

な

し

」

の
よ

う

な

「
な

し

」

尾
を

も

つ
も

の

、

「
う

ら
!

わ

か

し

・
ほ

の
ー

ぐ

ら

し

・
あ

り

f

が

た

し

・
い

さ

ぎ
ー

よ

し

・
お

も

ー

し

ろ

し

・
お

と

ー

だ

か

し

」

の
よ

う

に
明

ら

か

に

二
要

素

の
合

成

に
な

る

も

の

の

三

類

に
括

ら

れ

、

そ
れ

以

外

、

四

音

節

単

独

語
根

で

あ

る

よ

う

な

も

の

は

認

め

ら

れ

な

い

。

そ

こ

で
、

「
と

ほ

し

ろ
し

」

も

こ

の
最

後

の

類

に

入

る

と

み

ら

れ

る

の

だ

が

、
「
と
ー

ほ

し

ろ

し

」

「
と

ほ
し

ー

う

し
」

と

い

う

合

成

の

切

れ

目

を

考

え

る

こ

と

は

古

代

日
本

語

と

し

て
不

可
能

で

あ
り

、

切

れ

目

が

あ

る

な

ら

当

然

「
と

ほ
ー

し

ろ

し

」

と

い

う

こ

と

に

な

る
。

そ

し

て

、

村

山

氏

も

言

わ

れ

る

よ

う

に
、

少

な

く
と

も

そ

の

「
と

ほ
」

は

、
「
と

ほ

ざ

か

る

」

「
と

ほ

な

が
し

」
「
と

ほ

づ
ま

」

等

の

「
と

ほ

(
遠

)
」

と

同

様

で
あ

る

と

の
み

か

た
以

外

は

で
き

な

い

し

、
ま

た

、

「
し

ろ

」

も

、

「
ろ
」

の
音

韻

の

問

題

が
解

決

で

き

る

と

す

れ

ば

、

ま
ず

は

「
顕

(
白

)
」

と

い

う

こ
と

に
な

る

だ
ろ

う

。

と

こ

ろ

で

、
「
と

ほ

(遠

)
」

を

語

頭

に
も

つ
語

は

、
「
と

ほ

ざ

か

る

・
と

ほ

そ

く

」

の
よ

う

な

動

詞
、

「
と

ほ

づ

ま

・
と

ほ

と

(
音

)
・
と

ほ
な

(
名

)
・
と

ほ

ひ
と

・

と

ほ

や
ま

」

の
よ

う

な
名

詞

、
「
と

ほ

な

が

し

・

と

ほ

ど

ほ

し

」

の
よ

う

な

形

容

詞

な

ど

、

い

ず

れ

に
し

て
も

そ

の

「
と

ほ

(
遠

)
」

の
意

味

を

そ

の
ま

ま

明

ら

か

に
生

か

し

て
意

味

を

形

成

し

て

い
る

。
中

古

以

降

の
文

献

に
な

っ
て
は

じ

め

て
出

て

く

る

「
と

ほ

あ

さ

(
浅

)
・
と

ほ
ぎ

き

(
聞

)
・
と

ほ

か

り

が
ね

(
雁
)

・
と

ほ

え

ん

(
縁

)
・
と

ほ

よ

そ

(
余

所

)
」

等

で
も

、

い
ず

れ

も

「
と

ほ

(
遠

)
」

の

意

味

が

顕

わ

で

あ

り

、

そ

の
他

た
と

え
ば

日
本

国

語
大

辞

典

(
小
学
館

)

収

載

の

ど

の

語

を

み

て
も

、

下

接

語

と
合

体

し

て

「
遠

」

の

意

味

か

ら

転

じ

た

新

た

な

意

味

を

展

開

し

て

い
る

も

の
は

み

あ

た

ら

な

い

。

も

と

も

と

下

接

語

は

、

「
と

ほ

」

の

ク
活
用
形
容
詞
語
幹
的
性
格
か
ら
し
て
、
ま
ず
は
名
詞
、
そ
し
て
動
詞
か
ら
転
じ

た
い
わ
ゆ
る
居
体
言
、
お
よ
び
若
干
の
動
詞
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
で

表
わ
さ
れ
た
対
象
概
念
に
い
わ
ば
逆
述
語
的
な
意
味
を
も

っ
て

「
と
ほ
」
が
冠
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
と
ほ
」

に
限
ら
ず
、
同
様
な
形
容
詞
語
幹
を
語
頭
に

も

つ
語
の

一
般
的
な
意
味
形
成
の
あ
り
方
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
名
詞

・
動
詞

に
比
べ
て
よ
り
抽
象
的
な
形
容
詞
の
概
念
を
、
そ
の
ま
ま
で
さ
ら
に
別
の
形
容
詞

で
限
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
言
葉
の
根
ざ
す
素
朴
な
日
常
の
直
観
の
世
界
で
は

あ
り
に
く
く
、
下
接
語
に
形
容
詞
が
く
る
こ
と
は
論
理
的
に
も
考
え
が
た
い
。
ひ

と
つ
の
対
象
に
か
か
わ

っ
て
、
形
容
詞
的
判
断
を
重
ね
よ
う
と
す
る
場
合
、
し
ょ

せ
ん

「神
さ
び
て

高
く
貴
き
」
(万

三
一
七
)

「
松
が
根
や

遠
く
久
し
き
」

(同

四
三
一
)

「
た
ま
き
は
る

現
の
限
り
は

平
け
く

安
く
も
あ
ら
む
を
」

(同

八
九
七
)
等
と
、
二
つ
の
形
容
詞
的
把
握
の
並
列
的
な
重
畳
に
な

ら

ざ

る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。
数
少
な
い
ク
活
用
形
容
詞
語
幹
を
重
ね
た
例
で
あ
る
現
代

語
の

「
細
長
い
」
「
甘
辛
い
」

な
ど
が
、
い
さ
さ
か
熟
さ
な
い
形
で
あ
る
が

「
長

細
い
」
「
辛
甘
い
」
と
倒
置
で
き
る
の
も
、

や
は
り
、

上
接

・
下
接
ど
ち
ら
に
も

意
味
の
主
体
が
片
よ
ら
ず
、
並
列
の
関
係

で
合
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
唯

一
の
例
外
と
も
い
え
る

「
薄
暗
い

・
薄
汚
い
・薄
甘
い
・薄
鈍
い
」
等
、
比
較
的
自

由
に
ク
活
用
形
容
詞
に
接
頭
す
る

「
う
す
t

」
は
、
本
来
の

「
薄
い
」
と
い
う

形
容
詞
の

意
味
か
ら
は
や
や
ず
れ
た
副
詞
的
意
味
合
で
接
し
て
い
る
。
「
と
ほ
し

ろ
し
」
と
の
か
か
わ
り
で
ぜ
ひ
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
万
葉
集
だ
け
に
み
ら

れ
る

「
と
ほ
な
が
し
」
に
し
て
も
、
「
ふ
じ
の
嶺
の
い
や
等
保
奈
我
伎
山
路
を
も
」

(万

三
一二
五
六
)

「
天
地
の

い
や
遠
長
久

偲
ひ
ゆ
か
む
」

(同

一
九
六
)

「は
ふ
葛
の

い
や
遠
永

よ
う
つ
世
に

絶
え
じ
と
思
ひ
て
」
(同

四
二
三
)
と
、

い
ず
れ
も
時
間
空
間
的
に

「
と
お
く
な
が
い
」
の
で
あ
る
。
と
く
に
時
間
的
な
意

味
合
の
後
二
例
な
ど
に
お
い
て
、
「
い
つ
ま
で
も

・
と
わ
に
」
と
い

っ
た
熟
し
た

意
味
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
我
々
に
そ
の
語
に
対
す
る
リ
ア
ル
な
語
感
が
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な

い
た

め

に
、

時

間
自

体

の

す

ぐ

れ

て

抽

象

的

心

理
的

な

あ

り

方

か

ら

お

の

ず

と

導

か

れ

る

意

味

に
す

ぎ

な

い
。

以

上

の

こ
と

か

ら

、
「
と

ほ

し

ろ

し
」

の

「
と

ほ

」

が

「
遠

」

以

外

の

語

根

要

素

と

し

て

は
考

え

ら

れ

な

い

と

い

う

こ
と

と
と

も

に
、

そ

の
意

味

は

、
「
し

ろ

し

」

が

ク
活

用

形

容

詞

の

「
顕

(
白

)

し

」

で
あ

る

な

ら

、
「
と

お

く
し

ろ

い
」

と

い

っ
た
並

列

的

な

あ

り

方

が

、
「
し

ろ

し

」

が

「
顕

(
白

)

し

」

と
は

別

の
も

の

で

あ

る

な

ら

、

そ

の

「
し

ろ

し

」

の
意

味

を

「
遠

」

で

限
定

す

る

あ
り

方

が

成

立

し

て

い

る

と

み

る

こ
と

が

で
き

る

。

ク
活

用

の

「
顕

(
白

)

し

」

と

は

別

の

「
し

ろ

し

」

に

つ
い

て
は

、
「
遠

白

」

と

い

う

歌

学

書

で

の
用

字

、

「
コ
ム

ア

ヲ

ニ
ノ

ウ
チ

水

干

二
夏

毛

ノ
ム
カ

バ

キ
、

マ

コ
ト

ニ
ト

ヲ
白

ク

テ
」
(
愚
管
抄

六
)

等

か

ら

は

考

え

に

く

い

の

で
あ

る

が
、

さ

き

に
も

述

べ
た

よ

う

に
万
葉

集

の

用
例

か

ら

は

活

用

の

あ

り

方

は

不

明

で
あ

り

、

そ

の
時

点

で

す

で

に

「
山

高

み

川

と

ほ

し

ろ

し

」

と

い

う

慣

用

句

的

な

固

定

を

し

て

い

る

む

き

も

あ

り

、
中

古

和

文

に
お

い

て
は

常

用

語

で
は

な

か

っ
た
よ

う

で
あ

る

と

こ

ろ

か

ら

、

歌

学

書

等

の
用

例

が

、

万

葉

集

の
例

を

ク
活

用

と

解

釈

し

て
用

い

た

と

み

る

余

地

も

残

さ

れ

て

い
る

わ

け

で
あ

る
。

推

測

に
推

測

を

重

ね

る

こ

と

は

は
ば

か

れ

る

が

、

ち

な

み

に
次

の
よ

う

な

「
し

ろ

し

」

で
あ

る

と

み

る

こ

と

も

可

能

で

は

な

い

だ
ろ

う

か

。

「
い
き

ど

ほ

ろ

し

・

よ

ろ

し

」

と

い

う
形

容

詞

が
上

古

か

ら

あ

る

が

、

こ

の

「
t

う

し

」

の

「
ろ

」

は

乙
類

で
あ

る

。

ま

た

、
「
高

殿

を

高

知

り

ま

し

て
」

(
万

一
六
し
)

「
こ

の

山

の

い

や

高

知

ら

す

」

(
同

三
六
)

の

よ

う

に

「
た

か

」

と

い

う

ク
活

用

形

容

詞

語

幹

と

「
し

る

・
し

ら

(
ろ
)

す

」

と

が
結

合

し

て

、

正

や
宮

や

大

君

の
述

語

と

な

ヴる
語

が
あ

.。
が
、

こ

の

「
し

ろ

す

」

の

「
ろ

」

も

、

一

「
し

ろ

し

め

す

」

の
用

字

か

ら

し

て

や
は

り

乙
類

で
あ

る
。

こ

の

こ

と

か

ら

、
「
と

一
ほ

し

ろ

し

」

の

「
し

ろ

し

」

も

「
し

る
」

と

い

う
動

詞

と

の

何

ら

か

の
か

か

わ

り

で

と

ら

え

る

こ
と

が

で
き

る

の

で
は

な

い

だ

ろ

う

か

。

た

だ
し

そ

の
場

合

、

「
し

一
る
」
～

「
し
ろ
し
」
と
対
応
す
る
動
詞
出
自
の
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
終
止
形
か
、

一

「
し

ら

す

」

の
連

用

中

止

形

「
し

ろ

し
」

か

は

、
「
山

高

み

川

と

ほ

し

ろ

し

」

と

い
う

唯

一
の
形

か

ら

は

何

と
も

決

め

が

た

い
。

し

か

し

い
ず

れ

の
場

合

も

、

あ

た

か

も

「
山

高

知

ら

す

」

に
対

応

す

る

か

の

よ

う

な

「
川

が
遠

く
ま

で

(
野

を

)

領

じ

て

い
る

」

あ

り

さ
ま

の

把

握

に
か

か

わ

っ
て
意

味

が
成

立

す

る

こ

と

に
は

相

違

が
な

い

。
「
と

ほ

そ

く

・
と

ほ

み

・
と

ほ

あ

る

き

」

等

、
「
と
ほ

」

の
下

接

語

が
動

詞
な

い
し

居

体

言

の
も

の

は

、
「
遠

く

に

・
遠

く

よ

り

・
遠

く
ま

で
」

等

の
補

語

的

な

意

味

で
下

接

語

の

意
味

と

か

か

わ

る

の

で
あ

る
。

「
し

ろ
し

」

を

ど

の
よ

う

な

性

格

の
語

と

み

る

に

し

て
も

「
と

ほ

(
遠

)
」

の

意

味

を

「
と

ほ

し

ろ

し

」

か

ら

欠
落

さ

せ

る

こ

と

は
、

以

上

述

べ
て
き

た
よ

う

な

語
構

成

・
意

味

構
成

の

あ

り

方

か

ら

は
考

え

ら

れ

な

い

だ

ろ

う
。

し

た

が

っ
て
、

橋

本

博

士

が
従

来

の

解

釈

を

二
説

に
集

約

さ

れ

た

「
大

な
り

」

と

「
あ

ざ

や
か

な

り

●
さ

や
け

し

」

の

ど

ち

ら

に
も

私

は

疑

問

を

も

ち

、
「
遠

方

ま

で
は

っ

き

り

見

　る

　

え

る

」
「
遠

目

に
見

て
も

は

っ
き
り

見

え

る

」

と

い
う

折

口
信

夫

博

士

の
解

釈

に

集

約

さ

れ

る
説

を

と

り

た

い
と

思

う

。

「
山

・
川

」

と

対

置

さ

れ

、
「
山

」

に

つ

い

て

の

褒
辞

的

な

様

相

把

握

が

単

純

素

朴

に

「
高

し
」
で
あ

る

の

に
対

し

、
「
川

」

の

ほ

う

は

「
雄

大

で

あ

る

」

と

い
う

の

で
は

、

い

さ

さ

か

次

元

の

ち

が

う
よ

う

な
異

和

感

を

も

っ
て

し

ま

う

の
は

私

だ
け

だ

ろ

う

か

。

そ

の
異

和

感

が

ど

こ

に
根

ざ

す

か

は

、
「
川

」

が
、

万

葉

集

で
人

々

に
ど

の

よ

う

な

姿

と

し

て
見

ら

れ
歌

わ

れ

て

い
る

か

を

示

す

こ
と

に
よ

っ
て
明

ら

か

に

で
き

る

だ

ろ

う

。

(
二
)

数
あ
る
川
を
詠
ん
だ
万
葉
集
の
歌
は
、
そ
の
内
容
か
ら
ま
ず
は
単
純
に
、
実
生

活
と
の
か
か
わ
り
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
、
自
然
観
照
的
な
あ
り
方
で
詠
ま
れ
た
も

の
と
に
二
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
ろ
ん
、
万
葉
集
の
場
合
、
実
生
活
か
自

然
観
照
か
を
裁
然
と
二
分
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ま
り
に
多
い
の
で
あ
る
が
、

両
者
の
灘
然
と
し
た
あ
り
方
や
そ
こ
に
か
ら
ま
る
神
事
的
要
素
に
つ
い
て
は
、
本
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矯

の

目

的

に
か

か

わ

.Q
範

囲

で
、

要

に
応

じ

ふ

れ

・。
に

止

め

た

い

。

ま
ず
、
明
ら
か
に
実
生
活
と
密
着
し
て
川
が
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
「
松

浦
川
川
の
瀬
光
り
鮎
釣
る
と
」

(八
五
五
)
「川
隅
の
尿
鮒
は
め
る
」
(
三
八
二
八
)

「
鰻
を
と
る
と
川
に
流
る
な
」

(三
八
五
四
)
な
ど
の
魚
を
と
る
、

「
宇
治
川
に
生

ふ
る
菅
藻
を
川
速
み
採
ら
ず
来
に
け
り
」

(
=

三
六
)
「我
が
刈
り
て

笠
も
編
ま

な
く
川
の
し
づ
菅
」
(
一
二
八
四
)
な
ど
の
菅

・
藻
等
を
採
る
、

「
川
遠
み
曝
さ
ず

縫
ひ
し
吾
が
下
衣
」
(
;

=
五
)
な
ど

の
布
を
曝
す
、
「
川
上
に
洗
ふ
若
菜
の
流

れ
来
て
」
(
二
八
三
七
)
「
こ
の
川
に
朝
菜
洗
ふ
児
」
(三
四
四
〇
)
な
ど
の
洗
い
も
の

を
す
る
、
「
佐
保
川
の
水
を
塞
き
上
げ
て
植
ゑ
し
田
を
」

(
一
六
一二
五
)
の
よ
う
な

潅
概
、

と
い

っ
た
日
常
の
生
業
に
か
か
わ
る
も
の
と
、
「
夏
の
夜
は
道
た
つ
た
つ

し
舟
に
乗
り
川
の
瀬
ご
と
に
竿
さ
し
の
ぼ
れ
」
(
四
〇
六
二
)
な
ど
舟
で
の
往
来
、

「
百
敷
の

大
宮
人
は

船
並
て

朝
川
渡
り

船
競
ひ

夕
川
渡
る
」
(三
六
)

「
飛
鳥
川
な
つ
さ
ひ
渡
り
来
し
も
の
を
」
(
二
八
五
九
)
な
ど
舟
や
徒
歩

で

の
渡

り
、
「
上

つ
瀬

に

打
橋
渡
し

淀
瀬

に
は

浮
橋
渡
し
」
(三
九
〇
七
)
な
ど
橋

を
架
け
る
、

と
い

っ
た
交
通
に
か
か
わ
る
も
の
、

そ
の
他

「
檜
隅
川
に

馬
と
ど

め
馬
に
水
飼

へ
」

(三
〇
九
七
)
「古
郷
の
明
日
香
の
川
に
と
み
そ
ぎ
し
に
ゆ
く
」

(六
二
六
)
な
ど
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
川
と
人

々
の
実
生
活
と
の
か
か
わ
り
は
、
こ
う
し
て
歌
に
詠
ま
れ

て
い
る
以
上
に
、
多
岐
に
わ
た
り
密
接
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
を
省

み
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
川

へ
の
美
辞
褒
辞
も
、
単
な
る
ほ
め
歌
と
し
て
の
形
式

以
上
の
実
感
が
、
底
に
ひ
び
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ω

や
す
み
し
し

吾
が
大
君

神

な
が
ら

神
さ
び
せ
す
と

悶

高
殿
を

高
知
り
ま
し
て

ー

つ
る
と

上

つ
瀬
に

鵜

川
を
立
ち

て
ま

つ
れ
る

神
の
御
代

か
も

(
三
八
)

②

や
す
み
し
し

わ
ご
大
君
の

高
知
ら
す

吉
野
の
宮
は

吉
野
川

だ
ぎ
つ測
内

ゆ
き
副
ふ

川
の
神
も
大
御
食
に

仕

へ
ま

下

つ
瀬
に

さ
で
さ
し
渡
す

山
川
も

寄

り

た
た

な
つ
く
青
垣
隠
り

川
並
の

清
き
河
内

そ
…
…
…
そ
の
山
の

い
や
ま
す
ま
す
に

こ
と

な
く

百
敷
の

大
宮
人
は

常
に
か
よ
は
む

(
九
二
三
)

個

…
…
…
明

日
香
の

旧
き
京
は

山
高
み

川
と

ほ
し
ろ
し

が
ほ
し

秋
の
夜
は

川
し
さ
や
け
し

(
三

二
四
)

四

…
-
:
-
山
並
の

よ
ろ
し
き
国
と

川
並
の

立
会
ふ
里
と

ま

に

宮
柱

太

し
き
ま

つ
り
…
…
…

(
一
〇

五
〇
)

こ
の
川
の

絶

ゆ
る

春
の
日
は

山
し
見

山
城
の

鹿
背
山
の

ω

・
②

は

吉

野

離

宮

、

㈹
は

明

日
香

故

京

、

傾
は

久

遍

京

の
、

そ
れ

ぞ
れ

宮

ぼ

め

的

な

表

現

で
あ

る

が
、

こ

れ
ら

か

ら

す
す

ん

で
、

さ

ら

に
観

照

的

態

度

で
川

を

詠

み

こ
ん

で

い
る

多

く

の
歌

が
、

実

生

活

と

じ

か

に
か

か

わ
り

あ

う

「
川

」

に
み

ら

れ

る

多

様

性

に
対

し

、

か

な

り

単

純

な
表

現
類

型

に

括

ら

れ

て
し

ま

う

こ
と

は

、

万
葉

集

の

一
つ

の
位

置

を

示

唆
し

て

い

る
。

す

な

わ

ち

、

ま

ず

川

と

い
う

よ

り

川

の
水

へ
の
関

心

か

ら

、

そ

の
静

的

な

あ

り

方

の

把

握

と

し

て
出

て

く
る

詞

が
、

②

・
㈹

に
も

み
ら

れ

る

「
き

よ

し

」

「
さ

や

け

し

」

で
あ

る

。

こ

れ

ら
は

、
「
山

高

く
、

川

の
瀬

き

よ

し

」
(
一
〇
五

二
)
「
山

見

れ

ば

見

の
と

も

し

く

川

見

れ
ば

見

の

さ

や
け

く
」

(
四
三
六
〇
)

と

い
う

よ

う

に
、

山

の
ほ

め
詞

に
対

す

る
端

的

な

川

の

ほ

め

詞

で
あ

り

、

川

固

有

の
形

容

詞

で

は

な

い

に
し

て
も

、

川

の
静

的
な

あ
り

方

を

い

う
形

容

詞
は

、
「
と

ほ

し

ろ

し

」

を

ひ

と
ま

ず

措

け

ば

、

ほ

と

ん
ど

こ

の

二

語

に
極

ま

る

と

い
う

こ

と

が

で
き

る

。

「
と

ほ

し

ろ

し

」

に
、

本

居

宣

長

以

降

「
さ

や

け

し

・
清

浄
な

り

」

と
す

る
解

釈

が

あ

る

の
は

、

こ
れ

ら

の
例

か

ら

、
「
山

は

高

く
」
「
川
は

さ

や
け

し

」

で
あ

る

と

い

う

表

現

の
類

型

が
導

か

れ
、

そ

こ

か

ら

お

の

ず

と
育

ま

れ

た

語
感

に
も

と
つ

い

た
直

観

的

意

解

と

し

て
出

て
き

た
側

面

も

あ

る

だ

ろ

う
。

な

お

、

「
さ

や
け

し

・

き

よ

き

」

は

、
「
い

ざ

率

川

の
音

の
さ

や
け

さ

」
(
=

一
二
)
「
川
近

み
瀬

の
音

ぞ

き

よ

き

」
(
一
〇

五
〇

)
な

ど

の
例

に
み

ら

れ

る

よ

う

に
、

見

た

目

の
清

浄

だ
け

で

な

く

、

耳

に
ふ

れ

て

の

そ

れ

で
も

あ

っ
た

。

と

こ
ろ

で
、

そ

う

し

た

川

の

音

と

は

、

「
石

ば

し

り

た

ぎ

ち
流

る

る

泊
瀬

川

」
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(九
九
一
)
と
い
う
流
れ
の
速
さ
と
相
伴

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、

そ
の
よ
う
な

動
的
な
流
れ
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
水
の
あ
り
方
の
描
写
を
、
つ
ぎ
の
表
現
類
型
と

し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「吉
野
川
ゆ
く
瀬
の
は
や
み
」
(
=

九
)

「
松
浦
川
川
の
瀬
は
や
み
」
(
八
六

一
)
の
よ
う
な

「
瀬
は
や
し
」、
「
雨
ふ
れ
ば
た

ぎ
つ
山
川
」
(
二
一二
〇
八
)
「川
の
瀬
の
た
ぎ

つ
を
見
れ
ば
」
(
一
六
八
五
)
の
よ
う
な

「
た
ぎ
つ
」
、
「宇
治
川
の
水
な
わ
逆
巻
き
」
(
二
四
三
〇
)
の
よ
う
な

「
さ
か
ま
く
」、

「
痛
足
川
川
浪
立
ち
ぬ
」
(
一
〇
八
七
)
「吉

野
川
川
浪
高
み
」

(
一
七
二
二
)
の
よ
う

な

「
川
浪
た
つ
」、
「
落
ち
た
ぎ
ち
流
る
る
水
の
岩
に
ふ
れ
淀
め
る
淀
に
」
(
一
七

一

四
)

「
松
浦
川
七
瀬
の
淀
は
よ
ど
む
と
も
」
(
八
六
〇
)
の
よ
う
な

「
よ
ど
む
」
と

い

っ
た
表
現
か
ら
は
、
概
し
て
、
川
幅
は
あ
ま
り
広
く
な
く
て
流
れ
は
速
く
、
二、

れ
ゆ
え
岩
か
げ
や
浅
瀬
に
は
淀
も
で
き
る

日
本
の
川
の
あ
り
様
が
う
か
び
あ
が

っ

て
く
る
。
「
鴨
川
の
後
瀬
静
け
く
」
(
二
四
三
一
)
「明
日
香
川
下
濁
れ
る
を
知
ら
ず

し
て
」
(三
五
四
四
)
な
ど
は
、

そ
れ
ら
の
中
で
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
と
ら
え
方

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

万
葉
集
に
お
け
る

「
川
」
は
、
そ
の
ほ
か

「
蝦
鳴
く
甘
南
備
川
に
影
見
え
て
今

か
咲
く
ら
む
山
吹
の
花
」

(
一
四
三
五
)

「ぬ
ば
た
ま
の
夜
の

更
け
ゆ
け
ば
久
木
生

ふ
る
清
き
河
原
に
千
鳥
し
ば
鳴
く
」

(九
二
五
)
「河
の
上
の
ゆ
つ
岩
む
ら
に
草
む

さ
ず
」
(
二
二
)
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
動
植
物
や
岩
な
ど
と
か
か
わ

っ
て
詠
ま
れ
る

も
の
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
総
じ
て

「
き
よ
し

・
さ
や
け
し
」
以
下
に
み
て
き
た

も
の
は
、
耳
目
に
映
る
折
々
の
川
の
変
化

の
相
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
川
の
全

体
的
な
姿
と
い
う
よ
り
局
所
局
所
の
あ
り
あ
り
と
し
た
息
づ
き

へ
の
関
心
で
歌
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
川
全
体
の
姿
や
川
の
本
性
と
い
う
べ
き
こ
と
に
か

か
わ

っ
て
は
、
結
局
、
山

々
か
ら

「
帯
」

の
よ
う
に
長
く
蛇
行
し
て
流
れ
出
で
、

さ
ま
ざ
ま
の
変
転
を
み
せ
な
が
ら
も

「
絶
ゆ
る
こ
と
な
き
」
も
の
と
い

っ
た
単
純

な
讐
喩
的
表
現
に
求
め
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

㈲

大
君
の
御
笠
の
山
の
帯
に
せ
る
細
谷
川
の
音
の
さ
や
け
さ

(
=

〇
二
)

(8)(7)(6)

三
諸
の
神
の
帯
ば

せ
る
泊
瀬
川
水
脈
し
絶
え
ず
は
吾
れ
忘
れ
め
や

(
一
七
七
〇
)

石
ば
し
り
た
ぎ
ち
流
る
る
泊
瀬
川
絶
ゆ
る

こ
と
な
く
ま
た
も
来
て
見
む

(
九
九

一
)

泉

川
ゆ
く
瀬
の
水
の
絶
え
ば

こ
そ
大
宮
処
う

つ
ろ
ひ
ゆ
か
め

(
一
〇
五
四
)

万

葉

歌

人

の

川

へ
の

情

感

は

、

大

き

く
広

々
と

し

て
豊

か

に
流

れ

ゆ

く

と

い

う

よ

う

な

と

こ

ろ

で

は

は

た

ら

か

な

か

っ
た

よ

う

で
あ

る

。
「
度

会

の
大

川

」

(
一一=

二
七

)
「
山

川

を

ひ

ろ

み

あ

つ
み

と

」

(
四
〇
九
四
)

と

い

っ
た
用

例

は

あ

る

が
、

前

者

は

「
お

ほ

や
ま

と

・
お

ほ

み

け

」

等

の

「
お

ほ

」

と

同
様

な

観

念

的

な
美

称

で

あ

る

し

、
後

者

は

「
山

や

川

が
幾

重

に
も

広

く
厚

く
国

土

を

成

し

て

い
る

」

と

い

っ
た

意
味

で

あ

り

、

一
筋

の
川

に

つ
い

て

の
形

容

で
は

な

い

。

さ

て

、

以

上

の
万

葉

集

に
お

け

る
川

へ
の
関

心

の
検

討

か

ら

、

た

だ

ち

に

「
川

と

ほ

し

ろ

し

」

の

解

釈

が
ひ

ら

け

る
わ

け

で
は

な

い
。

た

だ

、

さ

き

の
㈹

に
あ

げ

た

「
山

高

み

川

と

ほ

し

ろ

し

」

を

含

む

歌

が
、

山

部

赤

人

が

「
神

岳

」

に
登

っ
て

作

っ
た

と

な

っ
て

い
る

こ
と

、

今

一
首

の

「
天

ざ

か

る

鄙

に
し

あ

れ

ば

山

高

み

川

と

ほ

し

ろ

し

野

を

広

み

草

こ

そ

繁
き

」

(
四
〇

=

)

と

い
う
例

が

、

対

に
な

っ
て

い
る

「
野

を

広

み
草

こ

そ

繁
き

」

か

ら

し

て
も

、

や

は

り
広

々
と

野

を

見

は

る

か

す

視

点

が
設

定

さ

れ

て

い

る
と

み

ら

れ

る

こ
と

を

考

え

る

と

、

「
川

と

ほ

し

ろ

し

」

が

高

み

か

ら

眺

め

た
川

の
、

帯

の
よ

う

に
長

く
野

を

ぬ

っ
て
流

れ

て
ゆ

く

全

体

的

な

姿

を

と

ら

え

て

の
表

現

で
あ

る

と

み

て

よ

い

だ

ろ

う

。

「
山

高

し

」

が
、

垂
直

的

な

視

点

の

伸

び

ひ

ろ

が
り

を

志

向

し

、

「
高

知

ら
す

」

意

識

を

反

映

す

る

の

に
対

し

て
、

「
川

と

ほ

し

ろ

し

」
は

、
「
遠

く
ま

で
」

か

が

や

き
流

れ

て
ゆ
く
川
に
沿

っ
た
水
平
的
な
視
点
の
伸
び
ひ
ろ
が
り
t

奥
ゆ
き
の
感
覚

に
対

応

す

る

と

み

る

の
が

自

然

で
は

な

い

だ

ろ
う

か

。

そ
し

て

そ

こ

に
、

「
山
高

み

川

と

ほ

し

ろ

し

」

が

、

単

な

る

山

と
川

の
姿

の
描

写

で
あ

る

に
止
ま

ら

ず

、

お

の

ず

か

ら

そ

の
山

と

川

と

で
限

定

さ

れ

る
空

間

の

豊

か

な

広

が

り

と

、

「
絶

ゆ

る

こ

と

な

き

」

時

間

的

志

向

を

も

詠
み

こ

ん

で
、

国

ぼ
め

的

ひ

び

き

も

出

し

て
く

る

の

で

あ

る

。

「
山

川

」

や

「
山

水

」

と

い
う

詞

が

、
「
自

然

」

や

「
風

景

」

と

い
う

抽

象



景風の本木村:日39

的
な
詞
に
と

っ
て
代
ら
れ
る
ま
で
、
具
体

的
な
山
や
川
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ

ら
個
別
的
存
在
を
根
抵
か
ら
支
え
、
そ
こ
に
端
的
に
集
約
さ
れ
る
自
然
や
風
景
を

指
し
て
き
た
日
本
語
の
あ
り
か
た
は
、
単

に
も
と
の
漢
語
と
し
て
そ
う
で
あ

っ
た

と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
山
高
み
川
と
ほ
し
ろ
し
」

な
ど
に
も
す
で
に
予
定
さ

れ
て
い
る
。

「
と
ほ
し
ろ
し
」
の
解
釈
に

「
雄
大
な
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
よ
う
で
あ
る

。
(契
沖
以
来
の

「
大
な
る
」
「
大
き
い
」

と

「
雄
大
な
」
は
語
感
の
う
え
で
か
な
り
違
う
。
我
々
日
本
人
は
形
容
詞
の
類
を

結
局
は
極
め
て
微
妙
な
語
感
の
違
い
に
よ

っ
て
使
い
わ
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。)

「
山
高
み
川
と
ほ
し
ろ
し
」
を
含
む
二
首

の
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
続
句
に

「
春
の

日
は

山
し
見
が
ほ
し

秋
の
夜
は

川
し
さ
や
け
し

朝
雲
に
鶴
は
乱
れ

夕

霧
に

蝦
は
さ
は
く
」
(三
二
四
)

「
鮎
は
し
る

夏
の
盛
り
と

島

つ
鳥

鵜
飼

が
と
も
は

ゆ
く
川
の

清
き
瀬
ご
と

に

簿
さ
し

な
つ
さ
ひ
の
ぼ
る
」
(四
〇

一
一
)

と
い
う
川
の
細
部
描
写
が
つ
づ

く
が
、
こ
の
こ
と
や
、
こ
の
章
で
み
て
き

た
さ
ま
ざ
ま
の
川
と
実
生
活
と
の
か
か
わ
り
、
瀬
々
を
た
ぎ
ち
流
れ
る
水

へ
の
も

っ
ぱ
ら
の
関
心
な
ど
を
、
「
雄
大
な
」

川
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
ど
う
包
み
う
る
の

か
、
私
は
疑
問
に
思
う
。(

三
)

働

白
雲
と
み
ゆ
る
に
し
る
し
み
よ
し
野
の
吉
野

の
山
の
花
盛
り
か
も

是

こ
そ
は
よ
き
寄

の
本
と
は
覚
え
侍
れ
。
さ
せ
る
秀
句
も
な
く
、
飾

れ
る
詞
も
な
け

れ
ど
、
姿
う
る
は
し
く
清
げ

に
い
ひ
下
し
て
、
長
高
く
と
を
し
ろ
き
也
。
(
無
名
抄
)

㎝

余
所
に
の
み
見
て
や
や
み
な
ん
葛
城

や
高
間
の
山
の
峯
の
白
雲

始
め
の
寄
は
、
姿
清
げ

に
と
を
し
ろ
け
れ
ば

、
高
間
の
山
殊
に
叶
ひ
て
聞
ゆ
。
(
同

)

ω

前
参
議
忠
定

風
体
遠
白

く
め
づ
ら
し
き
様
な
り
。
玉
川
の
里
の
明
が
た
に
垣
根

つ
づ
き
な
る
卯

の
花
と
や

い
ふ

べ
か
ら
む
。

有
家風

体
遠
自
、
姿
お
ほ
き
な
る
さ
ま
な
り
。
雪

つ
も
れ
る
富
士
の
山
を
み
る
心
ち
な
む

す
る
。

前

宮
内
少
輔
光
経

風
体
す
み
た
る
を
さ
き
と
し

て
、
遍
自
ぐ
あ

は
れ
な
る
さ
ま
な
り
。
月
は
入
方
ち
か

く
空
清
く

の
ど
け
き
に
ゆ
ふ

つ
け
鳥

の
遥
か
な
る
声
き
く
心
地
な
む
す
る
。

(
続
歌
仙
落
書
)

　
　
　

中

世

歌

論

に

お

け

る

「
遠

白

」

の
解

明

は

、
「
川

と

ほ

し

ろ

し

」

の
解

釈
以

上

に
容

易

で
は

な

い

。

と

も

か

く
、

ど

ち

ら

も

我

々

の
語

感

で
は

す

ぐ

に
は

と

ら

え

が

た

く

、
用

例

も

き

わ

め

て
限

ら

れ

て

い
る

た

め

に
、

万

葉

集

の

「
川

と

ほ

し

ろ

し
」

の
解

釈

に
歌

論

の
用
例

を

以

て
し

、

歌

論

の

「
遠

白

し

」

の
解

明

に
万
葉

集

の
例

を

用

い

る

と

い

っ
た

堂

々
め

ぐ

り

に
も

な

っ
て
し

ま

う

。

歌

学

用

語

に
も

と

つ

く

き

わ

め

て

象

徴

的

な

気

分

を

、

我

々
の
多

分

に
分

析

的

な

論

理

で
説

明

し

て

も

仕

方

が

な

い

面

も

あ

る

だ

ろ
う

が
、

「
川

と

ほ

し

ろ

し

」

の
系

譜

を

た

ど

る

た

め

に
、

た

し

か

な

と

こ
ろ

か

ら

は

い

っ
て
ゆ

く

こ
と

と

し

た

い
。

ま

ず

、
歌

論

の

「
遠

白

し

」

が
、

し

ば

し

ば

「
長

高

く
と

を

し
ろ

し

」

と

続

け

て

用

い

ら

れ

る

こ
と

が
あ

る
よ

う

に
、

、力
葉

集

の

「
山

高

み
川

と
ほ

し

ろ

し

」

を

直

接

継

承

し

た

川

語

で
あ

る

こ
と

は

明

ら

か

だ

ろ

う

。

し

か

し

そ

の

こ

と
は

、
「
と

ほ

し

ろ

し

」

が
万

葉

集

以

来

延

々
と

、

日
常

語

に

せ

よ
歌

語

に

せ
よ

実

用

さ

れ

て

き

て
、

そ
う

し

た
リ

ア

ル
な

語
感

を

ふ
ま

え

た

う

え

で
歌

論
中

に
用

い

ら

れ

た

と

い
う

こ
と

で
は

必

ず

し
も

な

い

。
「
と

ほ

し

ろ

し
」

の
解

釈

に

お

い

て
、

今

鏡

や

愚

管

抄

の
例

が

ひ
か

れ

る

こ

と

は

あ

る

が

、

そ
れ

以
前

の

和
文

文

献

に

は
用

例

が

み

あ

た

ら

な

い

の

で

あ

る

。

た

だ

、

歌

論

に
お

い

て
、
「
遠

白

」

と
漢

字

が

宛

て

ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

は

、
少

く

と

も

そ

の
時

点

で
は

、

語

と

し

て

の

一
般

的

な
意

味

は

「
遠

く

白

い

」

「
遠

目

に

し

る

く

」

と

い

っ
た

あ

た

り

で
と

ら

れ

ら

れ



40第5号奈 良 大 学 紀 要

て

い
た

と

推

察

で
き

る

。

「
遠

白

し

」

を

い
う

歌

論

中

比

較

的
初

期

の

も

の

で
あ

る

は

じ

め

に
あ

げ

た
用

例

に
お

い

て
、

「
白

雲

・
卯

の
花

・
雪

つ
も

れ

る

富

士

」

と

い

っ
た
文

字

ど

お

り

の

「
白

」

が
、

そ

の
歌

や

警

喩

の
中

に

出

て
い

る

の
は

偶

然

で

は

な

い

だ

ろ

う

。

し

か

も

、

無

名

抄

の
歌

で
は

、

そ

れ

ら

が

ど

ち

ら

も

「
よ

そ

目

」

は

る

か

に
望
ま

れ

た

も

の
と

な

っ
て

い

る
。

続

歌

仙
落

書

の

忠

定

の
条

の

「
卯

の
花

」
は

、
「
明

が

た

」

の
薄

明

の
中

に
し

る

く

う

か

ぶ

そ
れ

で
あ

る

し

、
「
ゆ

ふ

つ
け

鳥

の

は

る

か

な

る

声

」

の
場

合

は

、

あ

た
か

も

万

葉

集

の

「
き

よ

し

・
さ

や
け

し

」

が

目

に
見

る

だ

け

で
な

く
耳

に
聞

く
音

の

そ

れ

で
も

あ

っ
た

の

と

同
様

ヘ

ヘ

へ

に
、

は

る
か

か

ら

た

し

か

に
聞

え

て

く
る

「
声

」

と

し

て

の

し

る

さ

で

あ

る

。

そ

し

て
、

「
遠

し

」

が

、
一
般

に
空

間

的

な

遠

さ

は

る

け

さ

か

ら
、

時

間

の

う

え

で

の

遠

さ

は

る
け

さ

に
転

じ

て

用

い
ら

れ

る

よ

う

に

、
「
遠
白

し

」

に
お

い

て
も

、

当

然

時

問

的

な

あ

り

方

を

志
向

す

る
場

合

が

出

て

く
る

こ
と

と

な

る
。

働

天
の
戸
を
お
し
明
方

の
雲
間
よ
り
神
代
の
月
の
影
そ
の

こ
れ
る

働

さ
さ
浪

や
国

つ
み
か
み
の
浦

さ
び
て
ふ
る
き
都
に
月
ひ
と
b
す
む

肋
は

三

五
記

に
、

鰍

は

愚
見

抄

に
、

い

ず

れ

も

遠

白

体

の
歌

と

し

て
あ

げ

ら

れ

ヘ

へ

て

い

る
も

の

で
あ

る

が

、

皓

々
と

澄

む

月
影

が

は

る

か

な

と

き

の
射

程

の
中

に
と

ら

え

ら

れ

て

い

る
。

も

と

も

と

言
葉

の
世

界

で
は

、

す

ぐ

れ

て
心

理
的

抽
象

的

な

時

間

概

念

は

、

よ

り

具

体

的

な
空

間

概
念

を

あ

ら

わ

す

詞

で
代

行

さ

れ

る

こ
と

も

多

い

の

で
あ

る

が

、
「
遠

白

し

」

の
場

合

そ

れ

が

さ

ら

に

進

展

し

て
ほ

と

ん
ど

純

粋

に

「
心

」

の
あ

り

方

の

み

に

か

か

わ

っ
て

も

言

わ

れ

る

こ
と

は

、

三
五

記

や

愚

見

抄

の
同

じ

所

に
あ

げ

ら

れ

た

つ
ぎ

の
歌

に
よ

っ
て

み

る

こ
と

が

で
き

る

だ
ろ

う

。

、舳

岡
の

べ
の
里
の
あ
る
じ
を
、野
ぬ
れ
ば
人
は

こ
た

へ
ず
山
お
ろ
し
の
風

㈲

住
む
人
も
あ
る
か
な
き
か

の
山

な
ら
し
簾
間
の
刀

の
も
る
に
ま
か
せ
て

個

ほ
の
ば
の
と
有
明
の
月
の
月
か
げ
に
紅
葉

吹
き
お

ろ
す
山
お
ろ
し
の
風

働

を
ぐ
ら
山
し
ぐ
る
る
比

の
朝

な
く

昨
日
は
う
す
き
四
方
の
紅
葉

ば

愚
見
抄
が

「
遠
白
体
ぞ
猶
不
思
議
の
体
」
と
し
、
さ
ら
に

「小
倉
山
の
歌
は
愚

詠

の
中

に
は

す

こ
し

つ
か

う

ま

つ
れ

る
」

と
言

う

働

の
歌

な

ど

は

、

は

て
し

な

き

ヘ

へ

昨

日

は

て
し

な

き

明

日

へ
の

は

る

か

な

と

き

が
今

朝

の

一
点

の
紅

葉

ば

の
色

に
見

す

え

ら

れ

て

い
る

と

い
え

る

だ

ろ

う
か

。

三

五
記

は

「
遠

白

体

は

器

量

天

性

な

ら

む

が

稽

古

と

し

ふ

り

た
ら

む

所

に
終

に
よ

ま

る

べ
き

姿

な

り

。
」

と

至
極

の

体

で

あ

る

と

語

っ
て

い
る

。

歌

論

の

理

念

に
深

入

り

す

る

こ
と

は

本

稿

の
目

的

で
は

な

く

、
ま

た

い
ま

、

そ

れ

が

で

き

る
用

意

も

な

い

が

、

た

だ
、

た

と

え

ば

、

長

高
体

ひ

と

つ

に
括

ら

れ

る

こ

と
も

あ

る
高

山
体

・
遠

白

体

の
別

は

、
そ

れ

ぞ
れ

眼

差

し

を

「
高

く
持

す

」

「
遠

く
持

す

」

と

い

っ
た

あ

り

方

の
別

と

み

る

こ

と

も

で

き

る
よ

う

に
思

う

。

眼

差

し

は

、
「
心

」

に
お

き

か

え

て
も

よ

い

だ

ろ
う

。

こ
う

し

て
歌

論

の

「
遠

白

し

」

は

、

そ

の
志

向

を

時

間

へ
と

ひ

ら

き

な

が

ら

、

は

る
か

に
遠

く
奥

深

い
と

こ
ろ

に
た

し

か

に
す

え

ら

れ

た

眼

と

い

っ
た

内

観

的

な

意
味

合

を

も
出

し

て
く

る

の

で
あ

る
。

雪

な
が
ら
山
蘇
か
す
む
タ

ベ
か
な

ゆ
く
火
と
ほ
く
梅
に
ほ
ふ
里
、

川
風
に

一
む
ら
柳
春
見

え
て

舟
さ
す
音
も
し
る
き
あ
け
が
た

有

名

な

水

無

瀬

三
吟

の
冒

頭

四

句

を

、

こ
う

し

て
連

歌

の
様

式

か

ら

は

ず

し

↓

ま

と

ま

り

で
見

て
み

る

と

、

歌

が
ら

や

拝

情

の
質

の

い

ち

じ

る

し

い
異

な
り

に
も

か

か

わ

ら

ず

、

万

葉

集

の

「
山

高

み

川

と

ほ

し

ろ

し

」

の
歌

の
場

合

と

、

詠
ま

れ

た
対

象

の

と

ら

え

方

に
お

い

て
、

妙

に
似

通

っ
て

い

る

面

が

あ

る

こ

と

に
気

づ

く
。

す

な

わ

ち

、

、力

葉

集

の
場

合

、

二
章

で
も

述

べ
た
よ

う

に
、
「
山

高

み

川

と

ほ

し

ろ

し

」

と

全

体

の
景

を

叙

べ

た
あ

と

に

、

「
朝

雲

に
鶴

は
乱

れ

夕

霧

に
蝦

は

さ

は

く

」

あ

る

い

は

「
往

く

川

の

清

き

瀬

ご

と

に

簿

さ

し
な

つ

さ

ひ

の

ぼ
る

」

と

、

い

わ
ば

折

々
の
細

部

の
様

相

が

と

ら

え

ら

れ

て

い

る

が
、

水

無

瀬

三

吟

の
場

合

も

、

初

め

二
句

と
後

二
句

と

で

一
見

同

様

な

あ
り

方

を

し

て

い

る
。

し

か

し

な

が
ら

、
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万
葉
集
の
実
景
描
写
と
異
な
り
、
「
雪
な

が
ら
山
本
か
す
む
夕

べ
か
な
/
ゆ
く

水

と
ほ
く
梅
に
ほ
ふ
里
」

が
、
「
み
わ
た
せ
ば
山
も
と
霞
む
水
無
瀬
川
」

を
意
識
し

な
が
ら
も
、
水
無
瀬
の
実
景
そ
の
も
の
か

ら
出
て
山
と
川
と
か
ら
な
る
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
の

一
つ
の
風
景
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
を
ま
た
な
い
。
そ
し
て
、

「
ゆ
く
水
と
ほ
く
」
に
表
わ
さ
れ
た
奥
ゆ

き
の
感
覚
が
、
そ
の
心
的
風
景
に
の
び

や
か
な
広
が
り
を
も
た
せ
て
、
山
と
里
と
の
遠
近
相
映
え
る
構
図
を
あ
ざ
や
か
に

一一
成

立

さ

せ

て
お

り

、

そ

こ

に
は

お

の

ず

と

、

歌
学

で
醸

成

さ

れ

た

き

わ

め

て
心

的

…
な

「
遠

白

し
」

の
感

覚

も

に

お

っ
て

く

る

の

で
あ

る

。

言

語

表

現

に
お

け

る

こ

の

　
よ

う

な

パ

ー

ス

ペ
ク

テ

ィ
ブ

の
伝

統

と

完

成

が
、

絵

画

に
お

い

て
は

近

代

洋

画

の

影

響
を
受
け
る
ま
で
遠
近
画
法
を
生
ま
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
か

…
か

わ

り

合

う

の

か

不

明

で
あ

る

が

、

雲

や

霞

や

霧

の
中

の
お

ぼ

ろ
な

遠

近

感

が

、

一
そ

の
ま

ま

西
洋

の

遠

近

感

と

同

じ

で
あ

る

と

み

る

こ

と

は

で
き

な

い

と

い

っ
た
視

点

も

あ

る

だ

ろ

う

。

そ
れ

に

つ

い

て
は

ま

た
あ

ら

た

め

て

、

雲

や
霞

の

言

語

表

現

一
に

お

い

て

風

景

を

考

え

る

こ
と

に
よ

り

、

f

が

か
り

を

え

る

こ

と

と

し

た

い

。

一

と

こ

ろ

で
、

我

々
は

子

供

の
時

分

か

ら

、

目

の
前

の
実

景

を

写
生

す

る

の

で
な

…
く

、
落

書

き

風

に

一
つ

の
風

景

を

描

く
場

合

、

し

ば

し

ば

二
瘤

酪

駝

の
よ

う

な

山

・
と

、

そ

の
山

の
間

か

ら

S
字

風

に

蛇
行

し

て
流

れ

出

る

川

を

描

く

こ
と

が
あ

る

だ

一
ろ

う

・

そ

れ
は

ま

た

、
「
兎
追

い
し

か

の
山

/
小

鮒

釣
り

し

か

の

川

」

と

い
う

小

一
学

唱
歌

か

ら

誰

で
も

が

心

に
描

く

風
景

、

悪

く

い
え

ば

「
名

所

土

産

の

包
紙

に

で

(6

)

一

も

書

か

れ

て
あ

る

よ

う

な

、
平

凡

な

、

お

定

ま

り

の
」

風

景

と

い
う

こ
と

で
も

あ

…
る

。

し

か

し
、

二

瘤

騎

駝

と

の

び

た

S

字

の
山

川

が
、

我

々
日
本

人

の

風
景

の

イ

…
メ

ー

ジ

と

し

て

「
お
定

ま

り

」

に
な

っ
た

の
は

い

っ
た

い

い

つ
ご

ろ

か

ら

で

あ

ろ

…
う

。

こ

れ
ま

で

の

言

語

表

現

の

う

え

で
見

て
来

た

限
り

で

は

、

そ

れ

は

、

万

葉

の

一
昔

か

ら

と

い

う

こ

と

に
な

る

の
だ

ろ

う

か

。

た

だ
、

そ

う

し

た
山

と

川

が

、

こ
れ

…}
こ

そ

日
本

の

風

景

そ

の
も

の

だ
と

も

い
え

る
、

ど

こ

に
で

も

あ

り

ふ

れ

た

様

相

で

}}
あ

る

一
方

で

、

つ
ぎ

の
よ

う

な

民

話

の
中

に

出

て

く

る

描

写

を

み

れ

ば

、

往

古

か

ら

の

川

と

実
生

活

と

の

深

い
か

か

わ

り

、

と

り

わ

け

ゆ

た

か

な

流

域

で

の
稲

作

と

の

か

か

わ

り

ゆ

え

に
、

と

お

く

の
び

ひ

ろ

が
る

川

の

風

景

が

、
あ

る

種

の

ユ
ー

ト

ピ

ア
的

イ

メ
ー

ジ

を

担

っ
て

い
る

側

面

に
も

、
思

い
を

致

さ

ざ

る

を

え

な

い

。

〈
三
日
月
を
見
た

こ
と
の
な
い
山
間
の
村
に
住
む
種
作
さ
ん
は
、
年
を
と
る
に

つ
れ
、

い

っ
ぺ
ん
山
の
む

こ
う
を
見
て
お
き
た

い
と
思
い
、
あ
る
日
息
子

に
背
負
わ
れ
て
峠
に

登
る
。V

ー
ー
う
わ

あ
何
た
ら
広

い
も

ん
ず
ら
!

-～

峠
の
下
に
ひ
ろ
が

っ
て
い
る

盆

地
に
は
む

こ
う
の
遠

い
山
す
そ
ま

で
み
わ
た
す
限
り

田
ん

ぼ
が
さ
や
さ
や
と
波
う

っ
て

い
る
。

そ
の
間
を
帯
の
よ
う
に
く
ね
く
ね
と
川
が
光

っ
て
流
れ
て
い
た
。

(
百
田
ば
な

　ア
　

し
～

信
濃

の
民
話
～

1
)

(
1
)

(
2

)

((
43
uu

 

(
5
)

(
6

)

(
7
)

注

『
上
代
語

の
研
究
』
～

橋
本
進
吉
博

士
著
作
集

5
i
ー
所
収

一
と
ほ
し
ろ
し

考
」
「
辞
書
さ
ま
ざ
ま
」

古
代
語

「
と

ほ
し
ろ
し
」
と

「
の
ど
よ
ひ
に

つ
い
て
」
i
1
国
語
国
文
21
巻
7

号
-

『
日
本

語
の
語
源
」
『
国
語
学

の
限
界
」

用
例

の
詳
細
は
、
注

(
1
)
や
各
注
釈
昌
、
辞
書
類

に
あ
る

の
で
省
略
す
る
。

『
口
訳
万
葉
集
上

・
下

』
『
万
葉
集
辞
典
』
-

ー
折

口
信
夫
全
集
4

・
5

・
6

-1

注

(
1
)
の
見
解
が
出
さ
れ
る

以
前

の
も

の
で
あ
る
が
、

「
辞
書
さ
ま
ざ

ま
」
で
は
、
こ
の
系
統

の
解
釈
は
根
拠

あ
い
ま

い
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、

こ
こ
で
問
題
に
な

る
の
は

「
大

・
偉
大
」

の

「
ト
ホ
シ

ロ
シ
」
を
ど
う

す

る
か

だ
ろ
う
が
、
折

口
博
士

に
は

そ
こ
を
包
摂
し
た

「
瞭
火
を
巨
大

(
ト
ポ

ジ

ロ
)
く
す
る
」
と
い
う
実
用
例

(
「
霜
及
び
霜
月
」
全
集
15
)
が
あ
る
。
「
遠

目

に
し

る
し
ー
大

い
な
り
」
と
い
う
と

こ
ろ
だ
ろ
う
。

前

田
妙
r

『
和
歌
卜
体
論

の
研
究

』
に
詳
し
い
。

藤

田
⊥
雄

『
歌

の
中

の
日
本

語
』

信
濃

の
民
話
編
集
委
員
会

『
日
本

の
民
話

!
』
採
集

牧
内
武
司

再
話

松
谷
み
よ
子
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TheJapaneseLandscapeinVerbalExpressions

TheGenealogyof`YamatakamiKafatofosirosi'

NorikoKIMURA

Summary

InthisessaythewriterconsiderstheimageofJapaneselandscapeconsistingof

mountainandriverinourmind,throughelucidatingthemeaningsof"yα 吻 α'盈o吻 ゴ

kafatofosirosi'inMany∂ ∫勧,e'oωos乃 〃03乃 ゴ'inKaron(criticismofpoem)intheMiddle

Agesandtheotherverbalexpressions.


