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富
山
大
学
教
育
学
部
国
語
科
所
蔵

『

遠
や
ま
び
こ
』

釈
超
空
自
筆
修
訂
本
に

つ

い

て

O
n

t

h
e

B
o
o
k

"

T
o

･

y
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m
a
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i

k
o

f

r
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S
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C
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h
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w
h
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c

h

b
e
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o

n
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s

t

o

O
f
f
i

c
e

o
f

)

a

p
a
n
e
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e

E
d
u
c
a
t
i

o

n

i

n

t

h
e

F
a
c
u

l

t

y

o
f

E
d
u
c
a
t
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o

n
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T
o
y
a

m
a

U
n

i

v
e
r
s
i

t

y

は

じ
め

に

旺

ん

ご

う

富
山
大

学
教
育
学
部
国
語
科
研
究
室
は

､

平
成
十
三

年
三

月
五

日
､

国
語
科
専
攻
卒
業
生

本
江

進
氏

(

昭
和
三

五

年
三

月
中
等
教

育
科
卒
業

､

元
高
岡
市
立

南
星

中
学
校
校
長

)

よ
り

､

国

語
学

･

国
文
学

･

国
語
教

育
等
に

阿
す
る

そ
の

所
蔵
図

書
(

和
装
本

･

洋
装
本

･

雑
誌

)

約
五
〇
〇

点
の

寄
贈
を

受
け
た

.

国
語
科
研
究
室
で

は

こ

れ
ら

図
書
に

つ

い

て
､

国

語
科
の

教
官

･

学
生

及
び
卒
業
生

等
大
方
の

利
用
に

供

す
る

た
め

整
理
を

行
っ

た
が

､

こ

こ

に

掲
げ
た
釈
超
空

『

遠
や

ま
び
こ
』

も
そ
の

中
の

一

冊
で

あ
る

｡

本

書
は

昭
和
二

十
三

年
三

月
好
学
社
刊
の

初
版
本

､

四

六
判

､

総
べ

-
ジ

数
三

三
1

で

あ
る

｡

更
に

本
書
表

紙
内
側
の

遊
紙

(

緑
色
の

椿
紙

)

表
に

薄
桃
色
の

葛
紙

(

一

七

二

糎
×

五

二

糎
)

が

貼
ら
れ

､

そ
れ

に

は

｢

進
上

作
者
｣

と
墨

書
さ

れ
る

｡

こ

れ
は

そ
の

筆
跡
よ
り
作
者
釈
超
空
の

も
の

と

判
ぜ

ら
れ

､

本

書
は

そ
の

刊
行
時
に

釈
超
空
が

あ
る
人

物
に

進
呈
し

た
一

冊
と

想
定
す
る

こ

と
が
で

き
る

｡

そ
し
て

全

四

八
二

首
を

収
め

る

本
書
本
文
中
に

は
､

三

十
九
の

歌
も

し
-
は

小

題
に

､

右
葛
紙
と

同

様
の

筆
跡
の

朱

(

茶
色
を

帯
び

る
)

に

よ
る

修
訂
が

見
ら

れ
る

｡

こ

れ
は

｢

進
上

作
者
｣

と
あ

る
隻
紙
と

考
え

合
わ
せ

､

釈
超
空
が

進
呈
の

際
加
筆

･

訂
正
し
た
も
の

と
思
わ

れ
る

｡

ま
た
こ

の

よ

う
な

修
訂
は

超
空

が
あ
る

人
物

に

｢

進
上
｣

す
る

な
ど

の

際
行
わ
れ
る

も
の

で

あ

る
か
ら

､

上
梓
の

後
時
間
を

隔
て

な
い

頃
の

修
正

加
筆

と
判
断
さ
れ

る
｡

な
お

､

本
書
内
題
の

右
下
に

は

｢

洗
心

書
林
｣

と

蔵
書
印
が

捺
さ
れ
て
い

る
｡

『

遠
や

ま
び
こ
』

は

初
版
本
文
が

中
央
公

論
社
の

全

集
本
第
廿
巻

(

昭
四
二

･

七
)

に

収
め

ら
れ
て

い

る

が
､

本
書
は

そ
の

初
版
段
階
の

本
文
に

釈
超
空

が
新
た
に

修
訂
を
加
え
た

も
の

と
し
て

価
値
を

有
す
る

｡

呉

羽

S

u
s

u

ヨ
u

K

U
R
E

〓
A

(

二

〇
〇
二

年
五

月
二

〇
日

受
理

)

こ

こ

に

そ
の

修
訂
の

記
述
を
全
て

掲
げ
る

こ

と

で
､

釈
超
空
が

最

終
的
に

整
え
よ
う
と
し
た

『

遠
や
ま
び

こ
』

本
文
を

示
し
た
上
で

､

そ
の

修
訂
の

あ
り
よ

う
を
考
察
し
た
い

と
考
え
る

｡

l

修
訂
本
文
に

つ

い

て

凡
例

一

､

加

筆
訂
正

等
の

修
訂
箇
所
を

掲
げ
そ
の

あ
り

よ
う
を
示
す

際
､

便
宜
的
に

そ
れ
ぞ
れ
の

修
訂
箇
所

に

通
し

番
号
を

付
し

た
｡

一

､

『

遠
や

ま
び
こ
』

は

十
一

の

歌
群
に

分
け
ら

れ

更
に

そ

れ
ぞ
れ
.
の

歌

群
の

中
で

歌
が

小

題
に

よ
っ

て

纏
め

ら
れ
て

い

る
が

､

そ
の

歌
群
名
ご

と
に

修
訂
箇
所
を

掲
げ
る

こ

と
と
し
た

｡

○
を
付
し

て

掲

げ
た

も
の

が

歌
群
名
で

あ
る

｡

一

､

修
訂
個
所
に

は

傍
線
を

引
き

､

そ
の

部
分
が

ど
の

よ
う
に

変
え
ら
れ
て

い

る

か

を
そ
の

下
に

(

)

で

括
っ

て

示
し
た

｡

一

､

も

と
の

本
文
に

加

筆
す
る
だ
け
の

場
合

､

挿
入

文
字
等
を

(

)

に

括
る

形
で

示
し
た

o

ル

ビ

に

(

)

を
付
し
た

も
の

は

そ
の

ル

ビ

が

書
き
加
え

ら
れ
た
も
の

で

あ
る

こ

と
を
示
す

｡

一

､

掲
出
し
た

記
事

･

歌
の

下
の

〔

〕

内
の

言
葉
は

そ

れ
ぞ
れ
の

歌
の

小
題
で

あ
る

｡

ま
た
そ
の

下

の

数
字
は

､

｢

初
｣

と

あ
る
の

は

初
版
本
中
で

当
該
歌

･

記
事
の

あ
る

箇
所
の
ぺ

-

ジ

数
､

｢

全
｣

と

あ
る

の

は

全

集
本
の

中
で

の

ペ

-
ジ

箇
所
で

あ

る
｡

1 3 0



2

○
雪
ふ

た
～

び
到
る

-

山
の

村
に

幾
日
す
ご
し

て

出
で

来
つ

る

我
の

心
の

(

は
)

､

た
の

し
ま
な

-
に

2

春
ひ
ね
も

す
(

山

鳥
)

〔

凶

年

初
4

･

全

轡

〔

初
6

･

全

轡

3

年
か
へ

る
日
に

逢
ふ

今
日
か

｡

旅
に

し
て

巷
の

人
を
(

□
-

空
白

一

マ

ス

分
､

以

下
同
じ
)

出
で
ゝ

見
む
と
す

(

ク
)

カ

F

4

賑
は

し
き

年
と
は

な
り

来
｡

門
松
に

雪
す
こ

し
散
り
て

人
の

音
す
る

〔

山

鳥

初
7

･

全

轡

‖

久
高
よ

り
還
り

来
た

り
て

､

た
ゞ

ひ

と

り
思
い

ひ

し
こ

と
は

､

人
に

か

た
ら

ず

〔

は

る

か

な
る

島
モ

瑠
･

全

轡

I2

波
の

音
暮
れ
て

ひ

そ
け
し

｡

､

火
を

満
ち
て

我
は

く
だ
れ

(

り
行
き
け

)

り
｡

百
按
司
の

墓

･
[

は

る

か
な
る

革

初
E

S

･

全

轡

国
頭
都
連
天
港
は

(

､

)

源

為
朝
の

舟
は

(

の

泊
)

て

し
た

地
と

伝
へ

る
｡

崖
の

高
処

･

低
処
到

ア

ン

ズ

る

所
に

'

古
代
の

按
司
の

墓
と

伝
へ

て
､

陶
襲
に

骨
を
収
め

た

塚
穴
が

､

幾
十
と
な
く

散
在
し
て

〔

山

鳥

初
9

･

金

轡

ネ

ビ

5

炉
は

消
え
て

三

畳

の

部
屋
の

荒
壁
に

､

(

｢

)

念
彼
観
音

(

｣

)

の

軸
を

か

け
た
り

〔

瑞
穂
精
舎

初
ほ
･

全

響

ヰ

ヤ

6

乏
し
-
て

(

□
)

礼
譲
知
る
人
は

､

(

の
)

言
ふ

こ

と

も
(

の
､

)

我
の

心
を

た
の

し
か
ら

し
む

〔

よ
き
人

初
-

･

金

轡

初
(

は

じ
)

め
､

大
雪
の

来
た

の

は
'

二

月
四

日
で

あ
る

｡

此
夜
に

は

か
に

､

友
人
を
亡
ふ

｡

7

如
月
の

夜
に

橡
む
雪
の

い

ち
じ

る
く
生
き
-

＼
て

こ

そ

は

か
な
か

り
し
か

〔

雪
ふ

た
ゝ

び

到
る

初
S

･

全
484
-

響

ウ

レ

8

わ
が

耳
は

開
か
ず
や
あ
ら

む
｡

窓
の

木
の

梢
う
ご

-
よ
と

言
ひ

た
ま
ひ

け

む
(

ら
め
)

〔

三

矢
先
生

初
E

G

･

全

轡

9

十
年
あ
ま

り
三

と
せ
を

経
た
り

｡

師
の

道
も

か
つ

あ
や
ま
た
ず

我
は

来
に

け

叫
(

り
)

〔

三

矢
先
生

初
E

G

･

全

轡

○
は

る
か
な

る

島

ク

タ

カ

ヲ

グ

ナ

1 0

久
高
な
る

鳥
の

青
年
の

言
ひ

し
こ

と

さ

び
し
き

時

鞍

思
ぼ

え
に

け
り

●

●

●

･
久
高
島

.

首
里
か
ら

陸
路
三

里
､

海
上
三
の
っ

と
の

東
海
に
あ
る

｡

神
の

島
と

言
は

れ
で

来
た

.

人
は

神
を
思
ふ

こ

と

篤
-

､

未
､

人
に

し
て

神
な
る

祝
女
の

威
力
が

､

深
-

信
じ
ら
れ
て

ゐ

る
｡

ヒ

ラ

シ

マ

常
は

女
ば
か
り

'

其
に

､

老
廃
の

男
の

､

寂
か
な

(

に
)

生
を

矧
叫
(

養
ふ

)

低
平
島
で

あ
る

｡

〔

は

る
か
な

る
島

初
S
3

･

全

轡

唯
'

若
い

男
も

'

遠
洋
の

荒
稼
ぎ
に

堪
へ

ぬ

病
弱
な
者
ば
か
り

.
(

だ
け
が
)

が
､

稀
に

寂
し
-
残
っ

て

居
る

｡

ゐ

る
｡

シ

ヅ

ー3

鳥
山
の

春
開
か
な
る

日
を

経
れ
ど

､

カ

タ

ヰ

春
唄
う
た
ふ

乞
食
に

あ

は

ず

〔

は

る

か

な
る

島

初
3 7

･

全
48 9

〕

H

寒
ざ
む
と

佐
渡
に

向
ひ
て

波
ひ

ろ
し

｡

ひ

た
す
ら

海
の

色
さ

だ
ま
り
ぬ

(

さ
た
ま
れ
る

色
)

〔

波
の

色

初
S

:

E ･

全
4 9ー

〕

ー5

い

に

し
へ

び
と

我
に

言
ふ

こ

と
の

あ
は

れ
(

ね

も
ご

ろ
)

な
れ
ど

'

こ

の

人
さ
へ

や

I
(

に
へ

つ

ら
ふ
)

〔

故
旧

-6
へ

つ

う
ひ

を

人
に

言
は

れ
(

せ
)

て

さ
び
し

け
-
な

り
来
る

心

せ

む
す
べ

も
な
し

〔

故
旧

我
を
あ
ざ

む

初
4

･

全

響

初
4

･

全

轡

129

イ

ト

F

I 7

道
の

う
へ

に

立

ち
つ

ゝ

わ
れ
は

山
の

(

ナ
シ
)

纏
の

わ
づ

か
に

う
つ

る
ふ

る

ま
ひ

を

見
つ

〔

白
布
高
揚

初
5

･

全

轡

I8

土
の

う
へ

に

掘
り
並
べ

た

る
笥
は

(

を
)

､

(

ト
ル
)

と

り
つ

ゝ

見
れ
ば

指
ば
か
り
な
る

〔

白
布
高
湯

初
t

g

･

全

轡

○
死
者
の

書

シ

シ

ヤ

フ

ミ

ー9
｢

死
者
の

書
｣

と
ゞ

め
し

人
の

こ

ゝ

ろ
ざ
し
-

｡

遠
い

に

し
へ

も
､

悲
し
か

り
け
り

(

む
)

エ

ト

[

〔

死
者
の

書

初
S

･

全
49 8

〕

2 0

神
像
に

彫
れ
る

え
ぢ
ぷ

と

文
字
よ

り
も

､

永
久
な
る
も
の

を

我
は

矧
(

*
)

む
な
り

キ

ヌ

乱

わ

が
衣
の

垢
づ

-
襟
の

あ
は

れ
さ
を

歌
に

よ
み
し

も
(

人
)

､

し
っ

. )

悪
友
会

.

我
が
同
人
の

あ
ひ

だ
に

用
ゐ
慣
れ
た

る
反
語
な

り
｡

〔

死
者
の

書

初
7

･

金

轡

こ

の

人
な

り
け
む
(

あ

や
ま
ち
を

〔

死
者
の

書

初

㍗
全
4 99

〕



3

富山 大学教育学部国語科所蔵 『遠や まび こ』 釈超空 自筆修訂本に つ い て

シ

タ

2 2

か
つ

.1

V
に

(

ち
)

へ

り
行
-

友
か

.

花
の

下
に

我
が
た
の

し
さ
は

､

寂
け
か
り

け
り

〔

桜
の
ゝ

ち

初
7

･

全
S
]

2 3

銀

座
よ
り

疲
れ

帰
り
て

む

-
み
た
る

脚
を
さ
す
れ

る

若
者
に

瀬
す

そ
の

良
彦
も

､

既
に

亡
し~

(

き
人
な
り

)

0

〔

旧
族

初
8

･

全

響

3 2

思
ほ

え
ぬ

方
に

な
び

け
る
(

た
な

び
-
)

汽
車
の

煙
-

｡

､
敦
賀
へ

向
ふ

軌
道
か
ゞ

や
-

〔

凪
ぐ
潮

初
ー67

･

仝

響

○
風
の

中

33

深
ぶ
か

と

林
の

奥
に

入
り

行
き
て

還
ら

ざ
り
せ
ば

､

シ

ソ寂
け
か

(

し
つ

廊

な
)

ら
ま

し

〔

市
井
山

沢

初
2

･

全
S
e

]

○
山
の

端

24

村
の

子
の

聞
き
羨
し
が

る
よ
き

唄
も

親
は

を
し
へ

ず
｡

さ
び

し
む
ら
し
も

(

む
か

)

〔

山
の

端

初
ー3 5

･

全
=
]

2 5

寺
の

子
は

寺
の

子
さ

び
て

遊
ぶ

な
り

.

声
(

育
)

に

立
て

ど

も
､

卦
(

声
)

ぞ

ひ

そ

け
き

〔

曽
我
の

里

初
ー

･

全
=
]

2 6

山
の

上
の

矧
(

雲
)

は

た
ひ

ら
に

な
り
に

け
り

｡

い

よ
い

よ

暗
る
ゝ

川
上
の

空

〔

足
柄
上

郡

初
_ 43

･

全
=
)

2 7

あ
た
ゝ

か

き

碩
に

居
り
て

ね

む
り
け
む

(

る
な

り
)

｡

手
の

本
ゆ

出
で
ゝ

手
に

つ

た
ふ

蜘
妹

〔

足

柄
上

郡

初
ー

･

全
N=
)

目
を

養
ふ

と
て

､

暇
あ
る

毎
に

野
に

出
づ

.

野
は

春
至
り

､

又
直
え

返
り
て

､

景
常
に

ひ

と
し

か

○
夜
の

思
ひ

ド

コ

オ

ホ

チ

リ
L

ウ

_

34

道
の

上
の

高
処
の

木
む
ら

か

た
よ
れ

る
桧
隅
大

内
陵
を

を
が

(

望
)

み

行
-

〔

大
倭
国

原
の

歌

初
26 4

･

全
54 9

〕

(

ヒ

ト

ヨ
)

3 5

か

-
ば
か
り

さ
び
し
き
こ

と
を

思
ひ

居

⊥

我
の

1

世
は

､

過
ぎ
行
か
む
と
す

〔

夜
の

思
ひ

初
274

･

全
55ー

〕

○
春
王
正

月

ヒ

ト

ム

ラ

3 6

睦
月
立
つ

青
や
か
に

し
て

1

群
の

繁
れ
る

草
の

(

I

)

ま
だ

残
る

庭
〔

寂
け
き
春

初
Z

c

x
,

･

全

轡

1 28

(

モ
)

(

ノ

チ
)

3 7

睦

月
た
つ

海
の

面
あ
か
る

雨
の

後
-

0

バ

へ

片
よ
り

見
ゆ
る

隠
れ

礁
の

群
れ

〔

春
鳴
-

鳥

初
S

･

全
S
]

ら
ず

｡

2 8

水
の

瀬
の

あ
は

れ
は

知
る

や
｡

マ

マ

昼
た

け
て

夕
づ

-
こ

ろ
の

(

を
?
)

澱
み

行
-
音

〔

自
ら

戒
む

初
15ー

･

全
E
g

)

2 9

も
の

音
は

今
は

聞
え

叫
(

ず
)

夕
川
の

瀬
に

立
つ

波
の

､

色
の

は

げ
し
さ

〔

自
ら

戒
む

初
糊

･

全
5
3

)

3 0

如
月
の

は

つ

か

過
ぎ
た
る

空
の

色
-

｡

夕

月
矧

(

す
で
)

に

色
め

き
て

見
ゆ

〔

自
ら
戒
む

初
焔

･

全
g
]

○
那
覇
の

江

3-

音
波
に

入
り
て

た

ち
ま
ち

消
え

行
き
し

(

-
)

さ
び
し

き
舟
か
〓
1
(

ナ
シ
)

｡

波
照
間
の

舟

〔

那
覇
の

江

初
ー63

･

全

哲

○
驚
鳥

(

モ

ツ
)

ヌ

シ

3 8

う
づ

た

か
く

積
め

る
貨
物
の

間
よ
り

'

自
動
車
主
が

笑
ひ

つ

ゝ

堕
つ

〔

日
々

の

机

初
S

･

全
S
]

3 9

溝
ば
た
に

芽
出
し

柳
の

青
あ

を
と

か

-

静
け
き

も
､

(

に

)

よ
ろ
し
か

り
け

り
(

や

す
ら
は

む

と

す
)

〔

汽
車
時
々

初
5
3

･

全

轡



4

二

修
訂
の

意
味

本
書
末
尾
の

｢

追
ひ

書
き
｣

に

は

｢

こ

の

集
に

は
､

昭

和
十
年
十

一

月
か

ら
､

お

な
じ

十
五

年
七

月
に

捗
る

間
の

作
物
を

集
め

た
｡

｣

と
あ

る

が
､

巻
末
の

｢

製
作
年
表
｣

に

よ
れ
ば

昭
和

十
六
年

一

月
か
ら
五

月
ま
で

の

歌
を

含
ん
で

い

る

(

高
橋
六
二

氏
｢

遠
や
ま
び
こ
｣

､

『

別

冊
国
文
学
』

昭
和
62

･

5

所
収
に

よ

る

指
摘

)

｡

こ

の

よ

う
に

昭
和
十
年
か

ら

十
六

年
に

か
け
て

詠
ま

れ
た

歌
を

､

同
二

十
三

年
三

月
に

歌
集

と
し
て

刊
行
し
た

後
､

あ
ら
た
め

て

所

収
歌
を
見

直
し
た

も
の

が

本
書
朱
書
に

よ
る

修
訂
と
い

え
る

｡

修
訂
の

あ
り
よ

う
は

､

誤
植
を
正
し

(

前
節
に

掲
出
し
た

歌
･

小

題
に

付
し
た

番
号
で

2 6
､

こ

こ

で

は

｢

雪
｣

を
｢

雲
｣

に

改
め

る
｡

な
お

､

以

下
歌

･

小
題
を

示
す

場
合

､

同
様
に

番
号
で

示
す

｡

)

､

ル

ビ

を

付
し
て

読
み

を
明

確
に

し
た

り
(

4
･

3 5
･

3 7
･

3 8
)

､

助
詞
を

削
っ

て

語
調
の

整
え
た

り
(

_ 7
)

し
て

い

る

点
が

ま
ず
指
摘
で

き
る

｡

ま
た
空

白
を

挿
入
し

た
り
(

3
)

読
点
を
付
す
(

3 6
)

な
ど

歌
を
読
む

際

の

区
切

り
を
明

瞭
に

し
て
い

る
｡

更
に

漢
字
を

仮
名
書
き
に

し
た
り

(

7
)

歌
語
に

｢

｣

を

付
し
た
り

(

5
)

､

よ

り
ふ

さ
わ
し
い

意

味
の

漢
字
を
当
て

た

り
(

a
)

し
て

､

そ
の

語
の

イ
メ

-
ジ

を
的
確

･

明

瞭
に

､

あ
る
い

は

強
調
す
る

修
訂
も
見
ら

れ
る

｡

歌
語
等
の

イ
メ

-
ジ

を
的
確

･

明
瞭
に

す
る

例
と
し
て

は
､

更
に

以
下
の

例
が

挙
げ
ら
れ
る

｡

ー4

番
歌
で

は

下
旬

｢

ひ

た
す

ら

海
の

色
さ
だ
ま

り
ぬ
｣

と
い

う

完
了
で

終
わ

る

詠
出
時
の

形
を
体
言

で

止
め

る

こ

と
で

､

静
止
的
な

情
景
と
し
て

広
-
落
ち

着
い

た
雰
囲
気
を

作
っ

て

い

る
｡

ー5

番
歌
で

は

｢

あ
は

れ
｣

を

｢

ね

も
ご
ろ
｣

に
､

｢

あ
ざ

む
-
｣

を

｢

へ

つ

ら
ふ
｣

に

変
え
る
こ

と
で

土
地
の

老

人
が

卑
下
の

心
を
も
っ

て

自
分
に
へ

つ

ら
う

様
の

い

た
た

ま
れ
ぬ

思
い

を
明
確
に

す
る

｡

ー8

番
歌
で

は

｢

掘
り
簸
べ

た
る

笥
は
｣

の

｢

は
｣

に

よ
る

笥
へ

の

注
視
の

語
気
を

｢

を
｣

と
い

う
目
的

を

示
す
助

詞
に

変
え
る

こ

と
で

押
さ
え

､

下
旬
で

｢

指
ば
か

り
な
る
｣

と
い

う

驚
き
を
効
果
的
に

す
る

｡

ー9

番
歌
も

｢

遠
い

に

し
へ

も
､

悲
し

か
り
け

り
｣

の

｢

け

り
｣

を
推
量

｢

け
む
｣

に

変
え

､

｢

悲
し
｣

の

主
体
を

｢

と

ど
め

し

人
｣

と
し
て

明
確
に

す

る
｡

2 5

番
歌
で

は

寺
の

子
が

寺
の

子
ら
し
-

遊
ぶ

様
子
も

､

｢

声
に

立
て

ど

も
､

音
ぞ

ひ

そ
け
き
｣

の

｢

声
｣

と

｢

音
｣

を
逆
に

し
て

､

物
音
と

し
て

聞
こ

え
る

が

声
と
し
て

は

は
っ

き
り
せ

ず
ひ

そ

や
か
な

様
で

あ
る

と
い

う
形
に

す
る
よ

卜

つ

言
葉
が
選
ば

れ
て
い

る
｡

2 9

番
歌
で

は

｢

も
の

音
は

今
は

聞
え
ぬ

夕
川
の
｣

と
あ
る

三

句
切
れ

を
｢

聞
え

ず
｣

と
二

句
切
れ
と

し
て

､

ま
ず

静
け
さ
を

喚
起
し

､

そ
の

川
波
の

美
し
さ
を

鮮
明
に

す
る

｡

3 2

番
歌
で

は

｢

思
ほ

え
ぬ

方
に

な
び
け
る
｣

の

｢

る
｣

と
い

う
存
続
の

語
を
削
っ

て

｢

た
な
び

-
｣

に

替
え

､

動
勢
を

強
め

て

汽
車
の

動
き
に

対
応
さ
せ

て

い

る
｡

加
え
て

2

番
の

小
題

｢

春
ひ

ね

も
す
｣

を
｢

山

鳥
｣

と
し

た
こ

と
に

は
､

こ

の

歌
群
が

昭
和
十

一

年
新

春
を
主
に

詠
む
も
の

で

あ
り

､

春
の

の

ど

か
さ
を

表
す

｢

春
ひ

ね
も

す
｣

で

は

季
節
と
し
て

や
や
穏
当
を

欠
-
と

考
え
た

も
の

か
｡

昭

和
十
年
か
ら

十
六

年
の

詠
作
を

戦
後
に

な
っ

て

見
直
す

場
合

､

作
者
自
身
の

､

そ
の

詠
わ
れ
た
内
容

に

対
し
て

時
を
置
い

た

後
の

意
識
の

変
化
も
修
訂
の

中
に

認
め

ら
れ
る

｡

そ
れ
が

指
摘
で

き
る

も
の

と
し

て
､

9
･

ー2
･

2 3

の

歌
が

あ
る

｡

9

番
歌
は

師
の

道
を

自
ら
も

歩
ん
で

き
た
こ

と
の

確
認
の

歌
で

あ

る
が

､

｢

鎗
は

来
に

け
む
｣

の

｢

け

む
｣

を

詠
嘆

｢

け
り
｣

と
す
る

こ

と
で

自
ら
の

歩
み

来
た
あ

り
方
に

自
侍
の

思
い

を

読
み
と
る
こ

と
が
で

き
る

｡

修
訂
時
に

は

そ
の

歩
み

来
し
道
を

確
か
な
も
の

と
し
て

自
ら

評
価
で

き
る

よ

う
に

な
っ

た
こ

と
を

示
す

｡

1 2

番
歌
で

は

｢

我
は

く
だ

叫
り
｣

を
｢

く
だ
り

行
き
け
り
｣

と
す
る

こ

と
で

､

夕
暮
れ

､

暗
い

墓
の

中

に

入
っ

て

い

-

イ
メ

-
ジ

を
鮮
明
に

し
て

そ
の

厳
か
な

雰
囲
気
を
加
え

る
｡

2 3

番
歌
の

左
注
で

は

自
分
の

足
を
さ
す
っ

て

-
れ

た
若
者
良
彦
が

既
に

亡
い

こ

と

を
｢

亡
き

人
な
り
｣

と

す
る

こ

と
で

あ
ら
た
め

て

確
認
す

る
語
気
を

込
め

る
｡

ウ

レ

加
え
て

8

番
歌
で

は
､

｢

構
う
ご

-
よ

と

言
ひ

た

ま
ひ

け
む
｣

の

｢

け

む
｣

を

｢

ら
め
｣

と

現
在
推

量
に

し
て

､

今
も
そ
の

時
の

三

矢
先
生
の

言
っ

た
こ

と
を

推
量
す
る

と
い

う
変
更
が

指
摘
で

き
る

｡

生
前

の

｢

三

矢

先
生
｣

が

講
義
な
ど
の

お
り
に

か

窓
外
の

梢
が
風
に

動
い

て

い

る
の

を

指
摘
し
た

､

そ
の

言
葉

も
明
瞭
で

な
か
っ

た
と
い

う
｡

そ
ん
な

師
の

姿
を

今
に

生
か

す
姿
勢
が

読
み
と
れ

る
｡

右
の

ほ

か
､

詠
作
時
の

高
ま
っ

た

感
情
が

時
間
を

置
-
こ

と
で

沈
静
し

､

そ
の

高
ま
り
故
の

言
葉
の

ぎ

こ

ち
な
い

組
み

立
て

が

客
観
の

視
座
か
ら

見
直
さ
れ
て

そ
の

折
の

心

情
が

明
確
に

な

り
､

時
に

し

み
じ
み

と

し
た
情
調
の

世
界
に

変
え

ら
れ
て

い

る

と
い

う

変
化
も

見
ら
れ
る

｡

2 1

番
歌
で

は

｢

垢
づ

-

襟
の

あ
は

れ

さ
｣

を

歌
の

中
に

指
摘
さ
れ

た

屈
辱
の

思
い

に

つ

い

て
､

｢

歌
に

よ

み

し
人

､

こ

の

人
な

り
け
む
｣

を
｢

あ
や
ま

ち
を
し
つ
｣

と

変
え

､

よ

り
客
観
視
す
る

心

境
を

得
て

い

る
｡

感
情
の

高
ま

り
と
は

言
え
な
い

ま
で

も
､

波
乱
の

多
か
っ

た

数
年
の

経
過
の

あ
と

穏
や

か
な
心

境
の

中

で

歌
に

詠
ま
れ
た

情
景
を

思
い

起
こ

し
そ
の

折
の

心
理
の

機
微
を

､

言
葉
を

改
め
つ

つ

表
現
し
て

い

る

箇

所
も
目
立
つ

｡

例
え
ば

､

-

番
歌
は

そ
の

年
が

凶
作
で

あ
っ

た

十
1

月
､

山
の

村
を
訪
れ
数
日

後
そ
こ

を
辞
し
た

際
の

心
の

啓
と
し
た

姿
を
読
ん
だ

も
の

で

あ
る

o

冬
に

向
か

う
寒
村
で

人
々

の

生

活
が

ま
ま
な

ら
ぬ

様
子
を
日

127
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の

当
た

り
に

し
て

超
空

自
身
心
の

消
え

る
よ
う

な
思
い

を

持
つ

｡

｢

我
の

心
の
｣

の

｢

の
｣

は

そ
ん

な
超

空
の

心
内
を
示
す
よ
う
に

弱
々

し
い

語
調
を

作
っ

て

い

る
｡

後
に

は

｢

我
の

心
は
｣

と

し
て

そ
の

心
の

弱
々

し
さ
か
ら

脱
し
た
上
で

｢

た

の

し
ま
｣

ぬ

自
ら
を

客
体
化
す

る
｡

6

番
歌
は

貧
し
い

な

が
ら

謙
虚
に

礼
節
を
わ
き
ま
え

た
姿
に

超
空
が

心
を
温
か
く
し

た
歌
で

あ

む

が
､

｢

礼
譲
知
る

人
は

言
ふ

こ

と
も
｣

だ

と
超
空

自
身
の

幾
分
の

不
遜
4

t
)

が
拭
え
な
い

｡

｢

の
｣

で

繋
げ
て

超
空

自
身
の

自
我
を
穏
や
か

に

し
て
い

る
｡

川

番
歌
の

左
注
で

は

｢

寂
か
な
生

を

営
む
｣

を
｢

寂
か
に

生
を

養
ふ
｣

に

す
る

と
こ

ろ
に

人
生
の

苦
難

を

経
て

安
ら

ぐ
人
々
へ

の

超
空
の

穏
や
か
な

ま
な
ざ
し
の

付
加
が

認
め

ら
れ
る

｡

次
の

‖

番
歌
詞
書
で

は

病
弱
な

者
｢

ば

か

り
｣

を
｢

だ
け
｣

と
す
る

こ

と
に

は
､

限
定
の

強
い

語
気
を
普
通
の

そ

れ
に

し
て

和
ら

げ
､

そ
こ

に

人
々

の

安
ら

ぎ
の

生
を

感
じ
る

こ

と
が
で

き
る

｡

1 6

番
歌
で

は

｢

へ

つ

ら

ひ

を
人
に

言
は

れ
て
｣

の

｢

れ
｣

と
い

う

受
け

身
を

｢

せ
｣

(

使
役

)

に

変
え

る

こ

と
で

､

へ

つ

ら
い

の

言
葉
を
老

人
に

言
わ
せ

る

自
分
の

存
在
を
見
つ

め

る

意

識
を

強
め

る
｡

2 4

番
歌
で

は

親
が

｢

よ

き
唄
｣

を

教
え
な
い

こ

と
を

子
供
が

物
足
り
な
-

寂
し
が
る

様
子
を

推
量
す
る

作
者
の

心
を

､

｢

ら
し
｣

を
｢

ら
む
｣

に

替
え

る
i

)

と
で

､

よ
り
超

空
の

主

体
を
込
め

て

村
の

人
々

の

暮

ら
し

を
い

と
お

し
む
眼
差
し

を
強
め

て

い

る
｡

2 7

番
歌
で

は

う
と
う
と

と
気
づ

か

ぬ

う
ち
に

眠
っ

て

手
に

伝
う

蜘
株
で

目
を

覚
ま
し
た

と
い

う

機
微
の

表
現

｢

け

む
｣

を

捨
て

､

｢

ね

む
る

な

り
｣

の

表
現
を

選
び

直
す
こ

と
で

河
原
に

眠
る

の

ど

け
さ
を

詠
い

上
げ
て

い

る
｡

3 0

番
歌
で

は

単
な
る

程
度
の

大

き
さ
を

示
す

表
現
の

語
｢

殊
に
｣

を

捨
て

､

｢

す
で

に
｣

と

す
る

こ

と

で

春
に

向
か
う

季
節
の

情
趣
豊
か

な

様
を
月
の

光
に

見
よ
う
と

す
る

｡

3一

番
歌
で

は

第
四

句
下
に

あ
っ

た

｢

-
｣

を

第
三

句
下
の

位
置
を
移
す
こ

と

で

余
情
を

残
す

箇
所
を

変

え
､

拝
借
を

効
果
的
に

し
て

い

る
｡

3 9

番
歌
で

は

｢

か
-

静
け
き
も
よ

ろ
し
か
り

け
り
｣

と
い

う

直
接
の

評
価
の

表
現
を

｢

か

-
静
け

き
に

や
す

ら
を
む
と

す
｣

と
し
て

､

そ
の

静
か
さ
の

中
に

心

和
ま
せ

る

作
者
の

姿
を

描
い

て
､

春
の

の

ど
か

な

風
景
を
具
象
化
す
る

｡

終
わ
り
に

民
俗
的
要

素
を
は

ら
む

題
材
を

多
-
取
り
上

げ
そ
こ

に

潜
む
人

間
の

｢

あ
は

れ
｣

を

歌
う
と
い

う
超
空

の

歌
の

姿
は

『

遠
や
ま
び
こ
』

に

も

見
い

だ
せ

る

が
､

高
橋
六
二

氏
は

こ

の

歌
集
に
つ

い

て

｢

戦
時
体
制

に

向
か

う
世
情
へ

の

慨
嘆
と

､

由
縁
あ
る
人
々
へ

の

深
い

情
と
が

交
錯
し
て

､

･
不
思

議
に

沈
潜
し
た

作
品

集
に

な
っ

て

い

る
｡

｣

と

述
べ

ら
れ
る

(

前
掲
論
文

)

｡

本
書
を
め

ぐ
る

敗
戦
後
の

段

階
の

修
訂
で

は
､

そ

う
し
た

戦
争
の

非
常
な
影
を

凝
視
す
る

詠
作
時
の

歌
の

世
界
を

大
戦
の

動
乱
を

経
た

後
に

い

と
お

し
み
つ

つ

見

直
す
こ

と
で

､

特
に

後
者

(

｢

由
縁
あ
る

人
々
へ

の

深
い

情
｣

)

に

つ

い

て
､

詠
出
時
の

情
景
の

描
写

を
的

確
に

し
'

修
訂
時
の

心

境
を
織
り
交
ぜ
て

対
象
へ

の

穏
や
か

な

眼
差
し
を

確
保
し

て

い

る

と
い

え
る

｡

そ
の

点
で

｢

沈

潜
｣

を
更
に

繊
細
で

豊
か
な

表
現
と
し
て

押
し
進
め

た
も
の

と
い

え
る

の

で

は

な
い

か
｡

(

図
-
)

表
紙
内
側
の

遊
紙
表
に

貼
ら

れ
た
釈
超
空
筆
の

葺
紙

126

(

図
2

)

修
訂
書
き
入
れ
の

例


