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「
千

木

の
片

殺

」

の
意

味

に

つ

い

て

述

べ

よ

テ

キ

ス
ト

本

論

で

は

ま

ず

、
源

平

盛

衰

記

の

「
住

吉

諏

方

両

神

」

に

於

け

る

「
社

ハ
千

木

ノ

片

殺

神

寂

」

の
用

例

を

採

り

上

げ

て

お

り

、

次

に

延

慶

本

平

家

物

語

の

「
御

宮

造

神

サ

ヒ

テ

行

合

間

霜

厭

給

フ
」

の
類

文

を

含

め

て

、

新

古

今

和

歌

集

巻

十

九

神

祇

歌

夜

や

さ

む

き

衣

は

う

す

き

片

そ

ぎ

の

ゆ

き

あ

ひ

の
ま

よ

り

霜

や

お

く

ら

む

住

吉

御

歌

と

な

ん

に

目

を

転

じ

、

盛

衰

記

の
用

例

は

、

こ

の
歌

を

踏

ま

え

て

い

る

と

し

て

い

る

。

更

に

巻

十

二

恋

歌

、

崇

徳

院

に

百

首

歌

奉

り

け

る

時

に

詠

ま

れ

た

大

炊

御

門

右

大

臣

藤

原

公

能

の

わ

が

恋

は

千

木

の
片

そ

ぎ

難

く

の

み

ゆ

き

逢

は

で

年

の
積

も

り

ぬ

る

か

な

を

引

き

合

い

に

出

し

て

い

る

。

こ

の

公

能

の
歌

は

、

先

の
住

吉

御

歌

を

踏

ま

え

て

い

る

事

が

日

本

古

典

文

学

全

集

本

の
新

古

今

和

歌

集

の
頭

注

に

も

見

え

る

が

、

公

能

が

踏

ま

え

る

元

と

な

っ
た

住

吉

御

歌

の

「
片

そ

ぎ

」

の
意

味

合

い
と

、

公

能

が

百

首

歌

を

詠

ん

だ

久

安

六

年

（
一

一
五

〇

年

）

の
年

代

で

の
意

味

合

い
が

果

た

し

て

同

一
で

あ

っ
た

の

か

と

言

う

点

で

の
問

題

提

起

を

行

っ
て

い

る

。

そ

こ

で

新

古

今

和

歌

集

の

そ

れ

ぞ

れ

の
注

釈

書

を

踏

ま

え

て

、

「
片

そ

ぎ

」

の

語

義

に

つ

い

て

検

証

を

行

っ
て

い

る

。

塩

井

政

男

氏

の
新

古

今

和

歌

集

詳

解

を

引

用

し

、

住

吉

神

詠

の

「
か

た

そ

ぎ

と

は

、

千

木

の
上

の

一
端

を

削

ぎ

て

あ

る

を

言

ふ

な

れ

ど

、

こ

こ

に

て

は

、

直

ち

に

、

千

木

の
代

り

に

用

ひ

た

る

な

り

。

千

木

の
行

き

合

ひ

の
間

と

は

、

千

木

の
交

叉

す

る

あ

ひ

だ

と

い

ふ

意

に

て

、
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屋

根

棟

な

ど

の

壊

れ

て

隙

間

の

あ

る

を

言

は

れ

し

も

の

な

る

べ

し

。
」
の
説

明

が

現

在

に

至

る

ま

で

ほ
ぼ

定

説

と

な

っ
て

い

る

「
千

木

の
片

殺

」

語

義

解

釈

と

な

っ
て

い

る

。

果

た

し

て

、

こ

の

語

義

解

釈

が

何

時

の
時

代

に

ま

で

遡

れ

る

か

に

つ

い

て

、

新

古

今

注

が

カ

タ

ソ

キ

作

ト

云

う

事

、

社

頭

ノ
作

ヤ

ウ

ニ
ア

リ

と

す

る

の

み

で

参

考

に

は

な

り

難

い

の

に

対

し

て

、

新

古

今

集

聞

書

に

は

、
か

た

そ

き

と

は

、

社

た

ん

の

む

ね

に

、

か

た

な

の

は

の
や

う

に

か

た

そ

き

に

し

て

、

う

ち

か

へ
て

ゆ

ふ

木

也

。

又

、

ゆ

き

あ

ひ

の
ま

と

は

、

杉

い

た

の
や

う

に

ふ

き

た

る

を

い
ふ

也

。

と

あ

る

。

少

な

く

と

も

細

川

幽

斎

の
時

代

ま

で

は

、

刀

の

刃

の

よ

う

に

片

そ

ぎ

に

さ

れ

た

木

が

二

つ
組

み

あ

わ

さ

れ

た

と

云

う

解

釈

が

遡

り

得

る

事

が

判

る

。

し

か

し

、

同

時

に

「
ゆ

き

あ

ひ

の
ま

」

に

つ

い

て

は

、

テ

キ

ス

ト

の
著

者

が

指

摘

し

て

い

る

様

に

住

吉

神

詠

を

踏

ま

え

る

と

こ

の

刀

状

の

千

木

が

組

み

あ

わ

さ

れ

て

い

る

「
ゆ

き

あ

ひ

の

ま

」

と

な

れ

ば

、

歌

の
意

味

が

通

り

に

く

く

、

こ

こ

で

は

、

「
杉

い

た

の
や

う

に

ふ

き

た

る

を

い

ふ

」

と

独

自

説

を

加

え

て

い

る

。

ま

た

、

こ

う

し

た

解

釈

史

を

見

る

限

り

で

は

、

果

た

し

て

公

能

が

「
わ

が

恋

は

千

木

の
片

そ

ぎ

難

く

の

み

」

と

詠

ん

だ

際

に

、

果

た

し

て

「
片

そ

ぎ

」

の
意

味

を

、

中

世

後

期

以

降

の

「
片

そ

ぎ

」

の

語

義

理

解

に

基

づ

い

て

詠

ま

れ

た

も

の

か

の
疑

問

点

が

出

て

く

る

と

指

摘

し

て

い

る

。

こ

こ

で

神

社

建

築

史

の
立

場

か

ら

「
千

木

の
片

そ

ぎ

」

に

関

し

て

、

福

山

敏

男

氏

に

よ

る

「
住

吉

大

社

」

を

次

の
様

に

引

用

し

て

い

る

。

古
典
文
学
研
究
Ⅲ

第
１
設
題

０
２
０
２
１
―

１
０
４
１
９

古
家

強



（3）

古
典
文
学
研
究
Ⅲ

第
１
設
題

０
２
０
２
１
―

１
０
４
１
９

古
家

強

本

殿

の
千

木

は

平

安

時

代

以

来

、

歌

に

詠

ま

れ

て

名

高

い
。

「
千

木

の
片

そ

ぎ

」

と

い
う

の

は

、

一
説

の

よ

う

に

千

木

の

上

端

の
縦

横

の
切

り

方

を

指

す

の

で

は

な

く

。

千

木

二

本

を

組

み

あ

わ

せ

る

時

に

あ

い
接

す

る

面

を

削

り

取

る

か

ら

で

あ

る

。
奈

良

時

代

に

本

殿

が

荒

廃

し

た

事

を

嘆

く

神

歌

と

し

て

、

「
夜

や

寒

き

衣

や

薄

き

か

た

そ

ぎ

の
行

き

あ

ひ

の

ま

よ

り

霜

や

置

く

ら

ん

」

と

い
う

の
が

伝

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

千

木

の
交

点

に

隙

間

が

出

来

る

く

ら

い

に

建

物

が

荒

れ

て

殿

内

に

寒

い
風

が

入

る

と

云

う

意

味

で

あ

る

か

ら

・

・

・

・

福

山

説

に

よ

る

と

、

片

そ

ぎ

は

、

二

つ

の
千

木

を

組

み

あ

わ

せ

る

交

点

の
加

工

形

態

の
事

を

指

す

。

住

吉

神

詠

歌

の
本

来

の
意

味

は

、

千

木

の
片

そ

ぎ

の
隙

間

が

開

く

程

、

建

物

が

荒

廃

し

た

神

寂

び

た

有

様

を

示

す

と

云

う

意

味

合

い

に

な

り

、

中

世

期

後

期

か

ら

続

い

て

来

た

「
千

木

の
片

そ

ぎ

」

解

釈

を

覆

す

事

に

も

な

り

か

ね

な

い
。

テ

キ

ス

ト

本

論

で

は

、

こ

の
説

を

採

る

事

で

、

「
住

吉

神

詠

は

明

快

に

解

釈

出

来

る

」

と

し

て

い

る

。

更

に

公

能

歌

も

、

こ

の
様

な

解

釈

に

基

づ

い

て

詠

ま

れ

て

い

る

の

で

は

無

い

か

と

推

論

さ

れ

て

い

る

。

俊

頼

髄

脳

に

は

、

「
片

そ

ぎ

と

い

へ
る

は

、

神

の

社

の
棟

に

、

高

く

さ

し

い

で

た

る

木

の

名

な

り

。
」

と

あ

り

、

八

雲

御

抄

に

は

、

「
か

た

そ

ぎ

、

ち

ぎ

は

お

な

じ

も

の

の

よ

し

、

範

兼

説

也

。

社

の

つ
ま

に

か

た

の

さ

き

の
や

う

な

る

木

也

。
」

等

と

俊

頼

以

来

、

「
か

た

そ

ぎ

」

は

、

大

体

、

千

木

の

こ

と

と

考

え

ら

れ

て

い

た

。

俊

頼

髄

脳

の
著

者

、

源

俊

頼

（
一
〇

五

五

～

一

一
二

九

）

の
歌

集

散

木

奇

歌

集

に

は

、

百

首

歌

に

霜

を

よ

め

る

住

吉

の
ち

ぎ

の

か

た

そ

ぎ

ゆ

き

も

あ

は

で
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霜

お

き

ま

が

ふ

冬

は

き

に

け

り

と

あ

り

、

「
ち

ぎ

の

か

た

そ

ぎ

」

を

歌

作

に

用

い

た

最

初

の

も

の

と

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

が

久

安

六

年

に

公

能

が

「
わ

が

恋

は

千

木

の
片

そ

ぎ

」

の
歌

を

詠

ん

だ

段

階

で

は

恋

歌

と

し

て

「
合

う

べ

き

も

の
が

逢

え

な

い
」

意

を

強

調

す

る

手

段

と

し

て

「
千

木

の
片

そ

ぎ

」

が

引

き

合

い

に

出

さ

れ

る

様

に

な

る

が

、

こ

の
場

合

で

も

本

来

の

「
片

そ

ぎ

」

の
意

を

考

え

れ

ば

歌

の

イ

メ

ー

ジ

は

か

な

り

異

な

っ
て

く

る

。

更

に

寂

連

法

師

が

出

雲

大

社

を

訪

れ

た

時

に

詠

ん

だ

歌

出

雲

の
大

社

に

ま

う

で

見

侍

り

け

れ

ば

、

あ

ま

雲

た

な

び

く

山

の
な

か

ば

ま

で

か

た

そ

ぎ

の

見

え

け

る

な

む

、

こ

の

よ

の

こ

と

と

は

お

ぼ

え

た

り

け

る

。

和

ぐ

る

光

や

空

に

み

ち

ぬ

ら

ん

雲

に

分

け

入

る

ち

ぎ

の

か

た

そ

ぎ

で

は

、

「
か

た

そ

ぎ

」

と

「
ち

ぎ

の

か

た

そ

ぎ

」

を

同

一
視

す

る

八

雲

御

抄

の

以

下

の
歌

学

書

に

見

ら

れ

る

解

釈

に

倣

う

も

の
と

な

っ
て

い

る

こ

と

は

云

う

ま

で

も

な

い
。

最

後

に

テ

キ

ス

ト

で

は

、

「
片

そ

ぎ

先

端

説

」

の

出

所

に

つ

い

て

、

伊

勢

神

道

の

「
宝

基

本

記

」

を

挙

げ

、

伊

勢

神

宮

の
外

宮

と

内

宮

と

で

先

端

の

「
か

た

そ

ぎ

」

の
形

状

が

水

平

と

垂

直

に

区

別

さ

れ

る

流

儀

の
影

響

も

早

い
時

期

に

加

わ

り

、

近

世

以

降

の
解

釈

に

つ
な

が

っ
て

い

っ
た

可

能

性

も

示

唆

し

て

い

る

。

テ

キ

ス

ト

本

論

で

は

、

源

平

盛

衰

記

に

始

ま

り

、

新

古

今

和

歌

集

の
住

吉

神

詠

歌

、

公

能

の
恋

歌

を

含

め

た

解

釈

を

検

討

す

る

事

で

、

「
片

そ

ぎ

」

が

本

来

は

、

二

本

の

「
千

木

」

を

組

み

あ

わ

せ

る

際

に

片

側

が

削

り

落

と

さ

れ

た

結

合

部

分

で

あ

っ
た

の
が

、

中
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世

後

期

に

は

、

「
片

そ

ぎ

」

と

「
千

木

」

と

を

同

一
視

す

る

解

釈

が

発

生

し

、

更

に

後

の
時

代

に

な

っ
て

、

伊

勢

神

道

等

の
影

響

を

受

け

て

、

「
片

そ

ぎ

」

先

端

説

に

変

化

し

て

い

っ
た

有

様

を

具

体

例

を

挙

げ

て

説

明

し

て

い

る

。

テ

キ

ス
ト

本

論

の

展

開

に

於

い

て

興

味

深

い

の

は

、

既

に

「
片

そ

ぎ

」

の
解

釈

が

「
定

説

化

」

し

て

い

る

事

を

覆

す

事

が

出

来

る

様

な

着

想

点

に

つ

い

て

は

、
や

は

り

「
源

平

盛

衰

記

」
あ

る

い

は

、

「
延

慶

本

平

家

物

語

」

等

の
説

話

文

学

の
類

文

の
注

釈

や

本

文

読

解

の
作

業

を

通

じ

て

得

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

、

従

来

の
歌

学

書

中

心

の
理

解

で

は

、
こ

の
様

な

観

点

の
転

換

が

難

し

く

、

和

歌

と

云

う

ジ

ャ

ン

ル

に

と

ら

わ

れ

ず

、

広

視

野

か

ら

語

義

を

理

解

す

る

事

の
重

要

性

で

あ

ろ

う

。

こ

こ

ま

で

、

「
千

木

の
片

そ

ぎ

」

に

つ

い

て

源

平

盛

衰

記

、

新

古

今

和

歌

集

及

び

類

歌

に

つ

い

て

の
考

察

と

論

の

展

開

を

ま

と

め

た

が

、
若

干

、
私

の
考

え

方

に

つ

い

て

述

べ

て

み

る

事

に

し

よ

う

。

ま

ず

、

「
片

そ

ぎ

」

用

例

が

見

ら

れ

る

和

歌

を

二

十

一
代

集

か

ら

抜

き

出

し

て

見

る

と

、

金

葉

和

歌

集

の
俊

頼

の

「
す

み

よ

し

の

（
き

し

）

の

か

た

そ

き

」

歌

は

、

「
ち

ぎ

」

が

「
き

し

」

に

変

わ

っ
て

い

る

が

、

こ

れ

は

、

た

だ

単

に

テ

キ

ス
ト

校

異

上

の
問

題

で

は

片

づ

け

ら

れ

な

い
点

も

あ

る

だ

ろ

う

。

「
片

そ

ぎ

」

＝

「
千

木

」

と

の

見

方

が

定

着

し

て

か

ら

は

、

「
千

木

」

を

「
岸

」

に

置

き

換

え

て

も

十

分

に

歌

意

が

通

じ

る

と

考

え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

金

葉

和

歌

集

（
別

巻

）

（
初

度

本

に

あ

り

て

底

本

に

な

き

歌

）

百

首

歌

の
中

に

霜

を

よ

め

る

源

俊

頼

朝

臣

8
5
0

す

み

よ

し

の
き

し

の

か

た

そ

き

ゆ

き

も

あ

は

て
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古
典
文
学
研
究
Ⅲ

第
１
設
題

０
２
０
２
１
―

１
０
４
１
９

古
家

強

し

も

を

き

ま

よ

ふ

冬

は

き

に

け

り

ま

た

、

こ

の
歌

の
場

合

は

、

住

吉

神

詠

を

踏

ま

え

な

が

ら

も

む

し

ろ

、

「
霜

」

を

詠

む

事

で

季

節

感

を

強

調

し

て

い

る

が

、

源

氏

物

語

若

菜

下

に

於

け

る

紫

の
上

の

住

之

江

の
松

に

夜

ぶ

か

く

置

く

霜

は

神

の

か

け

た

る

木

綿

髪

か

も

の
歌

に

見

ら

れ

る

通

り

、

住

吉

社

神

詠

の
古

来

か

ら

の
伝

統

と

し

て

、

天

か

ら

降

る

「
霜

」

自

体

に

住

吉

神

の
神

慮

の

現

れ

と

す

る

見

方

が

出

来

る

の

で

、

敢

え

て

「
千

木

」

を

出

さ

な

く

と

も

歌

の

神

意

性

は

十

分

伝

わ

る

。

次

に

恋

歌

を

三

首

挙

げ

て

見

る

（
以

下

資

料

参

照

）

と

、

為

忠

の

歌

は

、

「
か

た

そ

き

」

と

「
あ

は

ぬ

」

が

縁

語

の
様

に

使

わ

れ

て

い

る

が

、

こ

の

場

合

は

、

「
片

そ

ぎ

」

を

千

木

が

刀

状

に

加

工

さ

れ

た

形

態

を

表

す

の

で

は

、

「
我

な

れ

や

」

と

「
片

そ

ぎ

」

を

自

分

に

譬

え

て

み

て

も

恋

歌

と

し

て

意

味

が

生

き

て

来

な

い
事

に

な

る

。
や

は

り

こ

の
場

合

は

、
千

木

の
行

合

の
部

分

を

「
片

そ

ぎ

」

に

し

な

け

れ

ば

意

味

が

通

じ

難

く

な

る

。

次

に

神

祇

歌

を

見

る

と

、

後

鳥

羽

院

御

製

歌

の

「
露

霜

」
、

続

後

撰

和

歌

集

の
後

鳥

羽

院

御

製

歌

の

「
か

た

そ

き

の
行

あ

ひ

の
霜

」

と

必

ず

「
霜

」

が

詠

ま

れ

て

お

り

、

住

吉

神

詠

の
伝

統

と

し

て

重

要

な

役

割

を

果

た

し

て

い

る

。

と

こ

ろ

が

こ

こ

で

気

に

な

る

の

は

、

「
行

き

合

い

の
霜

」

と

、

住

吉

神

詠

の

「
行

合

の
間

よ

り

霜

が

置

く

ら

む

」

と

で

は

、

意

味

合

い

が

違

っ
て

く

る

事

で

あ

る

。

「
行

き

合

い

の
霜

」

の

「
の

」

は

、

明

ら

か

に

行

き

合

い

の
部

分

に

霜

が

降

り

て

い

る

事

を

示

し

て

い

る

。

「
行

き

合

い

」

の

「
間

」

よ

り

で

は

無

い

訳

で

、

そ

う
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古
典
文
学
研
究
Ⅲ

第
１
設
題

０
２
０
２
１
―

１
０
４
１
９

古
家

強

な

る

と

既

に

、

後

鳥

羽

院

の
時

代

に

は

、

「
片

そ

ぎ

」

が

行

き

合

い

の

交

点

の
接

合

部

を

示

す

の

で

は

な

く

て

、

「
千

木

」

全

体

を

示

す

意

味

に

変

わ

っ
て

し

ま

っ
て

い
た

事

に

な

る

。

こ

の
様

に

勅

撰

集

の
類

歌

を

見

る

上

で

は

、
「
千

木

の
片

そ

ぎ

」

と

「
行

合

」

の
関

係

、

あ

る

い

は

「
霜

」

等

の

キ

ー

ワ

ー

ド

を

如

何

に

捉

え

る

か

で

意

味

合

い
が

変

わ

っ
て

く

る

。

恋

歌

に

つ

い

て

は

、

「
片

そ

ぎ

」

と

「
行

き

合

い

」

の

関

係

に

つ

い

て

、

「
片

そ

ぎ

」

が

「
行

き

合

い
」

の
部

分

、

す

な

わ

ち

、

接

合

部

分

を

組

み

あ

わ

せ

る

為

に

接

合

部

分

を

削

り

取

っ
た

形

態

が

元

々

の

語

義

で

あ

る

と

想

定

し

た

場

合

、

大

き

な

矛

盾

無

く

解

釈

出

来

る

が

、

神

祇

歌

の
場

合

に

は

、

明

ら

か

な

語

義

の
変

質

が

認

め

ら

れ

る

。

「
片

そ

ぎ

」

の
意

味

合

い
が

時

代

を

経

て

変

質

し

て

行

っ
た

要

因

と

し

て

、

テ

キ

ス
ト

本

論

で

示

さ

れ

て

い

る

様

に

伊

勢

神

道

で

の
教

義

面

、

も

し

く

は

、

語

義

解

釈

が

変

わ

っ
た

事

が

神

祇

歌

に

も

反

映

さ

れ

る

様

に

な

っ
た

可

能

性

も

あ

る

。

私

は

、

こ

の
点

に

つ

い

て

、

次

の
様

な

仮

説

を

思

い

つ

い

た

。

そ

れ

は

、

現

在

の
住

吉

大

社

の
神

社

建

築

の

「
千

木

」

の
部

分

を

見

る

と

、

本

来

は

、

古

来

の
神

明

造

り

の
伝

統

で

あ

る

屋

根

の
骨

組

み

の
交

叉

す

る

部

分

が

突

き

出

た

の
を

千

木

と

呼

ん

で

い

た

の

が

、
所

謂

、

「
置

き

千

木

」

の
方

式

に

変

わ

っ
て

い

る

事

で

あ

る

。

現

在

、

「
置

き

千

木

」

を

採

用

し

て

い

る

の

は

、

住

吉

大

社

、

出

雲

大

社

等

の
古

代

か

ら

続

い

て

来

た

格

式

高

い
神

社

の
大

部

分

が

そ

う

で

あ

る

が

、

一
方

、

古

来

か

ら

の
様

式

を

保

っ
て

い

る

の

は

、

諏

訪

大

社

上

社

宝

殿

等

が

挙

げ

ら

れ

、

数

少

な

い

も

の

の
、

古

く

か

ら

の
様

式

を

守

っ
て

い

る

神

社

建

築

も

見

ら

れ

る

。

ま

た

、

伊

勢

神

宮

内

外

宮

等

古

来

か

ら

の
様

式

を

保

っ
て

い

る
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古
典
文
学
研
究
Ⅲ

第
１
設
題

０
２
０
２
１
―

１
０
４
１
９

古
家

強

と

さ

れ

る

神

明

造

り

に

つ

い

て

は

、

実

は

、

厳

格

な

区

別

が

存

在

し

て

お

り

、

一
般

に

神

明

造

は

、

正

面

が

三

間

（
柱

が

四

本

よ

っ

て

、

間

が

三

つ
）
、

側

面

が

二

間

、

平

入

り

切

妻

直

線

構

造

で

、

柱

は

礎

石

を

地

上

に

見

せ

ず

掘

立

と

し

、

両

側

面

に

棟

木

を

支

え

る

棟

持

柱

（
二

柱

）

が

あ

り

、

破

風

（
屋

根

の
流

れ

に

沿

う

端

の

板

）

が

の

び

て

千

木

と

な

っ
て

い

る

。

こ

の
中

で

、

伊

勢

神

宮

の

内

宮

、

外

宮

に

見

ら

れ

る

神

明

造

は

、

平

入

り

直

線

式

（
そ

の

ま

ま

千

木

ま

で

伸

び

た

形

）

と

な

っ
て

お

り

、

神

明

造

の
中

で

も

は

最

も

、
純

粋

・
厳

格

な

も

の

で

、

一
般

の
神

明

造

と

区

別

し

て

「
唯

一
神

明

造

」

と

呼

ば

れ

て

お

り

、

他

社

で

は

、

神

宮

と

同

一
の

も

の

は

造

れ

な

い
事

に

な

っ
て

い

る

。
こ

の
為

、
本

来

の
千

木

の

「
片

そ

ぎ

」

は

唯

一
神

明

造

、

も

し

く

は

、

古

来

の
様

式

を

別

系

統

で

伝

え

て

い

る

大

社

以

外

に

は

保

つ
事

が

出

来

な

い
事

に

な

る

。

こ

の
唯

一
神

明

造

り

が

神

祇

と

し

て

制

定

さ

れ

た

事

を

契

機

と

し

て

住

吉

大

社

等

の
主

要

大

社

の
千

木

が

「
置

き

千

木

」

に

変

わ

っ
て

い

っ
た

の

で

は

な

い
だ

ろ

う

か

。

そ

れ

が

、

ど

の
年

代

の
事

な

の

か

が

、
案

外

、
重

要

な

意

味

合

い
を

持

っ
て

き

そ

う

で

あ

る

。

「
置

き

千

木

」

の
場

合

は

、

本

来

の

「
片

そ

ぎ

」

が

意

味

を

失

っ

て

し

ま

う

か

ら

で

あ

る

。

つ
ま

り

、

本

来

は

神

社

建

築

の
構

造

の

中

で

重

要

な

役

割

を

保

っ
て

来

た

千

木

が

、

「
置

き

千

木

」

と

し

て

装

飾

化

さ

れ

た

段

階

で

、

和

歌

や

そ

の
他

文

学

作

品

に

描

か

れ

る

千

木

の
姿

も

変

質

し

て

行

っ
た

可

能

性

が

あ

る

か

ら

だ

。

そ

れ

が

、

中

世

後

期

以

降

で

あ

れ

ば

、

新

し

い
論

の

展

開

が

期

待

出

来

る

が

、
今

後

、
更

に

資

料

を

調

査

し

て

見

る

必

要

が

あ

り

そ

う

だ

。
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古
典
文
学
研
究
Ⅲ

第
１
設
題

０
２
０
２
１
―

１
０
４
１
９

古
家

強

参

考

資

料

二

十

一
代

集

収

載

の

「
片

そ

ぎ

」
歌

新

勅

撰

和

歌

集

巻

第

十

二

恋

歌

二恋

歌

よ

み

侍

け

る

に

藤

原

為

忠

朝

臣

7
4
3

住

吉

の

ち

き

の

か

た

そ

き

我

な

れ

や

あ

は

ぬ

物

ゆ

へ

年

の

へ
ぬ

ら

ん

続

古

今

和

歌

集

巻

第

十

二

恋

歌

二

内

大

臣

に

侍

け

る

時

の

百

首

に

、

名

所

恋

を

光

明

峰

寺

入

道

前

摂

政

左

大

臣

1
0
9
3

住

吉

の
ち

き

の

か

た

そ

き

年

を

へ
て

ま

た

行

あ

ひ

も

し

ら

ぬ

恋

か

な

新

拾

遺

和

歌

集

巻

第

十

三

恋

歌

三

百

首

御

歌

中

に

土

御

門

院

御

製

1
1
0
0

行

あ

は

ん

程

を

は

し

ら

す

住

吉

の
松

の

た

え

ま

の
ち

き

の

か

た

そ

き

続

後

撰

和

歌

集

巻

第

九

神

祇

歌

後

鳥

羽

院

御

製

5
4
3

久

か

た

の

あ

ま

の
露

霜

い

く

世

へ
ぬ

み

も

す

そ

河

の
ち

き

の

か

た

そ

き

続

後

撰

和

歌

集

巻

第

九

神

祇

歌

建

保

三

年

五

首

歌

合

に

、

松

経

年

後

鳥

羽

院

御

製

5
6
0

か

た

そ

き

の
行

あ

ひ

の
霜

の

い

く

か

へ
り

契

か

む

す

ふ

吉

の
松

玉

葉

和

歌

集

巻

第

二

十

神

祇

歌

熊

野

新

宮

に

て

よ

み

侍

け

る

中

原

師

光

朝

臣

2
7
9
1

あ

ま

く

た

る

神

や

ね

か

ひ

を

み

つ

し

ほ

の

湊

に

ち

か

き

ち

き

の

か

た

そ

き

続

千

載

和

歌

集

巻

第

九

神

祇

歌

た

い

し

ら

す

よ

み

人

し

ら

す

8
7
1

宮

居

せ

し

神

代

思

へ
は

か

た

そ

き

の
行

あ

ひ

の
霜

は

年

ふ

り

に

け

り

続

後

拾

遺

和

歌

集

巻

第

十

二

恋

歌

二

平

親

清

女

妹

7
8
8

思

ひ

わ

ひ

祈

る

も

悲

し

か

た

そ

き

の

ゆ

き

あ

ひ

と

を

き

人

の
契

は

風

雅

和

歌

集

巻

第

十

九

神

祇

歌

度

会

朝

棟

2
1
2
2

か

た

そ

き

の

千

木

は

内

外

に

か

は

れ

と

も

ち

か

ひ

は

お

な

し

い

せ

の
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古
典
文
学
研
究
Ⅲ

第
１
設
題

０
２
０
２
１
―

１
０
４
１
９

古
家

強

神

風

新

千

載

和

歌

集

／

新

千

載

和

歌

集

巻

第

十

神

祇

歌

従

三

位

常

昌

9
5
8

こ

れ

や

此

天

照

神

の

天

地

を

ま

も

る

し

る

し

の
千

木

の

か

た

そ

き

新

千

載

和

歌

集

巻

第

十

神

祇

歌

貞

和

二

年

百

首

歌

め

さ

れ

し

時

入

道

二

品

親

王

尊

円

9
9
2

君

か

世

に

行

あ

ひ

の
霜

の
年

ふ

り

て

千

た

ひ

も

つ
く

れ

ち

き

の

か

た

そ

き
「
置

き

千

木

」

の
構

造

こ

の

様

に

「
置

き

千

木

」

で

は

、

本

来

の

建

築

構

造

材

と

し

て

の

役

割

か

ら

装

飾

的

な

役

割

に

変

質

し

て

し

ま

っ

た

。

上

の

図

は

出

雲

大

社

の

千

木

の
構

造

で

あ

る

が

、

こ

う

し

た

古

式

ゆ

か

し

い

神

社

で

も

中

世

以

降

の

建

築

様

式

の

洗

礼

を

受

け

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。


