
平 家 物 語 と 和 歌

大 　 洋 　 和 　 俊

一 　 和 歌 と 流 離

　 平 家 物 語 に は 今 様 を 含 め て 百 首 ほ ど の 和 歌 が あ る 。 源 氏 物 語 が 七 九 五 首 の 和 歌 を 有 し 、 物 語 が 成

立 し え な い ほ ど に 和 歌 が 重 要 な 位 置 を 占 め る 事 に 比 べ れ ば 、 平 家 物 語 と 和 歌 と の 結 び つ き は ゆ る や

か の よ う に 思 わ れ る 。

　 し か し 、 平 家 物 語 の 中 で 和 歌 は ど の よ う に 扱 わ れ て い る か 、 を 考 え る と 興 味 深 い 点 が あ る 。 「 鱸 」

（ 巻 一 ） の 章 段 で は 清 盛 の 父 、 忠 盛 と 女 房 の 和 歌 が 二 首 記 さ れ 、 女 房 は 歌 道 に 深 く 心 寄 せ る 忠 度 の

母 で あ る 。 ま た 「 祇 王 」 （ 巻 第 一 ） は 清 盛 に 捨 て ら れ 、 清 盛 邸 の 障 子 に 和 歌 を 一 首 書 き つ け て 去 る 。

そ し て 、 の ち に 「 仏 も む か し は 凡 夫 な り　 我 等 も 終
つ い

に は 仏 な り　 い づ れ も 仏
ぶ つ

性
し ょ う

具 せ る 身 を　 へ だ

つ る の み こ そ か な し け れ
（ １ ）

」 と 今 様 ひ と つ を 二 度 繰 り 返 し 、 平 家 一 門 の 人 び と の 涙 を さ そ う 。 こ の 祇

王 は や が て 嵯 峨 の 奥 に 母 、 妹 と と も に 「 一 向 専 修 に 念 仏 し て 、 ひ と へ に 後 世 を ぞ ね が ひ け る 」 仕 儀

を 経 て 、 「 皆 往 生 の 素 懐 を と げ け る と ぞ 聞 え し 」 と 書 か れ る 。 芸 能 の 徒 で 歌 の み な ら ず 、 舞 を よ く

す る 祇 王 、 妹 、 そ の 母 な ら び に 同 じ 技 芸 を 持 つ 仏 御 前 も 出 家 、 往 生 で 章 段 が 締 め く く ら れ る 仕 儀 は 、

出 家 、 往 生 へ の 願 い と 実 践 を 繰 り 返 し 語 る 平 家 物 語 の 構 想 に 合 致 す る も の で あ ろ う 。

　 ま た 、 「 二
に だ い の き さ き

代 后 」 （ 巻 第 一 ） で は 二 代 の 帝 に 仕 え た 多 子 の 和 歌 二 首 を 載 せ る 。

う き ふ し に し づ み も や ら で か は 竹 の 世 に た め し な き 名 を や な が さ ん

お も ひ き や う き 身 な が ら に め ぐ り き て お な じ 雲 井 の 月 を 見 む と は

　 二 代 の 帝 に 仕 え る 「 栄 誉 」 に あ り な が ら 、 和 歌 は 「 う き 」 （ 浮 き 、 憂 き ） の 言 葉 に 導 か れ な が ら 、

こ の よ う な 境 遇 を 嘆 く 和 歌 と な っ て い る 。 宮 中 を 示 す 「 雲 井 」 の 月 を 悲 傷 の 心 で 眺 め る 。 和 歌 は 今

上 天 皇 の 傍 に あ り な が ら 先 帝 を 恋 し く 思 う 多 子 の 揺 ら め く 心 情 を 象 っ て 、 今 上 天 皇 の 言 葉 、 「 天 子

に 父 母 な し 。 吾 十 善 の 戒 行 に よ ッ て 、 万 乗 の 宝 位 を た も つ 。 是 程 の 事 、 な ど か 叡 慮 に 任 せ ざ る べ き 」

を 相 対 化 さ せ る も の で あ ろ う 。 「 雲 井 」 （ 宮 中 ） の 月 を 見 る こ と が 嘆 き の 因 と な る 多 子 の 和 歌 は 平 氏

の 西 海 流 離 を 描 く 「 緒
お だ ま き

環 」 （ 巻 第 八 ） に 、

九 月 十 三 夜 は 名 を え た る 月 な れ ど も 、 其
そ の

夜 は 宮 こ を 思 ひ 出 づ る 涙 に 、 我 か ら く も り て さ や か な

ら ず 、 九
き ゅ う ち ょ う

重 の 雲 の う へ 、 久
ひ さ

方
か た

の 月 に 思 ひ を の べ し た ぐ ひ も 、 今 の 様 に お ぼ え て 、 薩
さ つ

摩
ま の

守
か み

忠
た だ

教
の り

、

月 を 見 し こ ぞ の こ よ ひ の 友 の み や 宮 こ に わ れ を お も ひ い づ ら む

　 と 記 さ れ る 忠 教 和 歌 の 世 界 に 同 調 し て ゆ く も の で あ ろ う 。 「 月 」 の 歌 語 を 核 と し て 宮 中 に 在 っ た

時 の 友 に 心 が 結 ば れ て ゆ く の で あ る 。

　 「 雲 井 の 月 」 は 、 天 皇 と の 絆 （ 「 二 代 后 」 ） 、 西 海 流 離 の 平 氏 の 人 々 の 心 を 刺 激 し 続 け る 景 物 と し て
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平 家 物 語 の 中 に と り 置 か れ て い る 。

　 和 歌 は 出 家 往 生 、 流 離 の 悲 劇 と い う 物 語 の 主 題 、 構 想 と 分 か ち が た く 結 ば れ て い る こ と を 右 に 掲

げ た 諸 章 段 、 「 祇 王 」 、 「 二 代 后 」 、 「 緒 環 」 は 示 し て い る の だ が 、 「 雲 井 の 月 」 は 平 家 物 語 の 始 発 に 置

い て 登 場 し て い た 。 先 に も 触 れ た 「 鱸 」 （ 巻 第 一 ） の 章 段 が そ れ で あ る 。 こ の 章 段 は 題 名 が 示 す と お り 、

平 氏 繁 盛 の 因 を 熊 野 権 現 の 利 生 と し て 、 大 き な 鱸 が 清 盛 の 船 に 躍 り 入 っ た こ と を 主 眼 と す る も の で

あ る が 、 章 段 の 始 発 は 清 盛 の 父 、 忠 盛 と 最 愛 の 女 房 の 「 月 」 を め ぐ る 和 歌 の 世 界 で あ る こ と に 注 意

し た い 。

二 　 歌 語 「 明 石 の 浦 」

　 其
そ の

子 ど も は 、 諸
し ょ

衛
え

の 佐
す け

に な る 。 昇 殿 せ し に 、 殿
て ん

上
じ ょ う

の ま じ は り を 人 嫌 ふ に 及 ば ず 。 其
そ の

比
こ ろ

忠 盛 、

備
び

前
ぜ ん の

国 よ り 、 都 へ の ぼ り た り け る に 、 鳥
と

羽
ば の

院
い ん

、 「 明
あ か

石
し の

浦
う ら

は い か に 」 と 、 御
お ん

尋
た ず ね

あ り け れ ば 、

　 ①　　 有
あ り

明
あ け

の 月 も 明 石 の う ら 風 に 浪 ば か り こ そ よ る と み え し か

と 申
も う し

た り け れ ば 、 御 感 あ り け り 。 此
こ の

歌 は 、 金
き ん

葉
よ う

集
し ゅ う

に ぞ 入
い れ

ら れ け る 。

� （ 巻 第 一 、 鱸
す ず き

）

　 鳥 羽 院 の 下 問 に 備 前 守 で あ っ た 忠 盛 が 答 え た 和 歌 は 「 有 明 」 、 「 明 石 」 、 「 う ら 風 」 、 「 浪 」 、 「 よ る 」

（ 寄 る 、 夜 ） と い う 具 合 に 、 王 朝 和 歌 の 伝 統 的 作 り 方 、 す な わ ち 歌 枕 を 縁 語 と 懸 詞 の 連 鎖 に よ り 一

首 を 生 成 す る も の で あ っ た 。 ち な み に 、 明 石 の 和 歌 史 を 示 せ ば 、

天
あ ま

離
ざ か

る 鄙
ひ な

の 長
な が

道
ち

ゆ 恋 ひ 来 れ ば 明
あ か し

石 の 門
と

よ り 大
や ま と し ま

和 島 見 ゆ

� （ 万 葉 集 、 巻 第 三 、 二 五 八
（ ２ ）

）

ほ の ぼ の と あ か し の 浦 の 朝 霧 に 島 が く れ ゆ く 舟 を し ぞ 思 ふ

� （ 古 今 和 歌 集 、 巻 第 九 、 四 〇 九
（ ３ ）

）

と あ り 、 源 氏 物 語 に も

ひ と り 寝 は 君 も 知 り ぬ や つ れ づ れ と 思 ひ あ か し の う ら さ び し さ を

� （ 源 氏 物 語 、 明 石
（ ４ ）

）

旅
た び

衣
ご ろ も

う ら が な し さ に あ か し か ね 草 の 枕
ま く ら

は 夢 も む す ば ず

� （ 源 氏 物 語 、 明 石
（ ５ ）

）

嘆 き つ つ あ か し の う ら に 朝 霧 の た つ や と 人 を 思 ひ や る か な

� （ 源 氏 物 語 、 明 石
（ ６ ）

）

　 の よ う に 、 明 石 の 浦 は 詠 み こ ま れ て い る 。 そ し て 平 家 物 語 に も 次 の よ う に 叙 述 さ れ て い る 。

　 ②�　 同
お な じ き

十 四 日 、 九 郎 大 夫 判 官 義 経 、 平
へ い

氏
じ

男 女 の い け ど り ど も あ ひ 具 し て の ぼ り け る が 、 播
は り

磨
ま の

国
く に

、

明
あ か し の

石 浦 に ぞ つ き に け る 。 名 を え た る 浦 な れ ば 、 ふ け ゆ く ま ゝ に 月 さ え の ぼ り 、 秋 の 空 に も お と

ら ず 。 女 房 達 さ し つ ど ひ て 、 「 一
ひ と

と せ こ れ を と ほ り し に は 、 か ゝ る べ し と は 思 は ざ り き 」 な ン

ど 言 ひ て 、 し の び ね に な き あ は れ け り 。 帥
そ つ

の す け 殿 、 つ く 〴 〵 月 を な が め 給 ひ 、 い と 思 ひ 残 す
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事 も お は せ ざ り け れ ば 、 涙 に と こ も う く ば か り に て 、 か う ぞ 思 ひ つ ゞ け 給 ふ 。

な が む れ ば ぬ る ゝ た も と に や ど り け り 月 よ 雲
く も

井
い

の も の が た り せ よ

雲 の う へ に 見 し に か は ら ぬ 月 か げ の す む に つ け て も も の ぞ か な し き

　　 大 納 言 佐
す け

殿
ど の

我
わ が

身
み

こ そ あ か し の 浦 に た び ね せ め お な じ 浪 に も や ど る 月 か な

� （ 巻 第 十 一 、 内 侍 所 都 入 ）

　 ③�　 さ て 武
も の の ふ

士 共 に と ら は れ て 、 の ぼ り さ ぶ ら ひ し 時 、 播
は り ま の

磨 国 明 石 浦 に つ い て 、 ち ッ と う ち ま ど ろ

み て さ ぶ ら ひ し 夢 に 、 昔 の 内
だ い

裏
り

に は 、 は る か に ま さ り た る 所 に 、 先 帝 を は じ め 奉 て 、 一 門 の 公

卿 ・ 殿 上 人 み な ゆ ゝ し げ な る 礼 儀 に て 侍
さ ぶ ら

ひ し を 、 都 を 出
い で

て 後 、 か ゝ る 所 は い ま だ 見 ざ り つ る に 、

「 是 は い づ く ぞ 」 と と ひ 侍
さ ぶ ら

ひ し か ば 、 弐 位 の 尼 と 覚 て 、 「 竜
り ゅ う ぐ う じ ょ う

宮 城 」 と 答
こ た え

侍 ひ し 時 、 「 め で た か り

け る 所 か な 。 是 に は 苦
く

は な き か 」 と と ひ さ ぶ ら ひ し か ば 、 「 竜 畜 経 の な か に 見 え て 侍
さ ぶ

ら ふ 。 よ

く 〳 〵 後 世 を と ぶ ら ひ 給 へ 」 と 申 す と 覚 え て 夢 さ め ぬ 。

� （ 灌 頂 巻 、 六 道 之 沙 汰 ）

　 歌 枕 で あ る 明 石 は 、 鳥 羽 院 の 下 問 に 忠 盛 が 答 え た 折 り （ ① ） に は 、 先 に 述 べ た よ う に 王 朝 和 歌 の

技 法 を 踏 襲 し て お り 、 そ れ は 伊 勢 国 と い う 辺 境 の 地 に 永 く 住 み つ い て い た 平 氏 が 和 歌 の 作 法 に 習 熟

し て い る こ と を 鳥 羽 院 の 前 で 言 上 し 、 感 心 さ れ る こ と で 貴 族 伝 統 の 和 歌 文 化 の 仲 間 入 り を 果 た し た

こ と を 示 す も の で あ っ た 。 忠 盛 は 和 歌 に よ っ て 殿 上 人 た ち の 嘲 笑 （ 「 殿 上 闇 討 」 ） を 払 い の け た ば か

り か 、 和 歌 と 鳥 羽 院 の 御 感 に よ っ て 貴 族 文 化 圏 の 一 員 と し て 認 知 さ れ た 。 そ の 意 味 で 忠 盛 の 和 歌 は 、

院 政 と 深 く 結 ば れ て い た と も い え よ う 。

　 こ の よ う に 忠 盛 の 和 歌 は 平 氏 の 栄 達 を 和 歌 に よ っ て 象 徴 的 に 眼 前 化 し た も の で あ っ た が 、 源 義 経

に 捕 ら わ れ 、 平 氏 一 門 が 播 磨 国 、 明 石 を 通 過 す る 時 に は 全 く 別 の 様 相 を 示 す こ と と な る （ ② ） 。 月

の 名 所 と し て 名 高 い 明 石 の 月 は 、 壇 浦 で 平 氏 一 門 の 人 々 は 多 数 死 ん だ 事 件 を 踏 ま え 、 雲 井 （ 宮 中 ）

で 栄 華 を 誇 っ た 平 氏 を 涙 な が ら に 懐 旧 す る 悲 傷 の 場 に 転 じ て い る 。 ま た 二 首 目 の 和 歌 「 雲 の う へ に 」

が 示 す よ う に 、 月 は 雲 上 （ 宮 中 ） と 呼 び 合 い な が ら 、 都 在 住 の 折 り と は 変 わ り 果 て た 平 氏 の 没 落 を

澄 み わ た る 光 に よ っ て 照 ら し 出 す も の と な っ て い よ う 。 大 納 言 佐 殿 、 重 衡 の 北 の 方 が 「 お な じ 浪 に

も や ど る 月 か な 」 と 詠 じ 、 義 経 に 「 さ こ そ 物 が な し う 、 昔 恋 し う も お は し け め 」 と 深 い 同 情 を 寄 せ

ら れ た よ う に 、 明 石 の 浦 は 和 歌 の 名 所 と し て 詠 み こ ま れ る こ と 以 上 に 、 没 落 し 、 無 惨 な わ が 身 を 宿

し 、 月 は 、 捕 ら わ れ の 身 と な っ て 漂 泊 す る 自 分 の 境 遇 そ の も の で あ っ た 。 明 石 の 浦 、 浪 、 月 を 詠 ん

だ 大 納 言 佐 殿 の 三 首 目 の 和 歌 は 「 鱸 」 （ 巻 第 一 ） の 忠 盛 の 和 歌 と 「 月 」 、 「 明 石 の 浦 」 、 「 浪 」 と い う

よ う に 明 石 の 歌 こ と ば が 帯 び る 自 然 詠 、 美 的 な 叙 景 歌 、 報 告 詠 の 世 界 か ら 一 転 し て 、 同 じ 言 葉 を 使

用 し な が ら 、 無 残 に 敗 れ 、 平 氏 の 人 々 を 多 く 喪 失 し た 悲 劇 を 回 想 す る ば か り か 、 我 が 身 の 境 涯 を 象

る 「 場 所 」 へ と 転 位 し た の で あ る 。

　 さ ら に 、 灌 頂 巻 で 建 礼 門 院 が 夢 の 中 で 死 者 と な っ た 先 帝 は じ め 一 門 の 人 々 を 見 る 場 所 と し て 明 石

は 叙 述 さ れ る （ ③ ） 。 い わ ば 、 死 者 が 夢 を 通 し て こ の 世 に 再 現 す る 境 界 が 明 石 で あ っ た 。 こ の 世 と
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あ の 世 、 日 常 と 非 日 常 と し て の 夢 、 明 石 は 幾 内 と 幾 外 の 境 界 で あ り 、 平 氏 の 人 々 の 出 家 、 往 生 に 関

わ る 重 要 な 地 と し て 「 竜 宮 城 」 の 語 が 答 と し て 用 意 さ れ て い る
（ ７ ）

。

　 こ う し て 、 明 石 を 媒 介 と し て の 月 、 雲 居 （ 宮 中 ） は 、 「 鱸 」 （ 巻 第 一 ） で 忠 盛 詠 に 続 い て 彼 の 最 愛

の 女 房 の 和 歌 を 呼 び 入 れ て く る 。 先 の 忠 盛 の 和 歌 説 話 に 続 く 文 章 を 引 く 。

三 　 忠 盛 と 忠 教 を め ぐ る 和 歌

　 忠 盛 又
ま た

、 仙
せ ん

洞
と う

に 最 愛 の 女 房 を 持 ッ て 通 は れ け る が 、 あ る 時 、 其 の 女 房 の つ ぼ ね に 、 妻 に 月 出
い だ

し た る 扇 を 忘 れ て 出
い で

ら れ た り け れ ば 、 か た へ の 女 房 た ち 、 「 是
こ れ

は い づ く よ り の 月 影 ぞ や 。 出
い で

ど

こ ろ お ぼ つ か な し 」 な ン ど 、 わ ら ひ あ は れ け れ ば 、 彼
か の

女 房 、

雲
く も

井
い

よ り た ゞ も り き た る 月 な れ ば お ぼ ろ け に て は 言 は じ と ぞ 思 ふ

と よ み た り け れ ば 、 い と ど あ さ か ら ず ぞ 思 は れ け る 。 薩
さ つ

摩
ま の

守
か み

、 忠
た だ

教
の り

の 母 是 な り 。 似 る を 友 と か

や の 風
ふ

情
ぜ い

に 、 忠 盛 も す い た り け れ ば 、 彼 女 房 も 優 な り け り 。

� （ 巻 第 一 、 鱸 ）　

　 忠 盛 が 豊 明 節 会 に 天 皇 の 前 で 舞 を し 、 殿 上 人 た ち に か ら か わ れ た の と 同 様 、 女 房 の も と に 通 っ て

い た 忠 盛 の 忘 れ た 扇 を 材 料 と し て 同 僚 女 房 た ち が か ら か っ た 時 に 、 忠 盛 が 好 い て い た 女 房 が 詠 ん だ

和 歌 が 「 雲 井 よ り 」 の 和 歌 で あ る 。 「 雲 井 」 に 雲 間 と 宮 中 を 、 「 た だ も り 」 に 「 た だ 洩 り 」 と 「 忠 盛 」

を 懸 け 、 月 の 縁 語 と し て 「 お ぼ ろ け 」 を 提 示 す る 。 月 が 一 首 を 支 え る 語 と し て 機 能 し な が ら 、 忠 盛

の 来 た こ と を 「 言 は じ と ぞ 」 と 詠 み つ つ 、 表 白 し た も の で あ る 。 下 句 は 陰 微 な 表 現 を と り つ つ 来 訪

者 の 男 性 の 名 を 明 確 に 示 す 。 王 朝 和 歌 に は な い 、 集 団 を 意 識 し て み ず か ら の 意 志 を 表 明 す る 新 し い

和 歌 で あ る と い え よ う 。 言 葉 の 明 確 な 輪 郭 表 現 で 意 志 表 示 を 行 っ て い る の が 右 の 女 房 の 和 歌 で あ る
（ ８ ）

。

　 和 歌 を も っ て 傍 ら の 殿 上 人 、 同 僚 女 房 た ち の か ら か い に 対 抗 し 、 振 り 払 う 和 歌 が 二 首 記 さ れ て い

る 。 鳥 羽 院 の 御 感 の 語 、 女 房 の 「 雲 井 」 （ 皇 居 ） の 語 に は 院 や 天 皇 を 拠 点 と す る こ と で 二 首 の 和 歌

は 忠 盛 、 そ の 女 房 を 嘲 笑 す る こ と を 許 さ な い 「 政 略 的 」 和 歌 と も な っ て い よ う 。

　 こ の 女 房 を 母 と し て 、 平 家 物 語 の な か で も 有 名 な 歌 人 が 薩 摩 守 忠 教 で あ る 。 「 忠 教 都 落 」 （ 巻 第 七 ）

で 平 家 物 語 読 者 に 愛 さ れ る 忠 教 は 忠 盛 の 六 男 、 清 盛 の 末 弟 で あ る 。 そ の 忠 教 が 登 場 す る 章 段 が 「 富

士 川 」 （ 巻 第 五 ） で あ る 。

　 薩 摩 守 忠 教 は 、 年
と し

来
ご ろ

あ る 宮
み や

腹
ば ら

の 女 房 の も と へ 通 は れ け る が 、 或
あ る

時
と き

お は し た り け る に 、 其
そ の

女 房

の も と へ 、 や ン ご と な き 女 房 ま ら う と に き た ッ て 、 や ゝ 久 し う 物 が た り し 給 ふ 。 さ よ も は る

か に ふ け ゆ く ま で に 、 ま ら う と 帰 り 給 は ず 。 忠 教 軒
の き

ば に し ば し や す ら ひ て 、 扇 を あ ら く つ か

は れ け れ ば 、 宮 腹 の 女 房 、 「 野 も せ に す だ く 虫 の ね よ 」 と 優 に や さ し う 口 ず さ み 給 へ ば 、 薩 摩

守 や が て 扇 を つ か ひ や み て 帰 ら れ け り 。 其 後 又 お は し た り け る に 、 宮 腹 の 女 房 、 「 さ て も 一
ひ と

日
ひ

、

な に と て 扇 を ば つ か ひ や み し ぞ や 」 と と は れ け れ ば 、 「 い さ か し か ま し な ン ど 聞 え 候 ひ し か ば 、

さ て こ そ つ か ひ や み 候 し か 」 と ぞ の 給 ひ け る 。� （ 巻 第 五 、 富 士 川 ）

　 忠 教 と 女 房 と の 和 歌 説 話 は 先 の 、 父 忠 盛 と 忠 教 の 母 と も な る 女 房 と の 和 歌 説 話 と の 類 似 を う か が
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わ せ る 点 が い く つ か 指 摘 で き よ う 。 ① 忠 盛 が 上 皇 の 御 所 に い た 女 房 に 通 っ て い た こ と 、 子 の 忠 教 が

皇 女 の 子 で あ る 女 房 の も と に 通 っ て い た こ と 、 忠 盛 、 忠 教 父 子 は と も に 皇 室 に ゆ か り の 女 房 の も と

に 通 っ て い た 。 ② 忠 盛 が 女 房 の 所 に 扇 を 忘 れ た よ う に 、 子 の 忠 教 も 女 房 の 所 で 扇 を 使 用 し て い る 。

③ 宮 腹 の 女 房 が 「 虫 の 音 に こ と よ せ て 扇 の 音 の や か ま し い こ と を ほ の め か す

4 4 4 4 4

と と も に 、 忠 度
マ マ

に 会 い

た い 思 い を 抑 え て い る こ と を 、 そ れ と な く 示 し た

4 4 4 4 4 4 4 4

も の
（ ９ ）

」 （ 圏 点 、 大 洋 付 記 ） が 示 す よ う に 、 ほ の め

か し 表 現 を 用 い な が ら 、 自 分 の 思 い を 表 白 す る 和 歌 の 技 法 は 忠 盛 最 愛 の 女 房 と 同 巧 で あ る 。 ④ 忠 盛

の 通 う 女 房 が 「 優 な り け り 」 と 評 さ れ た よ う に 、 忠 盛 の 通 う 宮 腹 の 女 房 も 「 優 に や さ し う 」 と 評 さ

れ る 。

　 以 上 、 四 点 で 指 摘 し た よ う な 類 似 が 忠 盛 と 子 の 忠 教 の 和 歌 説 話 に 見 ら れ る 。 扇 に 関 わ る 逸 話 を 持

つ 女 性 が 悲 劇 に 会 う と は 源 氏 物 語 に 示 さ れ る 所 で あ る が
（ 10 ）

、 こ の 宮 腹 の 女 性 も 忠 教 と 別 れ る こ と に な

る 。 富 士 川 の 戦 さ に 忠 教 が 出 陣 す る た め で あ る 。

か の 女 房 の も と よ り 、 忠 教 の も と へ 小 袖 を 一
ひ と

重
か さ ね

つ か は す と て 、 ち さ と の な ご り の か な し さ に 、

一 首 の 歌 を ぞ お く ら れ け る 。

あ づ ま ぢ の 草 葉 を わ け ん 袖 よ り も た ゝ ぬ た も と の 露 ぞ こ ぼ る ゝ

薩 摩 守 返 事 に は

わ か れ 路 を な に か な げ か ん こ え て ゆ く 関 も む か し の 跡 と お も へ ば

「 関 も 昔 の 跡 」 と よ め る 事 は 、 平
へ い

将 軍 貞
さ だ

盛
も り

、 将
ま さ

門
か ど

追 討 の た め に 、 東 国 へ 下 向 せ し 事 を 思 ひ い で

て 、 よ み た り け る に や 。 い と や さ し う ぞ 聞 え し 。

� （ 巻 第 五 、 富 士 川 ）

　 東 路 に 赴 く 忠 教 と の 別 れ の 悲 し み を 「 た た ぬ 」 （ 立 た ぬ 、 裁 た ぬ ） の 語 に 込 め た 女 房 の 和 歌 へ の 、

忠 教 の 返 事 は 、 か つ て 平 氏 の 先 祖 貞 盛 が 朝 敵
4 4

で あ る 将 門 を 討 っ た 戦 勝 の 跡 地 だ か ら 嘆 く に は 及 ば な

い 、 と 言 う 。 女 房 と 別 れ て 都 を 立 つ 忠 教 は 恋 の 絆 に 翻 弄 さ れ る 男 性 で は な く 、 朝 敵 を 討 っ た 先 祖 に

連 な る 武 人 と し て 定 位 さ れ て い る 。

　 か つ て 父 忠 盛 が は る か な 明 石 の 浦 の 和 歌 を も っ て 鳥 羽 院 の 御 感 を 得 た 逸 話 同 様 、 子 の 忠 教 も 朝 敵

源 氏 を 打 倒 す べ く 東 の 国 に 向 け て 出 京 す る 。 巻 第 五 の 富 士 川 で も 平 氏 は 官 軍 で あ り 、 都 か ら 遥 か 遠

く の 辺 境 の 地 、 伊 豆 に 旗 上 げ し た 頼 朝 の 源 氏 は 朝 敵 に 他 な ら な い 。 平 家 物 語 は 忠 教 の 和 歌 に 「 い と

や さ し う ぞ 」 と 評 価 を 与 え た の ち 、 朝 敵 平 定 に 向 か っ た 先 例 を 列 挙 す る が 、 そ の 後 半 部 に 平 氏 一 門

の 運 命 を 予 告 す る よ う な 表 現 が あ る こ と は 注 意 さ れ て よ か ろ う 。

い に し へ 朝 敵 を ほ ろ ぼ さ ん と て 都 を 出 づ る 将 軍 は 、 三
み つ

の 存 知 あ り 。 切 刀 を 給 は る 日 、 家 を わ す

れ 、 家 を 出 づ る と て 妻 子 を わ す れ 、 戦 場 に し て 敵 に 戦 ふ 時 、 身 を わ す る 。 さ れ ば 今 の 平 氏 の 大

将 維 盛 ・ 忠 教 も 、 定
さ だ め

て か や う の 事 を ば 存 知 せ ら れ た り け ん 。 あ は れ な り し 事 共
ど も

也
な り

。

� （ 巻 第 五 、 富 士 川 ）

　 切 刀 、 す な わ ち 「 節 刀 。 反 乱 鎮 定 に 向 う 将 軍 に 天 皇 よ り 指 揮 権 の し る し と し て 賜 る 刀 」
（ 11 ）

に 象 徴 さ

れ る 天 皇 の 軍 勢 と し て 三 つ の 心 得 を わ き ま え て い る 大 将 軍 の 維 盛 と 副 将 軍 の 忠 教 。 し か し 、 維 盛 は
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の ち に 平 家 物 語 が 「 維 盛 都 落 」 （ 巻 第 七 ） 以 下 、 「 維 盛 入 水 」 （ 巻 第 十 ） で 描 く よ う に 都 の 妻 子 を 片

時 も 忘 れ る こ と が で き ず 、 屋 島 の 戦 陣 を 離 れ 、 高 野 に 登 り 、 熊 野 那 智 の 海 で 善 知 識 に よ り 入 水 す る

人 物 で あ っ た 。

　 朝 敵 を 滅 ぼ す べ く 東 国 に 向 か う 官 軍 の 維 盛 と 忠 教 の 運 命 を 予 告 す る よ う に 、 朝 敵 に 向 か う 心 得 を

二 人 に 重 ね 、 「 あ は れ な り し 事 ど も な り 」 と 評 す る 。 こ の 評 語 は 朝 敵 打 倒 に 勇 む 維 盛 、 忠 教 に 向 け て 、

そ の 役 割 も さ る こ と な が ら 、 家 、 妻 子 、 そ し て わ が 身 さ え 忘 れ る 心 の 在 り 方 に 向 け て 発 せ ら れ た も

の で あ る 。 朝 敵 を 討 つ 目 的 を 大 前 提 と し な が ら 、 平 家 物 語 は 、 家 、 妻 子 、 わ が 身 さ え 捨 て る 「 行 動 」

に 共 感 し て い る 。 朝 敵 打 倒 と い う 目 的 は 、 家 や 妻 子 や わ が 身 と い う 「 家 族 」 の 前 に 相 対 化 さ れ て い

る 。 即 ち 、 維 盛 の 戦 線 離 脱 の 旅 が 示 す よ う に 、 家 族 へ の 思 い を 忘 れ る こ と が な い こ と を 詳 し く 語 る

こ と で 、 平 家 作 者 の 構 想 を 裏 切 っ て い る 。 天 皇 の 印 と し て の 切 刀 に 象 ら れ る 権 威 や 朝 敵 打 倒 と い う

目 的 を 越 え て 、 家 や 家 族 、 わ が 身 と の 葛 藤 に 生 き る 姿 を 平 家 物 語 は 語 る の で あ る 。 天 皇 の 命 令 に 平

家 の 人 々 は ど の よ う に 生 き よ う と す る の か 。 そ れ は 武 力 に よ る 朝 敵 打 倒 と い う 戦 さ 語 り と し て の 平

家 物 語 と は 別 に 、 天 皇 の 命 令 に よ る 和 歌 集 撰 集 作 業 に も あ ら わ れ て く る 。

四 　 忠 教 都 落

　 よ く 知 ら れ て い る 「 忠 教 都 落 」 の 章 段 を 引 く 。

　 薩 摩 守 忠
た だ

教
の り

は 、 い づ く よ り や か へ ら れ た り け ん 、 侍
さ ぶ ら い

五 騎 、 童
わ ら わ

一 人 、 わ が 身 と も に 七 騎 取 ッ て

返 し 、 五 条 の 三
さ ん

位
み

俊
し ゅ ん

成
ぜ い の

卿 の 宿 所 に お は し て 見 給 へ ば 、 門
も ん

戸
こ

を と ぢ て 開 か ず 。 「 忠 教 」 と 名 の り

給 へ ば 、 「 お ち う と 帰 り き た り 」 と て 、 そ の 内 さ わ ぎ あ へ り 。 薩 摩 守 馬 よ り お り 、 み ず か ら た

か ら か に の 給
た ま い

け る は 、 「 別 の 子 細 候 は ず 、 三
さ ん

位
み

殿
ど の

に 申
も う

す べ き 事 あ ッ て 、 忠 教 が か へ り ま ゐ ッ て 候 。

門
か ど

を ひ ら か れ ず と も 、 此
こ の

き は ま で 立
た ち

よ ら せ 給 へ 」 と の 給 へ ば 俊 成 卿 、 「 さ る 事 あ る ら ん 。 其
そ の

人

な ら ば く る し か る ま じ 。 入 れ 申 せ 」 と て 、 門 を あ け て 対 面 あ り 。 事 の 体
て い

、 何 と な う 哀
あ わ れ

也 。

� （ 巻 第 七 、 忠 教 都 落 、 一 章 ）

　 「 忠 教 都 落 」 は 、 「 主 上 都 落 」 を 第 一 と し て 、 「 維 盛 都 落 」 、 「 聖 主 臨 幸 」 に 続 く 章 段 で あ る 。 天 皇

が 都 を 離 れ 、 平 家 嫡 流 の 維 盛 も 都 落 ち を し た の ち 、 忠 教 は わ ず か な 手 勢 を 伴 っ て 都 に 戻 る 。 そ れ は 、

帝 と も 平 氏 一 族 と も 行 動 を 共 に し な い こ と で 一 族 の 論 理 に 反 す る 行 為 で あ る 。 そ の 行 為 が 勅 撰 集 入

首 を 俊 成 に 祈 願 す る た め と は 後 に 知 ら れ る と こ ろ だ が 、 忠 教 の 行 動 に 俊 成 の 宿 所 の 内 側 は う ろ た え

る 。 「 い づ く よ り や か へ ら れ た り け ん 」 は 端 的 に そ れ を 伝 え て い る 。 「 い づ く 」 は 都 落 ち 以 後 、 流 離

す る 平 氏 の 不 安 を 示 す 言 葉 で あ る 。 た と え ば 、 次 の 文 章 に そ の 事 は あ ら わ れ て い る 。

　 ゆ く へ も 知 ら ぬ 旅 の 空 に て 、 憂 き 目 を 見 せ 奉 ら ん も う た て か る べ し 。 其
そ の

上
う え

、 今 度 は 用 意 も 候

は ず 。 い づ く の 浦 に も 心 や す う 落
お ち

つ い た ら ば 、 そ れ よ り し て こ そ 迎
む か

へ に 人 を も た て ま つ ら め 」

と て 思 ひ き ッ て ぞ た ゝ れ け る 。 中
ち ゅ う も ん

門 の 廊
ろ う

に 出
い で

て 鎧 と ッ て 着 、 馬 ひ き よ せ さ せ 既 に 乗 ら ん と し 給

へ ば 、 若 公 ・ 姫 君 は し り 出 で て 、 父 の 鎧 の 袖 、 草
く さ

摺
ず り

に 取
と り

つ き 、 「 是
こ れ

は さ れ ば い づ ち へ と て わ た
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ら せ 給 ふ ぞ 。 我 も 参 ら ん 、 わ れ も ゆ か ん 」 と め ん 〳 〵 に し た ひ な き 給 ふ …

� （ 巻 第 七 、 維 盛 都 落 ）

　 維 盛 の 都 落 ち に 際 し て 、 維 盛 と 子 供 た ち と の 別 れ の 愁 嘆 の 場 で あ る 。 両 者 の 会 話 の 中 心 を な す の

は 「 ゆ く へ 」 、 「 い づ く 」 、 「 い づ ち 」 の 言 葉 で あ る 。 都 を 離 れ て 一 体 ど こ へ 行 く の か 、 そ の 不 安 と 動

揺 を そ れ ら の 言 葉 は 余 す 所 な く 伝 え 、 以 下 こ の 言 葉 は 西 海 を 流 離 す る 平 氏 の 人 々 の 心 情 を 象 る も の

と し て 物 語 に 多 用 さ れ る こ と と な る 。

　 俊 成 宿 所 の 動 揺 と は 、 西 海 を 漂 泊 し 、 ど こ に い る と も し れ ぬ 平 家 の 武 将 が あ ら わ れ る 予 想 外 の 事

態 に よ る も の で あ る 。 「 い づ く 」 、 「 い づ ち 」 と も し れ ぬ 辺 境 に 追 い や ら れ た は ず の 平 家 の 一 門 、 な

か で も 富 士 川 、 北 国 下 向 に 副 将 軍 、 大 将 軍 と し て 出 兵 し た 忠 教 の 都 帰 り は 、 驚 嘆 に 値 す る こ と で

あ っ た 。

　 薩 摩 守 忠 教 は 馬 か ら お り 、 み ず か ら 高 声 に 俊 成 邸 の 内 に 向 け て 声 を 発 す る 。 下 馬 は 俊 成 卿 へ の 恭

順 の 意 を 、 高 声 は 武 人 と し て の 彼 の 胆 力 に 随 順 す る 表 現 と も な っ て い よ う 。 「 宣 ひ け る は 」 … 「 宣

へ ば 」 の 語 り を 意 識 し た 表 現 も 和 歌 の 師 で あ る 俊 成 へ の 忠 教 の 敬 意 を 示 す も の と し て 以 後 、 一 貫 し

て 使 用 さ れ る こ と な る 。 俊 成 と 忠 教 と の 対 面 に 平 家 作 者 は 「 何 と な う 哀 也 」 と 評 し て い た 。 そ れ は

「 富 士 川 」 で 付 さ れ た 「 あ は れ な り し 事 共 也 」 に 重 層 す る 世 界 で あ る 。 と も あ れ 、 傍 線 を 付 し た 忠

教 の 敬 語 と 応 待 す る 俊 成 の 敬 語 「 入 れ 申 せ 」 は 符 合 し つ つ 、 両 者 の 紐 帯 を 形 成 し て ゆ く 。 古 来 、 こ

の 章 段 が 愛 さ れ 続 け た の は 師 と 弟 子 の 境 位 を 越 え た 両 者 の 思 い の 深 さ に あ ろ う 。 そ れ を 象 っ た ひ と

つ が 敬 語 の 連 鎖 （ 傍 線 部 ） で あ り 、 師 の 俊 成 へ の 思 い 、 勅 撰 集 入 首 へ の 思 い は 以 後 の 忠 教 の 長 い 言

葉 と し て 平 家 物 語 に 記 さ れ る こ と と な る 。

　 薩 摩 守 の 給 ひ け る は 、 「
と し ご ろ も う し

年 来 申 承 ッ て 後 、 お ろ か な ら ぬ 御 事 に 思 ひ ま ゐ ら せ 候 へ 共
ど も

、 こ の

二 三 年 は 京 都 の さ わ ぎ 、 国 々 の み だ れ 、 併
し か し な が ら

当 家 の 身 の 上 の 事 に て 候 間
あ い だ

、 疎
そ

略
ら く

を 存 ぜ ず と い へ

ど も 、 常 に 参 り よ る 事 も 候 は ず 、 君 既 に 都 を 出
い で

さ せ 給 ひ ぬ 。 一 門 の 運 命 は や 尽 き 候 ぬ 。 撰
せ ん

集
じ ゅ う

の

あ る べ き 由
よ し

承 候 ひ し か ば 、 生
し ょ う

涯
が い

の 面 目 に 、 一 首 な り 共 、 御 恩 を か う ぶ ら う ど 存 じ て 候 し に 、 や

が て 世 の み だ れ 出 で き て 、 其
そ の

沙 汰 な く 候 条
じ ょ う

、 た だ 一 身 の 嘆
な げ き

と 存
ぞ ん ず

る 候
ぞ う ろ う

。 世 し づ ま り 候 な ば 、 勅

撰 の 御 沙 汰 候 は ん ず ら む 。 是
こ れ

に 候 巻
ま き

物
も の

の う ち に 、 さ り ぬ べ き も の 候 は ば 、 一 首 な り と も 御 恩 を

蒙 ッ て 、 草 の 陰 に て も う れ し と 存
ぞ ん じ

候 は ば 、 遠 き 御 ま も り で こ そ 候 は ん ず れ 」 と て 、 日
ひ

比
ご ろ

読
よ み

お か

れ た る 歌 共 の な か に 、 秀 歌 と お ぼ し き を 百 余 首 書
か き

あ つ め ら れ た る 巻 物 を 、 今 は と て う ッ た ゝ れ

け る 時 、 是 を と ッ て も た れ た り し が 、 鎧 の ひ き あ は せ よ り 取 出 で て 、 俊 成 卿 に 奉 る 。

� （ 巻 第 七 、 忠 教 都 落 、 二 章 ）

　 傍 線 部 で 示 し た よ う に 、 敬 語 の 多 用 は 俊 成 に 対 す る 弟 子 忠 教 の 敬 意 を 余 す 所 な く 伝 え て い る が 、

注 目 さ れ る 言 葉 は 「 一 門 の 運 命 は や 尽 き 候 ぬ 」 で あ ろ う 。 平 氏 一 族 の 滅 亡 を 明 確 に 示 す こ と も さ り

な が ら 、 引 き 続 き 「 世 し づ ま り 候 な ば 」 と 、 平 氏 滅 亡 以 後 の 時 間 を 言 い と め て い る 点 で あ る 。 い わ

ば 、 滅 亡 確 定 の 事 態 以 前 に 運 命 を は っ き り と 捕 ら え 、 滅 亡 以 後 を も 見 通 す 人 物 と し て 忠 教 は 造 型 さ

れ て い る 。 そ し て も っ と も 注 目 す べ き は 「 草 の 陰 に て も う れ し と 存 候 は ば 、 遠 き 御 ま も り で こ そ 候
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は ん ず れ 」 の 言 葉 で あ る 。 現 世 か ら 死 語 の 世 界 を 遥 か に 想 像 し 、 極 楽 浄 土 に 生 ま れ る こ と を 願 う 通

常 の 平 家 物 語 の 行 き 方 ― た と え ば 「 祇 王 」 （ 巻 第 一 ） 、 「 小 宰 相 」 （ 巻 第 九 ） ― と は 異 な り 、 彼 岸 、 死

者 の 側 か ら 此 岸 、 生 者 の 側 へ の 眼 差 し を も っ て 歌 の 師 で あ る 俊 成 を 守 護 し よ う 、 と 述 べ る の で あ る 。

勅 撰 集 へ の 入 首 と い う こ の 世 の 願 望 を 越 え る も の と し て 死 者 の 論 理 が 言 葉 の 基 盤 に 置 か れ て い る 。

　 忠 教 は 、 「 一 門 の 運 命 は や 尽 き 候 ぬ 」 、 「 世 し づ ま り 候 な ば 」 、 そ し て 「 草 の 陰 に て も う れ し と 存 じ

候 は ば 、 遠 き 御 ま も り で こ そ 候 は ん ず れ 」 の 言 葉 が 示 す よ う に 一 貫 し て 死 に 思 い を 寄 せ る 人 物 と し

て 描 か れ て い る 。

　 死 を す で に 覚 悟 し 、 自 分 の 死 後 、 霊 魂 と な り 、 俊 成 の 身 を 護 る 、 と の 忠 教 の 言 葉 に 俊 成 は 次 の よ

う に 応 え て い る 。

　 三 位 是 を あ け て 見 て 、 「 か ゝ る 忘 れ が た み を 給
た ま わ り

お き 候 ぬ る 上 は 、 ゆ め 〳 〵 疎
そ

略
ら く

を 存 ず ま じ う

候 。 御 疑
う た が い

あ る べ か ら ず 。 さ て も 唯
た だ

今
い ま

の 御 わ た り こ そ 、 情
な さ け

も す ぐ れ て ふ か う 、 哀
あ わ れ

も こ と に 思 ひ 知

ら れ て 、 感 涙 お さ へ が た う 候 へ 」 と の 給 へ ば

� （ 巻 第 七　 忠 教 都 落 、 三 章 ）

　 第 一 に 「 忘 れ が た み 」 の 言 葉 が 明 ら か に す る よ う に 、 俊 成 も 、 死 を 自 覚 し て い る 忠 教 の 言 葉 を 率

直 に 受 け 入 れ て い る 。 第 二 は 「 ゆ め 〳 〵 疎 略 を 存 じ ま じ う 候 」 の 言 葉 で あ る 。 こ れ は 忠 教 が 俊 成 に

以 前 述 べ た 言 葉 、 「 疎 略 を 存 ぜ ず と い へ ど も 」 に 照 応 す る も の で あ る 。 師 の 俊 成 を な い が し ろ に 思 っ

て い な い 、 と の 忠 教 の 言 葉 を 受 け と め る 証 と し て 俊 成 も 同 様 の 言 葉 で 応 え る 。 和 歌 に お け る 贈 答 の

際 の 仕 来 り が 、 死 を 意 識 す る 二 人 の 場 面 で 行 わ れ て い る の だ 。 第 三 は 「 情 も す ぐ れ て ふ か う 、 哀
あ わ れ

も

こ と に 思 ひ 知 ら れ て 」 の 言 葉 で あ る 。 後 半 の 「 哀 」 は 平 家 物 語 の 編 者 の 語 り 口 と し て 多 用 さ れ る 言

葉 で あ り 、 事 実 、 二 人 の 対 面 に 対 し て 以 前 、 「 事 と な う 哀 也 」 、 す べ て が 趣 き 深 い と 編 者 は 述 べ て い

た が 、 そ れ に 照 応 し な が ら こ こ で は 俊 成 の 言 葉 に 移 し 変 え ら れ 、 肉 体 化 さ れ た 言 葉 に 変 化 、 深 め ら

れ て い る と 言 え よ う 。 俊 成 自 身 に 忠 教 の 言 葉 「 疎 略 を 存 ぜ ず 」 が 憑 衣 す る こ と で 両 者 の 思 い が リ ア

リ テ ィ ー あ る も の と し て 現 前 化 さ れ て ゆ く 。 さ ら に 「 感 涙 お さ へ が た う 候 へ 」 も 平 家 物 語 の 常 套 表

現 で あ り な が ら 俊 成 自 身 の 言 葉 と さ れ る こ と で 二 人 の 対 面 が 朝 敵 と 天 皇 側 ― 勅 撰 集 の 撰 者 と し て の

地 位 ― を 越 え る 境 位 へ と 押 し 上 げ ら れ て い る 。 そ れ を 支 え る の が 、 忠 教 と 俊 成 双 方 に よ る 敬 語 の 使

用 と 、 相 手 の 言 葉 に 即 応 し て の 和 歌 的 作 法 、 「 涙 」 と い う 歌 語 に 拠 る も の で あ っ た 。

　 敵 と 味 方 と い う 軍 事 上 の 差 異 を 越 え る 表 現 に 平 家 物 語 作 者 の 見 方 が あ る こ と は 「 那 須 与 一 」 （ 巻

第 十 一 ） に 端 的 に 表 れ る が
（ 12 ）

、 「 忠 教 都 落 」 は 幾 重 に も 渡 る 二 人 の 言 葉 の 表 現 の 類 似 、 思 い の 通 達 性

に よ っ て 読 者 に 永 く 愛 さ れ 続 け た と 思 わ れ る 。

　 俊 成 の 言 葉 を 受 け て 忠 教 の 言 葉 は 情 愛 の 場 面 か ら 一 転 、 次 の よ う に 語 り 出 さ れ る 。

　 薩 摩 守 悦
よ ろ こ

ン で 、 「 今 は 西
さ い

海
か い

の 浪 の 底 に も し づ ま ば 沈 め 、 山
さ ん

野
や

に か ば ね を さ ら さ ば さ ら せ 。 浮
う き

世
よ

に 思 ひ お く 事 候 は ず 。 さ ら ば い と ま 申
も う し

て 」 と て 、 馬 に う ち 乗 り 、 甲
か ぶ と

の 緒 を し め 、 西 を さ い て

ぞ あ ゆ ま せ 給 ふ 。 三 位 う し ろ を 遥
は る か

に 見 お く ッ て 、 た ゝ れ た れ ば 、 忠 教 の 声 と お ぼ し く て 、 「 前
せ ん

途
ど

程
ほ ど

遠 し 、 思
お も い

を 雁
が ん

山
さ ん

の 夕
ゆ う べ

の 雲 に 馳
は す

」 と た か ら か に 口 ず さ み 給 へ ば 、 俊 成 卿 、 い と ゞ 名
な

残
ご り

を し う

お ぼ え て 、 涙 を お さ へ て ぞ 入
い り

給 ふ 。� （ 巻 第 七 、 忠 教 都 落 、 四 章 ）
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　 勅 撰 和 歌 集 入 首 へ の 確 約 の 言 葉 を 受 け て 、 忠 教 は 歌 人 か ら 武 士 へ と 変 容 す る 。 西 海 と 山 野 の 対 句

仕 立 て に 死 に 端 然 と 立 ち 向 か う 忠 教 の 覚 悟 が 流 露 す る 。 そ れ は 都 落 ち 以 後 、 西 海 を 流 離 す る 平 氏 の

人 々 を 哀 感 を も っ て 語 る 物 語 の 行 き 方 と は 一 線 を 画 す る 武 人 像 で あ る 。 和 歌 へ の 深 い 執 心 か ら 一 転

し て 戦 い と 浮 世 を 断 ち 切 っ た 清 澄 な 心 境 に 忠 教 は 変 容 す る 。 「 馬 に う ち 乗 り 、 甲 の 緒 を し め 」 は 彼

の 行 動 を 表 す と 同 時 に 、 戦 い の 場 へ 転 身 す る 忠 教 の 決 意 を 示 す 言 葉 で あ っ た 。 そ れ は 俊 成 邸 訪 問 時

の 「 薩 摩 守 馬 よ り お り 」 に 対 応 す る 詞 句 で あ る 。 続 く 「 た か ら か に 口 ず さ み 給 へ ば 」 も 訪 問 時 に 「 み

づ か ら た か ら か に の 給
た ま い

け る は 」 に 対 応 し て い る 。 い わ ば 、 和 歌 と 武 道 に 心 を 懸 け た 忠 教 の 姿 は 発 言

の 前 と 後 に 同 じ 言 葉 を 重 ね る 語 り の 作 法 ― 「 の 給
た ま い

け る は 」 … 「 と の 給 へ ば 」 ― を 越 え て 忠 教 の 発 言

を 鮮 明 に し て い る だ け で な く 、 訪 問 時 と 辞 去 の 折 り に 同 様 の 言 葉 を 以 て 首 尾 照 応 す る 戯 曲 的 構 成 に

よ っ て 「 忠 教 都 落 」 を 鮮 明 な 舞 台 劇 と し て い る 。

　 確 認 的 に 言 え ば 、 忠 教 の 訪 問 と 辞 去 の 際 に 下 馬 と 乗 馬 が 、 高 ら か な 声 と し て 二 人 の 対 面 の 場 を 包

み 、 俊 成 と 忠 教 の 対 話 が 先 に 述 べ た よ う に 類 似 の 言 葉 を 双 方 が 用 い る こ と で 交 流 を 果 た す 「 入 れ 籠 」

型 の 構 造 に な っ て い る の で あ る 。 俊 成 の 「 名 残 お し う お ぼ え て 、 涙 を お さ へ て ぞ 」 の 言 葉 も 忠 教 を

賞 揚 す る も の と な っ て い る 。

五 　 忠 教 の 和 歌 の 達 成

　 其
そ の

後
の ち

、 世 し づ ま ッ て 、 千
せ ん

載
ざ い

集
し ゅ う

を 撰 ぜ ら れ け る に 、 忠 教 の あ り し あ り 様
さ ま

、 言 ひ お き し こ と の 葉 、

今 更 思 ひ 出 で て 哀
あ わ れ

也 け れ ば 、 彼 巻 物 の う ち に 、 さ り ぬ べ き 歌 い く ら も あ り け れ 共 、 勅
ち ょ っ

勘
か ん

の 人 な

れ ば 、 名
み ょ う

字
じ

を ば あ ら は さ れ ず 、 故
こ き ょ う の は な

郷 花 と い ふ 題 に て よ ま れ た り け る 歌 一 首 ぞ 、 「 読
よ み

人
び と

知 ら ず 」

と 入
い れ

ら れ け る 。

さ ゞ な み や 志 賀 の 都 は あ れ に し を む か し な が ら の 山 ざ く ら か な

其
そ の

身
み

、 朝 敵 と な り に し 上 は 、 子 細 に 及 ば ず と 言 ひ な が ら 、 う ら め し か り し 事 ど も 也 。

� （ 巻 第 七 、 忠 教 都 落 、 末 尾 ）

　 文 章 は 平 家 滅 亡 以 後 の 「 世 し づ ま ッ て 」 か ら 始 め ら れ る 。 通 時 的 時 間 に 添 っ て 或 る 場 面 を 限 定 的

に 口 述 す る 平 家 物 語 の 語 り 口 か ら す る と 、 右 の 文 章 は 忠 教 、 俊 成 再 会 の 後 日 譚 と で も 呼 ぶ べ き 様 相

を 示 し て い る 。　

　 注 目 さ れ る の は 、 忠 度 と 俊 成 の 再 会 の 場 面 が も う 一 度 思 い 出 さ れ る 点 で あ る 。 忠 教 は 俊 成 に よ っ

て そ の 様 子 と 言 葉 を 思 い 出 さ れ る こ と で 復 元 さ れ 、 「 哀 也 」 の 言 葉 を 与 え ら れ る 。 俊 成 邸 訪 問 の 折

り は 語 り 手 に よ っ て 、 二 度 目 は 俊 成 自 身 の 発 言 と し て 、 そ し て 三 度 目 は 俊 成 に 同 化 し た 語 り 手 の 言

葉 と し て 「 哀
あ わ れ

也 」 の 言 葉 は 登 場 す る 。 さ ら に 言 え ば 「 巻 物 の う ち に 、 さ り ぬ べ き 歌 」 の 表 現 も 以 前

忠 教 の 言 葉 に 「 是
こ れ

に 候 巻
ま き

物
も の

の う ち に 、 さ り ぬ べ き も の 」 を 踏 襲 し た も の 言 い と な っ て い る 。 今 は 死

者 と な っ た 忠 教 の 生 前 の 言 葉 を 再 度 語 る こ と で 死 者 と な っ た 忠 教 は 復 元 さ れ 、 「 生 者 」 と し て よ み

が え っ て く る 。

　 「 故 郷 花 」 と い う 題 も 象 徴 的 だ 。 都 か ら 西 海 へ 落 ち の び た 平 氏 の 人 々 の 心 を 絶 え ず 占 め て い た の が 、
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故 郷 の 都 で あ っ た か ら だ 。

ふ る さ と を や け 野 の 原 に か へ り み て す ゑ も け ぶ り の な み ぢ を ぞ ゆ く

ま こ と に 故 郷 を ば 一
い っ

片
ぺ ん

の 煙
え ん

塵
じ ん

に 隔
へ だ て

つ ゝ 、 前
ぜ ん

途
ど

万 里 の 雲
う ん

路
ろ

に お も む か れ け ん 、 人 び と の 心 の

う ち 、 お し は か ら れ て 哀
あ わ れ

也 。� （ 巻 第 七 、 一 門 都 落 ）

九 月 十 三 夜 は 名 を え た る 月 な れ ど も 、 其
そ の

夜 は 宮 こ を 思 ひ 出 づ る 涙 に 、 我 か ら く も り て さ や か な

ら ず 、 九
き ゅ う

重
ち ょ う

の 雲 の う へ 、 久
ひ さ

方
か た

の 月 に 思 ひ を の べ し た ぐ ひ も 、 今 の 様 に お ぼ え て 、 薩
さ つ

摩
ま の

守
か み

忠
た だ

教
の り

、

月 を 見 し こ ぞ の こ よ ひ の 友 の み や 宮 こ に わ れ を お も ひ い づ ら む� （ 巻 第 八 、 緒 環 ）

清
せ い

嵐
ら ん

は だ へ を を か し 、 翠
す い

黛
た い

・ 紅 顔 の 色 や う 〳 〵 お と ろ へ 、 蒼
そ う は ま な こ う げ

波 眼 穿 て 外
が い

都
と

望 郷 の 涙
な ん だ

お さ へ 難
が た

し 。

� （ 巻 第 八 、 太 宰 府 落 ）

　 一 門 都 落 ち に 際 し て 焼 け 野 原 と 化 し た 故 郷 の 都 を 振 り 返 る 修 理 大 夫 経 盛 の 和 歌 が 右 の 「 一 門 都 落 」

で あ る 。 そ し て 筑 紫 に 落 ち た 平 氏 の 人 々 が 九 月 十 三 夜 の 名 月 を 見 て 思 い 出 す の は 都 で な が め た 月 に

ほ か な ら な い 。 忠 教 は 都 の 語 を 和 歌 の 中 核 と し て 去 年 と 今 宵 を 一 元 化 し た 時 間 と 捕 ら え 、 友 の み が

自 分 を 思 い 出 し て い る の で あ ろ う 、 と 述 懐 す る 。 故 郷 の 都 は 月 と と も に 在 り 、 月 を 見 る こ と で 遠 く

離 れ て い る 友 と 自 分 が 結 ば れ て い る 。 ふ る さ と で あ る 都 は 遠 く 筑 紫 の 地 ま で 漂 泊 し た 忠 教 を 都 に 繋

ぎ と め る 歌 語 で あ っ た 。

　 さ ら に 「 太 宰 府 落 」 で は 、 四 国 の 海 を 漂 う 女 房 た ち の 容 顔 の 衰 え か ら 、 望 郷 の 涙 の 押 さ え が た い

こ と を 詳 し く 語 っ て い る 。 わ が 身 の 運 命 と は 西 海 流 離 の 悲 し み と 同 時 に 、 ふ る さ と で あ る 都 か ら 切

り 離 さ れ た こ と へ の 落 胆 で あ っ た 。

　 都 落 ち 以 後 の 平 氏 の 人 々 の 都 、 ふ る さ と へ の 絶 え る こ と の な い 思 い を 考 え る な ら 、 都 落 ち に 際 し

て 忠 教 が 「 故
こ き ょ う は な

郷 花 」 の 題 で 和 歌 を 詠 み 、 そ れ を 俊 成 が 多 く の 和 歌 の な か か ら 撰 歌 し た 意 味 は 極 め て

大 き い 。 つ ま り 、 忠 教 の 和 歌 は 都 落 ち 以 後 の 平 氏 一 門 、 そ れ に 連 な る 人 々 の 故 郷 へ の 思 い を 都 落 ち

以 前 に 見 通 し て い た 和 歌 だ と 思 わ れ る の で あ る 。 平 家 物 語 は 繰 り 返 し 、 運 命 と い い 、 予 見 、 予 測 に

言 及 す る が 、 「 故 郷 花 」 の 題 で 和 歌 を 詠 み 、 平 氏 一 門 滅 亡 後 に 勅 撰 集 の 和 歌 と し て 残 し た い 、 と の

忠 教 の 願 い と 、 そ れ に 応 え た 俊 成 の 撰 歌 は ふ る さ と へ の 平 氏 の 人 び と の 思 い を 都 落 ち 以 前 、 あ る い

は 平 氏 滅 亡 以 後 に 確 か な 表 現 と し て 、 勅 撰 の 名 誉 に 浴 す る も の と し て 詠 ま れ 、 文 字 化 さ れ た こ と に

な ろ う 。

　 忠 教 の 和 歌 は ふ る さ と は 都 で あ り 、 そ の 荒 廃 を 詠 み な が ら 下 句 は 「 む か し な が ら の 山 ざ く ら か な 」

と 詠 む 。 昔 と い う 「 過 去 」 の 時 間 と 今 と い う 時 間 が 「 長 等 山 」 と い う 歌 枕 の 示 す 時 間 と 空 間 の 不 変

を 意 味 す る 懸 詞 に よ っ て 結 ば れ て い る 。 む か し と 長 等 山 が 統 合 す る こ と で 、 む か し は 過 去 の 時 間 に

封 じ こ め ら れ る の で は な く 、 現 在 の 時 間 、 空 間 に も 繋 が る 時 空 と し て 捕 ら え ら れ て い る 。 昔 と 今 と

が 融 合 す る 不 変 の 時 空 と 変 わ る こ と の な い 桜 と が 一 首 の 和 歌 に よ っ て 歌 い と め ら れ て い る 。 散 る こ

と へ の 思 い に 惑 乱 す る 古 今 和 歌 集 春 下 の 諸 歌
（ 13 ）

を 思 え ば 、 忠 教 の 桜 は 長 等 山 と い う 歌 枕 を 基 盤 と す る

こ と で 変 わ る こ と の な い 美 の 発 現 と し て 王 朝 の 勅 撰 集 和 歌 と も 一 線 を 画 す る も の で あ っ た 。

　 西 海 流 離 の 平 氏 の 人 々 の 思 い の 積 も り 、 故 郷 の 都 へ の 執 心 と 嘆 き に 照 ら し 合 わ せ る な ら ば 、 人 々

の 「 思 い 」 を す く い と る 一 首 で あ ろ う 。 栄 華 を 極 め た 都 は す で に な く 、 都 に 戻 れ る 目 途 も な い 「 都
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落 」 以 後 か ら 反 転 す る よ う に 、 忠 教 の 和 歌 は 自 然 の 変 わ ら ぬ 様 子 、 長 等 山 を 桜 に よ っ て 平 氏 の 人 々

の 嘆 き を 昇 化 、 鎮 め る も の と な っ て い る 。 編 年 的 、 通 時 的 な 枠 組 を 墨 守 す る 平 家 物 語 の 構 想 は 堅 持

し つ つ も 、 「 世 し づ ま ッ て 」 の ち 、 忠 教 死 後 に 忠 教 生 前 の 和 歌 が 披 露 さ れ る こ と で 現 世 の 時 間 は 逆

流 し 、 今 は 死 者 と な っ た 忠 教 の 和 歌 が 、 滅 亡 し た 平 氏 一 門 の 人 々 の 思 い を 慰 撫 、 鎮 魂 す る も の と し

て 語 ら れ て い る 。 そ の 点 で 注 目 さ れ る の は 章 段 末 尾 の 平 家 物 語 の 語 り 手 の 批 評 で あ る 。 朝 敵 で あ る

以 上 、 勅 撰 和 歌 集 に 作 者 名 を 表 記 さ れ な い こ と は 至 当 と は し な が ら 「 う ら め し か り し 事 ど も 也 」 と

締 め 括 っ て い る 。 朝 敵 を 滅 ぼ す こ と が 物 語 の 枠 組 み と し て あ り な が ら 、 朝 敵 で あ る こ と が 相 対 化 さ

れ 、 批 判 の 対 象 と 化 し て い る 。 勅 撰 和 歌 集 と い う 天 皇 の 権 威 を 体 現 す る も の に 朝 敵 の 忠 教 の 和 歌 が

入 首 す る 。 そ の 「 矛 盾 」 を 突 く 形 で 平 家 物 語 の 語 り 手 の 言 葉 「 う ら め し か り し 」 が 章 段 を 結 ぶ 。

　 時 間 の 流 れ に 随 順 す る 編 年 体 と い う 形 、 朝 敵 を 滅 ぼ す と の 内 容 上 の 構 想 を 相 対 化 し 、 昔 を 今 に 反

転 さ せ 、 慰 撫 す る も の と し て 忠 教 の 和 歌 は あ る 。

　 さ ら に 言 え ば 、 源 氏 と 平 氏 の 抗 争 、 朝 敵 と 官 軍 と い う 縮 図 そ の も の を 相 対 化 し て し ま う も の と し

て 「 む か し な が ら の 山 ざ く ら 」 は あ る 。 人 の 世 の 営 み 、 時 間 を 無 為 化 し て 、 悠 久 の 時 間 と 空 間 へ と

忠 教 の 和 歌 は 突 き ぬ け て い る 。 無 常 が 物 語 進 行 の 論 理 と し て あ る と す れ ば 、 変 わ ら な い も の と し て

和 歌 の 下 句 「 む か し な が ら の 山 ざ く ら 」 が あ る の で あ る 。 栄 華 を 極 め た 平 氏 一 門 が 源 氏 の 軍 勢 、 朝

敵 の 汚 名 に よ っ て 敗 退 し て ゆ く 物 語 が 平 家 作 者 の 構 想 と し て あ る と す れ ば 、 政 治 や 権 威 と は 無 縁 の

不 変 な る 世 界 を 忠 教 の 和 歌 は 表 現 し て い る の で あ る 。

　 浮 世 の 抗 争 、 転 変 の な か で 嗟 嘆 す る 西 海 流 離 の 物 語 は 、 木 曽 義 仲 に な り 変 わ っ て の 頼 朝 軍 の 都 進

攻 を 経 て 、 平 氏 の 人 々 の 死 を 列 挙 し て ゆ く 。 生 田 の 森 で 大 将 軍 と し て 源 範 頼 の 軍 勢 と 対 戦 す る 平 知

盛 、 一 方 、 山 の 手 の 侍 大 将 と し て 派 遣 さ れ た 越 中 前 司 盛 俊 も 猪 俣 の 小 平 六 則 綱 に よ っ て 討 死 す る （ 巻

第 九 、 「 越 中 前 司 最 期 」 ） 。 続 い て 「 忠 教 最 期 」 、 「 重 衡 生 捕 」 、 「 敦 盛 最 期 」 、 「 知 章 最 期 」 、 「 落 足 」 章

段 に お け る 越 前 三 位 通 盛 の 最 期 、 通 盛 の 妻 の 入 水 を 語 る 「 小 宰 相 身 投 」 と 、 巻 第 九 は 主 な る 平 氏 の

武 人 、 そ の 妻 の 死 者 列 伝 の 様 相 を 呈 し て い る 。 で は 次 に 、 「 忠 教 都 落 」 の 和 歌 の 世 界 に 関 連 し て 「 忠

教 最 期 」 の 和 歌 を 論 じ る 。

六 　 夕 闇 の 桜

　 薩
さ つ

摩
ま の

守
か み

忠 教 は 、 一 の 谷 の 西 手 の 大 将 軍 に て お は し け る （ 中 略 ） 六 野 太 が 童
わ ら わ

お く れ ば せ に 馳
は せ

来
き た

ッ て 、 う ち 刀
が た な

を 抜 き 、 薩 摩 守 の 右 の か ひ な を 、 ひ ぢ の も と よ り ふ つ と き り 落 す 。 今 は か う

と や 思 は れ け ん 、 「 し ば し の け 、 十 念 唱 へ ん 」 と て 、 六 野 太 を つ か う で 弓 だ け ば か り な げ の け

ら れ た り 。 其 後 西 に む か ひ 、 高
こ う し ょ う

声 に 十 念 唱 へ 、 「 光
こ う み ょ う へ ん じ ょ う じ っ ぽ う せ か い

明 遍 照 十 方 世 界 、 念
ね ん ぶ つ し ゅ じ ょ う せ っ し ゅ ふ し ゃ

仏 衆 生 摂 取 不 捨 」 と

の た ま ひ も は て ね ば 、 六 野 太 う し ろ よ り よ ッ て 、 薩 摩 守 の 頸 を 討 つ 。 よ い 大 将 軍 討 ッ た り と

思 ひ け れ ど も 、 名 を ば 誰 と も 知 ら ざ り け る に 、 え び ら に む す び 付
つ け

ら れ た る 文 を と い て 見 れ ば 、

「 旅
り ょ し ょ く の は な

宿 花 」 と い ふ 題 に て 、 一 首 の 歌 を ぞ よ ま れ た る 。

ゆ き く れ て 木
こ

の し た か げ を や ど と せ ば 花 や こ よ ひ の あ る じ な ら ま し
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忠 教 」 と か ゝ れ た り け る に こ そ 、 薩 摩 守 と は 知 り て ン げ れ 。� （ 巻 第 九 、 忠 教 最 期 ）

　 「 忠 教 都 落 」 の 風 雅 の 場 面 と は 一 転 し て 、 忠 教 は 右 腕 を 肘 の 元 か ら 切 り 落 と さ れ る こ と で 死 を 覚

悟 す る 。 六 野 太 と の 壮 絶 な 戦 闘 場 面 、 死 を 覚 悟 し て の 極 楽 浄 土 に 生 ま れ る こ と を 願 う 経 文 の 一 句 は

軍 記 物 語 、 極 楽 往 生 を 勧 め る 仏 教 文 学 と し て の 姿 を よ く 伝 え て い る が 、 注 目 さ れ る の は 「 高 声 に 」

の 言 葉 で あ ろ う 。 先 の 「 忠 教 都 落 」 （ 巻 第 七 ） で 俊 成 邸 の 訪 問 の 際 と 辞 去 の 際 に 「 た か ら か に 」 高

唱 す る 姿 と 通 底 す る 「 声 」 の 武 人 と し て 忠 教 は 造 型 さ れ て い る の で あ る 。

　 ま た 、 討 た れ る 時 も 名 が 誰 と も わ か ら ず 、 和 歌 と 共 に 記 載 さ れ て あ っ た 忠 教 の 名 で は じ め て そ の

人 と 知 ら れ る の で あ っ た 。 和 歌 に よ っ て は じ め て そ の 名 が 周 知 さ れ る 仕 儀 は 先 の 「 忠 教 都 落 」 の 勅

撰 集 に 和 歌 が 採 ら れ る 顛 末 の 物 語 と 共 通 す る 点 が う か が え る で あ ろ う 。 現 世 に あ る 時 、 人 々 か ら は

大 将 軍 と し て 認 知 さ れ て い た 忠 教 は 死 ん だ の ち 、 和 歌 に よ っ て は じ め て そ の 内 面 世 界 が 明 ら か に さ

れ る 。 生 き て い る 時 間 も そ の 人 の 時 間 で あ る が 、 死 後 に な っ て 和 歌 が 披 露 さ れ る こ と で 死 者 は 和 歌

と と も に 生 者 の よ う に 蘇 る 。 死 者 で あ り な が ら 和 歌 の 現 在 性 に よ っ て 「 再 生 」 す る の で あ る 。

　 忠 教 の 和 歌 の 題 名 、 「 旅 宿 花 」 も 興 味 深 い 。 か の 千 載 和 歌 集 に 入 首 し た 歌 の 題 は 、 「 故 郷 花 」 で あ っ

た 。 同 じ 桜 花 が 忠 教 の 心 を 占 め て い た こ と が 知 ら れ る 。 そ の 歌 は 戦 い の 日 暮 れ 、 心 の 行 き 場 を も

失 っ て 桜 の 木 陰 を 一 夜 の 宿 と す る 折 り が あ る な ら ば 、 桜 の 花 が 私 を 迎 え る 主 と し て も て な し を し て

く れ る だ ろ う 、 と 詠 む 。 戦 い の 事 は す で に な い 。 現 世 の 生 死 、 生 か ら 死 へ の 往 生 の 思 想 も な い 。 あ

る の は 夕 闇 に し ら じ ら と 咲 く 桜 ば か り 。 そ れ が 眼 い っ ぱ い に 広 が る 。 戦 さ に お け る 生 死 、 往 生 の 思

想 を 説 く 物 語 の 論 理 を 越 え て 、 自 然 そ の も の と 深 く 交 差 す る 無 垢 な 魂 が 和 歌 か ら 発 現 す る 。 自 分 が

ど の よ う な 場 所 で 、 ど ん な 思 い で 死 ぬ か も 不 明 で あ る 。 そ の 行 く 方 も し れ ぬ 自 分 の 最 期 は こ の よ う

で あ ろ う 、 と 忠 教 は 死 の 際 の 自 分 の 在 り 方 を 見 通 し て 和 歌 を 詠 ん で い る 。 生 き て い な が ら 死 に ゆ く

自 分 の 未 来 が 桜 の 花 と 共 に あ る こ と を 想 像 し て い る 。 自 然 の 花 と 交 差 す る わ が 姿 を 幻 視 す る こ と で

戦 さ の 現 実 を 突 き 抜 け て ゆ く 。 末 期 の 眼 に 映 る 夕 闇 の 桜 、 そ れ が 自 分 を 迎 え 入 れ る と 詠 む こ と で 忠

教 の 和 歌 は 現 世 の 論 理 、 生 か ら 死 へ 、 あ る い は 死 か ら 生 へ の 論 理 を 越 え て い る の で あ る 。

注 （ １ ）� 本 文 な ら び に 巻 、 章 段 名 は 梶 原 正 昭 氏 、 山 下 宏 明 氏 校 注 『 平 家 物 語 』 岩 波 文 庫 本 に 拠 る 。

以 下 同 じ 。

（ ２ ） 伊 藤 博 氏 校 注 『 万 葉 集 』 上 巻 角 川 文 庫 本 に 拠 る 。

（ ３ ） 佐 伯 梅 友 氏 校 注 『 古 今 和 歌 集 』 岩 波 文 庫 に 拠 る 。

（ ４ ）� 阿 部 秋 生 氏 、 秋 山 虔 氏 、 今 井 源 衛 氏 、 鈴 木 日 出 男 氏 校 注 『 源 氏 物 語 』 ② 新 編 日 本 古 典 文 学

全 集 、 二 四 七 頁 。

（ ５ ） 注 （ ４ ） 同 書 、 二 四 七 頁 。

（ ６ ） 注 （ ４ ） 同 書 、 二 五 七 頁 。

（ ７ ） 幾 内 、 幾 外 、 竜 宮 城 に つ い て は 兵 藤 裕 己 氏 『 平 家 物 語 の 読 み 方 』 ち く ま 学 芸 文 庫 が 詳 し い 。

（ ８ ）� た だ も り を 詠 み こ む 和 歌 に は 白 河 院 の 御 製 「 夜 な き す と た ゞ も り た て よ 末 の 代 に き よ く さ

か ふ る こ と も こ そ あ れ 」 （ 巻 第 六 「 祇 園 女 御 」 ） も あ る 。
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（ ９ ） 『 平 家 物 語 』 （ 二 ） 二 〇 七 頁 の 左 注 一 四 に 拠 る 。

（ 10 ）� 秋 山 虔 氏 編 『 王 朝 語 辞 典 』 の 「 あ ふ ぎ 扇 」 の 項 、 下 段 「 不 幸 な 展 開 を み る と こ ろ が 興 味 深

い 」 二 一 頁 、 藤 本 宗 利 氏 担 当 。

（ 11 ） 『 平 家 物 語 』 （ 二 ） 二 〇 九 頁 の 左 注 五 に 拠 る 。

（ 12 ）� 「 奥
お き

に は 平 家 、 ふ な ば た を た ゝ い て 感 じ た り 。 陸
く が

に は 源 氏 、 え び ら を た ゝ い て ど よ め き け り 」

『 平 家 物 語 』 （ 四 ） 一 六 八 頁 。

（ 13 ）� 有 名 な 和 歌 を 引 け ば 「 久 方 の ひ か り の ど け き 春 の 日 に　 し づ 心 な く 花 の ち る ら む 」 （ 古 今

和 歌 集 八 四 番 歌 ） 、 「 春 風 は 花 の あ た り を よ ぎ て ふ け　 心 づ か ら や う つ ろ ふ と 見 ん 」 （ 同 ・

八 五 番 歌 ）
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