
　　

二
上
山
の
賦
一
首　
こ
の
山
は
射
水
郡
に
有
り　

　　　　
射
水
河　
い
行
き
め
ぐ
れ
る           

玉
く
し
げ　
二
上
山
は                  

春
花
の　
咲
け
る
盛
り
に                   

秋
の
葉
の　
に
ほ
へる
時
に             

出
で
立
ち
て　
ふ
り
さ
け
見
れ
ば             

神
か
ら
や　
そ
こ
ば
貴
き                   

山
か
ら
や　
見
が
欲
し
か
ら
む             

す
め
神
の　
裾
廻
の
山
の               

渋
谿
の　
崎
の
荒
磯
に                      

朝
な
ぎ
に　
寄
す
る
白
波                

夕
な
ぎ
に　
満
ち
来
る
潮
の                

い
や
増
し
に　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く        

い
に
し
へゆ　
今
の
を
つつに             

か
く
し
こ
そ　
見
る
人
ご
と
に            

か
け
て
し
の
は
め                     

渋
谿
の　
崎
の
荒
磯
に　
寄
す
る
波　
い
や
し
く
し
く
に　
い
に
し
へ思
ほ
ゆ

　　　　
渋
谿
の
崎
の
荒
磯
に
う
ち
寄
せ
る
波
の
よ
う
に
、い
よ
い
よ
し
き
り
に
、遠
い
昔
の
こ
と
が
し
の
ば
れ
る
。

玉
く
し
げ　
二
上
山
に　
鳴
く
鳥
の　
声
の
恋
し
き　
時
は
来
に
け
り

　　　　
（
た
ま
く
し
げ
）二
上
山
に
鳴
く
鳥
の
声
が
恋
し
く
て
な
ら
な
い
時
が
、と
う
と
う
や
っ
て
き
た
。

　　　
右
、三
月
三
十
日
に
、興
に
依
り
て
作
る
。大
伴
宿
祢
家
持

　　　　　

（
あ
ま
ざ
か
る
）鄙
の
地
の
な
か
で
も
名
高
い

越
中
の
国
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、

山
は
ま
あ
、び
っ
し
り
と
数
々
あ
り
、

川
は
ま
あ
、た
く
さ
ん
流
れ
て
い
る
が
、

国
の
神
が
鎮
座
さ
れ
て
い
る
、

新
川
郡
の
そ
の
名
も
高
き
立
山
に
は
、

夏
じ
ゅ
う
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
て
、

山
裾
を
流
れ
る
片
貝
川
の

清
ら
か
な
瀬
に
朝
夕
ご
と
に

立
つ
霧
の
よ
う
に
、こ
の
山
を
忘
れ
る
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。

ず
っ
と
通
い
つ
づ
け
て
、毎
年
毎
年
、

遠
く
か
ら
で
も
仰
ぎ
見
て
、

万
代
の
語
り
ぐ
さ
と
し
て
、

ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
人
に
も
話
そ
う
。

噂
だ
け
で
も
名
前
だ
け
で
も
聞
い
て
、

う
ら
や
ま
し
が
る
よ
う
に
。

　　

立
山
の
賦
一
首　
并
せ
て
短
歌　
こ
の
立
山
は
新
川
郡
に
あ
り

天
ざ
か
る　
鄙
に
名
か
か
す          

越
の
中　
国
内
こ
と
ご
と              

山
は
し
も　
し
じ
に
あ
れ
ど
も            

川
は
し
も　
さ
は
に
行
け
ど
も          

す
め
神
の　
う
し
は
き
い
ま
す            

新
川
の　
そ
の
立
山
に                  

常
夏
に　
雪
降
り
敷
き
て                 

帯
ば
せ
る　
片
貝
河
の                  

清
き
瀬
に　
朝
夕
ご
と
に                

立
つ霧
の　
思
ひ
過
ぎ
め
や             

あ
り
通
ひ　
い
や
年
の
は
に               

よ
そ
の
み
も　
ふ
り
さ
け
見
つつ        

万
代
の　
語
ら
ひ
ぐ
さ
と                

い
ま
だ
見
ぬ　
人
に
も
告
げ
む           

音
の
み
も　
名
の
み
も
聞
き
て           

と
も
し
ぶ
る
が
ね                        

立
山
に　
降
り
置
け
る
雪
を　
常
夏
に　
見
れ
ど
も
飽
か
ず　
神
か
ら
な
ら
し

　　　　
立
山
に
降
り
置
い
て
い
る
雪
は
、夏
の
い
ま
見
て
も
見
あ
き
る
こ
と
が
な
い
。神
の
山
だ
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。

片
貝
の　
川
の
瀬
清
く　
行
く
水
の　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く　
あ
り
通
ひ
見
む

　　　　
片
貝
の
川
の
瀬
も
清
く
流
れ
ゆ
く
水
の
よ
う
に
、絶
え
る
こ
と
な
く
ず
っ
と
通
い
続
け
て
こ
の
山
を
見
よ
う
。

　　　
四
月
二
十
七
日
に
、大
伴
宿
祢
家
持
作
る
。
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ち 射
水
川
が
ふ
も
と
を
め
ぐ
っ
て
流
れ
て
い
る

（
た
ま
く
し
げ
）二
上
山
は
、

春
花
の
盛
り
の
時
も
、

秋
の
葉
の
色
づ
く
時
に
も
、

外
に
出
て
振
り
仰
い
で
見
る
と
、

こ
の
山
の
神
性
ゆ
え
に
あ
ん
な
に
も
貴
い
の
だ
ろ
う
か
、

山
の
も
つ
品
格
の
せ
い
で
見
た
く
て
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
こ
そ
、国
の
神
の
鎮
ま
る
山
の
ふ
も
と
の

渋
谿
の
崎
の
荒
磯
に
、

朝
な
ぎ
の
と
き
に
う
ち
寄
せ
る
白
波
や
、

夕
な
ぎ
の
と
き
に
満
ち
て
く
る
潮
の
よ
う
に
、

い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
絶
え
る
こ
と
な
く
、

遠
い
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
、

こ
ん
な
に
も
見
る
人
す
べ
て
が
、

こ
の
山
を
心
に
か
け
て
ほ
め
た
た
え
る
の
だ
ろ
う
。
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賦（ふ）

「賦」とは、中国の古い韻文の文
体の名で、事物を叙述描写し、対
句を多様した修辞にすぐれた美文。
大伴家持は、越中の山水を讃
える3組の長歌を作り、初めて「賦」
と称した（「二上山の賦」「布勢の
水海遊覧の賦」「立山の賦」）。これ
らを「越中三賦」と呼んでいる。

すめ神（すめかみ）

「すめ」は「統べる」の意味の接
頭語。その地域を領する最高位の
神のこと。
そこから転じて、神々を尊んで
言う場合や、皇室の祖先神をさす
こともある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふた　がみ　やま　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　 せ　　　　　 

 みず うみ　ゆう　らん　　　　　　　　　　　たち やま

二
上
山

ふ
た
が
み
や
ま

音のみも 名のみも聞きて ともしぶるがね

上：横山幸文「煌」（漆パネル・富山県立高岡西高等学校蔵）　
下：横山幸文「雪山に映える」（漆パネル・富山県人社蔵）

よこ やま ゆき ふみ こう

岡田繁憲「立山杉」（日本画・新作） 村　閑歩「二上山」（水墨画・高岡市立万葉小学校蔵）
おか　だ　しげのり むら　　かん　ぽ

立

山

た 

ち 

や 

ま

見る人ごとに かけてしのはめ


