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『
永
久
百
首
』
と
そ
の
背
景

伊

倉

史

人

は
じ
め
に

 

『
永
久

四
年

百
首

和
歌

』

は
、
藤

原
仲

実
を

企
画

・
勧
進

者

と
し

て
中

宮
篤

子

に
関
係

の
深

い
六
人

の
歌
人

が
集

ま

り
、

堀

河
天
皇

、
中
宮

の
相

次

ぐ
崩
御
を
追

悼

す

る
と

い
う

私
的

な
目

的

で
成

立

し
た

と

い
わ
れ

て

い

る
。

橋
本

不

美
男

氏

は

こ

の

『
永
久

百

首

』

に

つ

い
て
、

『
堀
河
百

首

』

が

「
み
つ

み
つ

し

い
創
作

創
造

意
欲

に
燃

え

て

の
、

宮
廷

と
歌
壇

と

の
表

舞
台

に
対

す
る
意

欲

の
表

示

」

で
る

の
に
対

し

て

「
い
は
ば

堀

河
院
歌

壇

の
残

映
を

わ
つ
か

に
示
し
、
盛

時

へ
の
懐

旧
が

そ
の
主
体

と
な

っ
て

い
る
」

と
の
評
価

を
下

し
て

い
る
。
確

か
に
、
規

模

の
面
、

あ

る

い
は
参

加
歌

人

の
顔

触

れ
か
ら

す
れ
ば

「
残

映
」

と

の
評

価

も
あ

る
程
度

正
当

な
も

の

で

あ

る

と
言

わ
ざ

る
を
得

な

い
だ

ろ
う
。

 

と

は
言

う
も

の

の

『
永
久

百
首
』

は
、
和

歌
史

の
上

で
見
れ
ば

、
周

知

の
よ
う

に

『
六
百

番
歌
合

』

で

は

『永
久

百
首

』

の

二
五

の
歌
題

が
採

用

さ
れ

て

い
る
し
、

ま

た
、
為
忠

家

の
両
度

百
首

へ
、

歌
題

設
定

あ

る

い
は

詠

作

の
面
で
影
響

を
与

え

て

い
る
な
ど

の
指

摘
も

あ
り

、
後
代

の
百
首

に

少
な

か
ら
ず
影

響
を

与
え

て

い
る

こ
と
も
確

か
で
あ

る
。

 

し

か
し
な
が

ら
、

そ

の
成

立

に
関

し

て
は
史
料

的

に
探

れ
る

こ
と

に
は

限
界

が
あ

り
、
諸

伝
本

の
端

作
が

「
永
久

四

年
十

二
月

二
十

日
」

と
成

立

年
次

と
思

し
き

も

の
を

伝

え
る

の
み

で
、
そ

の
多

く
は
依

然

と
し

て
解

明

さ
れ

て

い
な

い
。

 
そ

こ

で
、

本
稿

で
は
従
来

あ

ま
り
積
極

的

に
は
論

じ
ら

れ

る

こ
と

の
な

か

っ
た
和

歌
そ

の
も

の

の
検

討

を
行

い
、

そ
し

て
、
そ

の
結
果

か
ら

『永

久
百
首

』

の
成
立

に
関

し

て
少

し
く
気

が

つ
い
た
こ

と
を

述

べ
て
み
た

い

と
思

う
。

 

『
永
久

百
首

』
を

題
毎

に
読

み
進

め

て

い
く

と
、
歌
枕

(こ

こ

で
は
和

歌

に
詠

ま
れ
た

地
名

の
謂

い
で
用

い
る
)

が
数
多

く
詠

み
込

ま

れ

て

い
る

こ
と

に
気

が

つ
く
。

中

に
は
歌

枕

と
認
定

す

べ
き

か
ど
う

か
判
断

し

か
ね

る
も

の
も
あ

り
、
正

確
な

数
字

を
出

す

こ
と

は
で
き

な

い
が

、
重

出

す
る

も

の
を
除

い
て
も
、

そ

の
数

は

一
五

〇
を
越

え

る
。

こ

の
数

字

は

『永

久

百
首

』
全

体

の
お

よ
そ

二
五
%

に
あ

た
り

、
同

百
首

を
考

察

し

て

い
く
上

で
歌
枕

詠

は
重

要

な
位
置

を
占

め

る
と
思

わ

れ
る
。
例

え
ば

「池

」
題

の

歌

に
は
、

 
 

汀

に
は

た

ち

も

よ

ら
れ

ぬ
山

が

つ
の

か
げ

は
つ

か
し

き

清
住

の
池
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(
五
四

一
・
顕
仲

)

 
 

冬

さ
む

み

に
ほ
鳥

す

だ
く
原

の
池

も
世

に
む
す

ぼ
ほ

る
氷

し

に
け
り

 
 

(五

四

二

・
仲
実

)

 
 

世

に
わ
び

て
波

た
ち

ま
ち

に
す
ぐ
な

れ
ど

あ
そ

の
御
池

に
ぬ
さ

た
て

 
 

ま

つ
る

(
五

四
三

・
俊

頼
)

 
 

い
せ
な
ら
ば

ひ
が

ご

と
す
と

や

お
も

は
ま

し
山

と
な

る
て

ふ
み
ま

さ

 
 

か

の
池

(
五
四

四

・
忠

房
)

 
 

す

べ
ら
ぎ

の
な
が

ゐ

の
池

に
水

す

み
て

の
ど
か

に
ち
よ

の

か
げ

そ

見

 
 

え
け

る

(
五

四
六

・
常

陸
)

 
 

酌

み
て
し

る

ひ
と
も
あ

ら
じ

な

お
も

ふ

こ
と

い
は
れ

の
池

の

い
ひ
し

 
 

出

で
ね
ば

(五

四
七

・
大
進

)

と

い
う
よ
う

に
、

兼
昌

を
除

く
六
人

の
歌

人
が
有

名
、
無

名

な
も

の
を
取

り
混
ぜ

各

々
異

な

っ
た

歌
枕

の
池

を
詠

み
込
ん

で

い
る
。

 

ま

た
、

「
出

湯
」

題

の
歌

に
は

「
島

根

の
御

湯
」

を

は
じ

め

と

し

て
、

「
ま

し

ら

ら

の
浜

の
走

湯

」
「
み
熊

野

の
湯
」

「
有

馬

の
山

に
出

る
湯
」

「
有

馬

の
山

の
塩

湯

」

「
七

栗

の
湯
」

と

い
う

よ

う

に
七

首

中

六
種

類

1

「有

馬

の
山

に
出

る
湯
」

と

「有

馬

の
山

の
塩

湯

」
は
同

じ

で
あ

る

と
考

え
れ
ば

五
種
ー

の
異

な
る
出

湯
を

見
る

こ
と
が

で
き

る
。

こ

の
よ

う

に
、

同

一
題

に
お

い
て
複
数

の
歌

人
が
複

数

の
異
な

る
歌
枕

を

詠

み
入

れ

る
傾
向

が

、
更

に
こ
の
他

い
く

つ
か

の
題

に
お

い
て
も
同
様

に
見
受

け

ら
れ

る
。
左

に
そ

の
歌

題

と
歌

枕

の
み
を
掲

出

し
て

お
く
。

 
 

水
海
 

 
近

江
潟

・
美

保
岬

・
え
が

た

の
浦

・
近

江
海

・
打
出

浜

・

 
 

 
 

 
 

に
ほ

の
海

 
 

原
 
 

 
奥

津
が
原

・
青
柳

の
原

・
真
野

の
萩
原

・
も
ろ

こ
し

の
原

・

 
 

 
 

 
 

朝

の
原

・
生

の
松
原

 
 

社
 

 

 
出

雲

・
七

の
御
社

・
三
輪
社

・
布
留

社

 

こ
こ

で
先

行
す

る

『堀

河
百
首

』

に
目

を
向

け

て

み
る

と
、

や

は
り
同

様

の
傾
向

が

見
ら

れ
る

こ
と

に
気

が

つ
く
。

た
と

え
ば

「
橋

」
題

を

見

る

と
、
「
板
倉

橋

」

「
瀬

田
長
橋

」

「
浜
名

橋

」
「
佐

野
船

橋

」

「
真

野

継

橋
」

「
を
ば

た
だ

の
板

田

の
沼

に
渡

す
橋
」

「
板
打

の
橋

」

「
を
ば

た

だ

の
板

田

の
橋
」

「
宇

治

橋
」

「
古

野

の
沢

に
渡

す
橋

」

「
八
橋

」

「
木

曽

路
橋

」

「
み

ち
の
く

の
朽
木

の
橋

」

と

い
う

よ
う

に
多
く

の
歌
枕

の
橋

が

詠

み
込

ま
れ

て

い
る
。

以
下

歌

枕
を

列
挙

す

る

こ

と
は

し
な

い
が
、

「
橋

」

題

の
他

に

も

「
山

」
「
河

」

「
野
」

「関

」

「海

路
」

等

の
題

に

つ
い
て
も

同

じ
よ

う
な

傾
向

が

見
受

け
ら

れ
る
。

こ

の
こ
と

に

つ
い
て
、
橋

本

不
美

男
、

滝

沢
貞

夫
氏

は

『校
本
堀
河
院

御
時

百
首
和
歌

と
そ

の
研

究
』

(昭
和

五

一
年

三
月

・

笠
間

書

院
、

以
下

『
校
本

堀
河
百

首
』
)

の
中

で
、

 
 

「
駒
迎
」

「
河

」
「
関
」

「
橋

」
「
野

」

「山

」
「
海

路
」

等

の
歌

題

は
、

 
 

歌
枕

を

む
し

ろ
詠

み
入
れ

る
方

向

で
設
定

し

た
歌
題

で
あ

る
よ

う

に

 
 

思

わ
れ

る
。

(本

文
研
究

篇
、

三
七

二
頁

)

と

い
う

よ
う

に
推
測

し

て

い
る
。

こ

の
推

測

は
そ

の
ま

ま

『永

久

百
首

』

の
場

合

に
も
当

て

は
ま

る
だ
ろ
う

か
。

 
先

に
列
挙

し
た

『
永
久

百
首
』

の
各

題

に
詠
ま

れ
た
歌

枕

に
は
初
出

の

も

の
、

あ

る

い
は
既

に
詠

ま
れ

て
は

い
る
も

の
の
顧

み
ら
れ

る

こ
と

の
な

か

っ
た
も

の
も
多

い
。

例

え
ば
、

「
池

」
題

に
詠

ま
れ

た

「
清

住

の
池

」

(
五

四

一
・
顕

仲
)

(未

詳
。

現
奈

良

県
高

樋

町
大

和
郡

山

市

の
旧
東

大

寺
領

清
済

庄

に
あ

っ
た

か
)
は
、

 
 

 
 

ワ
ガ
セ
ル
ト
キ
ニ
ァ
ハ
ム
ト
 
 ア
ヒ
タ
ル
キ
ミ
ヲ
 
 ナ
ネ
ソ
ヨ
タ
 
ハ
ハ
キ
 
コ
 
セ
ド
モ
 
ワ
ガ
コ
コ
ロ

 
 

…

…
我
為

時
乎

 

 

 
相
有

君
乎

 
莫

等
 

母
寸
巨

勢

友
 

吾

情

 
 

清
隅

之
池

之
 

池
底

 
吾
者

不

忍
 
正

相
左
右

二

(13

・
三
三
〇

三
)

と

い
う

『
万
葉
集

』

の
長
歌

に
の
み
見

え

る
も

の
で
、

こ
れ

を
証

歌

と
す

一12一



る
と
考

え
ら

れ

る
。
顕
仲

の
歌

以
外

に
は
用
例

は

な
く
、
彼

が

『
万
葉

集
』

の
中

か
ら
発
掘

し

て
き

た
歌
枕

と

い
え
よ
う

。

 

ま
た
、

「
原
」

題

で
は

「青
柳

の
原
」

(五

二
八

・
仲
実

)

が
詠

ま
れ

て

い
る
が
、

こ
れ

も
次

の

『
万

葉
集
』

(
14

・
三

五

六

八
)
を

典

拠

と
す

る

と
思

わ
れ

る
。

 
 
安

乎
楊

木
能

 
波

良
路

可
波

刀
ホ

 
奈

乎
麻

都
等

 
西
美

度
波

久
末

 
 

受
 
多

知
度

奈
良

須
母

但
し

、

こ
の

「青

柳

の
原
」

は
本
来

は
歌
枕

で
は
な
く

、
右

の
歌

の

二
句

目
ま

で
は

「
青
柳

の
萌

ら

ろ
川
門

に
」
と
訓

む

の
が
正

し

い
。

「
萌

ら

ろ
」

と

は

「
張

れ

る

(芽
吹

い

て

い
る

)
」

の
上
代

東

国
方
言

で
あ

っ
た

と

い

わ
れ

る
が
、

当
時

の
歌

人
達

に
は
理
解

で
き
な

か

っ
た

の

で
あ

ろ

う

か
。

「
青
柳

の
原

」

は
訓
点

上

の
誤

り

が
生

み
出

し

た
架

空

の
歌
枕

で
あ
る
。

 

こ
う
し

た
新
た

な
歌
枕

の
発
掘
あ

る

い
は
創
出

の
試

み
か
ら
判

断
し

て
、

先

に
挙
げ

た
歌
題

に
関

し

て
は
積
極

敵

に
歌
枕

を
詠

み
入

れ
よ
う

と
す

る

歌
人
達

の
姿

勢
を

見

て
と

っ
て
も

よ

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
問

題

は
、

設
題
者

が
歌

枕

を
詠

む
方
向

で
歌
題

を
設
定

し

た
と

し
て
も
、

そ

の
意
図

が
歌

人
達

に
事
前

に
伝

え

ら
れ

て

い
た

の
か
、
あ

る

い
は
そ

う
し

た
事
前

の
意

思
統

一
は

な
く
各

々
が
歌
題

か
ら
判

断
し

て
自
主

的

に

(し

た
が

っ

て
偶

然

に
)
歌
枕

を
詠

ん

だ

の
か
と

い
う

こ
と

だ
。

そ

こ
で
、
次

の
例

を

見

て
み
よ

う
。

「
不
見
書

恋

」
題

に
は
、

 
 

お
ぼ

つ
か
な
き

そ
ち

の
は
し

は
年

ふ
れ
ど

か
け

て
ぞ
我

は

ふ
み

み
ざ

 
 

り
け

る

(
四
五
七

・
顕

仲
)

 
 

か

つ
ら
ぎ

や
く

め

の
岩

は
し

ふ

み
み
ね
ど

わ
た

り
が

た
し

と
そ
ら

に

 
 

し

り

つ

つ

(
四
五

八

・
仲
実

)

 
 

い
さ
や
又

ふ

み
も

み
ら
れ
ず

と
も

す
れ
ば

と
だ

え

の
は
し

の
う

し
ろ

 
 

め
た

さ
を

(四
五

九

・
俊
頼

)

 
 

い
か
が

せ
む
さ

の
の
ふ

な
ば
し

さ

の
み
や

は

ふ
み
だ

に

み
じ

と
人

の

 
 

い
ふ

べ
き

(四

六
〇

・
忠

房
)

 
 

わ
ぎ

も

こ
が
あ

ふ

み
な

り
せ
ば

さ

り
と
我

ふ

み
も

み
て

ま
し

と
ど

ろ

 
 

き

の
は

し

(四

六

一
・
兼

昌
)

 
 

あ

ふ

こ
と

の
と
だ

え
が

ち

に
も

な

り
ゆ
く

か

ふ
み
だ

に
か
よ

へ
ま

の

 
 

の

つ
ぎ

は
し

(
四
六

二

・
常
陸

)

と

い
う

よ
う

に
、
大
進

を
除

く
六
人

の
歌

人
が

共
通

し

て
、
歌

題

の

「
不

見
書

(文

見
ず

)
」
を

「
踏

み

み
ず

」

と
掛

け

て
詠

む
手

法

が

用

い
ら

れ

て

い
る
。

こ
の
手
法

は
、
既

に
平
安

中
期

頃

か
ら
現

れ

は
じ

め
、

ま
た
好

ん

で

用

い
ら

れ

た

ら
し

く
多

く

の
作

例

を
残

し

て

い
る
。

た

と
え

ば

、

『後

拾
遺

集
』

(恋

一
・
六

二
七
)

に

は
、

 
 

 

 

か

へ
り
ご

と
せ

ぬ
人

に
、

山

て
ら

に
ま

か
り

て

つ
か
は

し
け

る

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

道

命
法

師

 
 

お
も

ひ
わ
び
き

の

ふ
山

べ
に

い
り

し

か
ど
ふ

み

み
ぬ

み
ち

は
ゆ

か
れ

 
 

ざ

り
け

り

と

い
う

よ
う

な
歌
が

見
え
、

ま
た
、

小
式

部
内

侍

の
有
名

な

、

 
 

お
ほ
え

や
ま

い
く

の
の
み

ち
の
と

ほ
け

れ
ば

ふ

み
も
ま

だ

み
ず
あ

ま

 
 

の
は
し

だ

て

と

い
う

歌

は

『
俊
頼

髄

脳
』

(
四

三
九

)

に
も
引

用

さ
れ
、

後

に

『
金

葉

集
』

(雑

上

・
五

五
〇
)
に
も
入

集
す
る
な
ど
、

『
永
久

百
首

』
歌

人

に
と

つ

て
も
馴
染

み
の
あ

る
手
法

で
あ

っ
た
と

い
え

よ
う
。

し

か
し

、

こ
こ

で
注

目

す

べ
き
は
、

『
永
久

百

首
』

の
六
首

は

す

べ

て

「
踏

み

み

ぬ
」
対

象

を

歌

枕

の
橋

と
し

て

い
る
点

だ
。
も

ち

ろ
ん
同

じ
趣
向

で
歌
枕

の
橋

を

詠
ん

だ

先
行

例

は
あ

る
が
、
歌
題

の

「
不
見
書

恋

」
だ

け
を
考

え
た
場

合
橋

を
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詠

み
入

れ
な
け
れ
ば

な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

は
な

い
。

六
人

の
歌

人
が
偶

然

に
同
じ
趣
向

を

用

い
、

し

か
も
歌
枕

の
橋

を

詠
ん

だ
と

は
考

え

に
く

い

の

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

 
以

上

の
例

か
ら

判
断

し

て
、

『
永

久

百
首
』

の
詠
進

に
際

し

て
は
、
事

前

に
あ
る
程
度

歌
題

に
関

し

て
詠
む

べ
き
方

向
性

が
歌

人
達

の
間

に

コ
ン

セ

ン
サ

ス
と

し

て
広

ま

っ
て

い
た
と
推

測

す
る
。

=

 

 

次

に
、
歌
枕

か
ら
離

れ

て
歌
語

に
注

目

し

て

『
永
久

百
首
』

の
歌

を
検

討
し

て
い
く

こ
と
に
す
る
。
ま
ず

、
「
郷

燭
」
題

か
ら
次

の
四
首
を
挙

げ

る
。

 

 

し
つ

の
を
が

か
り

て
は
や

せ

る
を

か

つ
つ
じ
わ

か
枝

に
花

の
さ
き

に

 

 

け
る

か
な

(九

九

・
顕

仲

)

 

 
紅

の
ふ
り
で

の
色

の
を

か

つ
つ
じ

い
も
が

ま
袖

に
あ
や

ま
た

れ
け

る

 

 

(
一
〇
〇

・
仲
実

)

 

 
入

日
さ

す
を
ち

の
を

か

べ
の
を

か

つ

つ
じ
夕

く
れ

な

ゐ
に
色

ぞ
ま
さ

 

 

れ
る

(
一
〇

三

・
兼
昌

)

 

 
を

か

つ

つ
じ
を

り

て
を
ゆ

か
ん
花

の
色

の
あ

か
き

ぞ
た

の

み
日
は
く

 

 

れ
ぬ
と
も

(
一
〇

五

・
大
進

)

右

の
四
首

に
は

「
を

か

つ

つ
じ
」

が

詠

ま

れ
て

い
る
。

「
を

か

つ

つ
じ
」

は

『
八
雲

御
抄
』

に

「
郷

躍
 
白

。
も

ち
。

い
は
。
を

か
。

…
…
」

と
見

え
、

こ
れ

に
よ
れ
ば

『
万
葉

集
』

を
出

典

と
す

る
歌
語

で
あ

る
と
思

わ
れ

る
が
、
現

存

す
る

『
万
葉
集

』

に
は
該

当
す

る

よ
う
な
歌

は
見

つ
か
ら
な

い
。
郷
踵

は

『古

今
集

』

に

}
首

「
い
は

つ
つ
じ
」

が
恋

の
部

(恋

一
・

四
九
五
)

に
詠

ま
れ
、

ま

た

『古
今

六
帖

』

に
も

「
つ
つ
じ
」

と

「
い
は

つ
つ
じ
」

の
分
類

項
目

が
見

え

る
。

更

に

『
和
漢
朗

詠
集

』

に

「
郷

濁
」

題
、

『
後
拾
遺

集

』

に
歌

群

(夏

・

一
五
〇
～

一
五

一
)

が
見

ら

れ

る
が
、

詠
ま

れ

て

い
る
の
は

み
な

「
い
は

つ

つ
じ
」
で
あ

る
。
唯

一

『
永
久

百
首

』

に
先
行

し

て
見

い
だ

せ
る

「
を

か

つ
つ
じ
」

の
用
例

は
、

永
承

三
年

(
一

〇

四

八
)
春

に
催

さ

れ
た

「
鷹
司
殿

倫

子
百
和

香
歌

合
」

で
の
、

 

 

ふ
り

は
え

て
折

り

に
来

た

れ
ば

高
麗

錦

く
れ

な
ゐ
深

き
を

か

つ

つ
じ

 

 

か
な

と

い
う
相
模

の

一
首

の

み
で
あ

る

(但

し
、
歌

題

が

「岩

郷

濁
」

で
あ

る

点

が

不
審

)
。

右

の

四
首

は
何

に
依

拠

し

た

の
か
確

か
で

は
な

い
が
、

そ

れ
ま

で
ほ

と
ん
ど

詠

ま
れ

る
こ

と
の
な

か

っ
た

「
を

か

つ
つ
じ
」

を

一
度

に
四

人

の
歌

人
が

採

用
し
た

と

い
う

こ
と

は
、

偶
然

の

一
致

と
片

付
け

る

に
は
躊

躇

せ
ざ

る
を
得

な

い
。

 

ま

た
、
同

じ

「
郷
濁

」
題

の
残

り

の
歌

に
は
、

 

 
百

た

へ
ぬ
や

そ
す

み
坂

の
し

ら

つ

つ
じ

し
ら
じ

な
人

は

み

に
こ
ぞ

る

 

 

と
も

二

〇

一

・
俊

頼

)

 

 
風

ふ

か
で
な

み

の
お
る

や
と

み
る

ま

で
に

い
そ

つ
づ

き

さ
く

し
ら

つ

 

 

つ
じ

か
な

二

〇

二

・
忠

房
)

と

い
う

よ
う

に
、

「
し

ら

つ

つ
じ
」

が

詠

み
込

ま

れ

て

い
る
。

こ

の

「
し

ら

つ
つ
じ
」

は
、

『
万
葉

集
』

に
三
例

見

い
だ

す

こ
と

が

で
き

る

(
3

・

四
三

七
/

9

・

一
六

九

八
/

10

・

一
九

〇

九
)
。

う

ち

一
六

九

四
番

の
歌

は

『古

今

六

帖
』

に
、

一
九
〇

五

番
歌

は

『
赤

人
集

』

(
一
八

八
)

に
も

入
集

し
て

い
る
。

や

は
り
万
葉

歌

以
来
、

そ

の
用
例

は
絶

え

て
無

い
の
で

あ

る
が

、
俊
頼

に
は
も

う

一
首

、
詠

歌
時

期

は
不
明

な
も

の

の

『
夫
木

抄
』

(
二
二
〇

二

・

「
家
集

、
良
玉
)
」

に
、

 

 
初

瀬
川

き
し

の
岩

ね

の
白

つ

つ
じ

し
ら
じ

な
人

は
身

に

ご
ふ

る
と
も

と

い
う

『
永
久

百
首

』
詠

に
類

似

す
る
歌

が
見

え

る
。
ま

た

『
綺
語

抄
』
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に
も

『
万
葉

集

』

の

四

三
七

番

歌

が
採

録

さ

れ

て

い

る

の

で
、

忠

房

が

「
し
ら

つ
つ
じ
」

を
詠

ん
だ

背
景

に
俊
頼

や
仲

実

か
ら

の
知

識

の
吸
収

を

想
定

す

る
こ

と
は
可
能

で
あ

ろ

う
。

 
次

に

「鈴

虫
」

題

の
歌

を
見

て

み
る
こ
と

に
す

る
。

 
 

す
ず

む
し

の
声

を
す
ず

か
と
聞
く

か
ら

に
草

と
る

た
か
ぞ

思

ひ
し
ら

 
 

る

る

(三

二
三

・
顕
仲

)

 
 

み
か
り
野

に
な

く
す
ず

虫

を
は
し

た

か
の
草

と
り

て
行

く
音

か

と
そ

 
 

き
く

(三

二
七

・
兼
昌

)

こ
の
両
首

に

は

「
く

さ
と

る
た

か
」

と

い
う
表

現
が

共
通

し

て
使

わ

れ
て

い
る
が
、

顕
昭

の

『散

木
集

注
』

は

「
…
草

取
と

は
草
中

に

て
維

を

と
る

を

云

ふ
な

り
。

そ

ら
と

る

と

は
空

に

て
と

る
を

い
ふ
な

り
。
」

と
説

明

す

る
。
後

者

の

「
そ
ら

と
る

た
か
」

と

い
う
表

現
は

『
堀
河

百
首
』

の

「
鷹

狩
」

題

に
次

の

一
首

を
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

 
 

御
狩

す

る
野
中

の

こ
ひ

の
し
げ

け
れ
ば

空

と
る
鷹

の
た
が

へ
り

も
せ

 
 
ず

(
一
二
五

八

・
匡
房

)

ま

た

『江

帥
集

』

に
も

「
そ
ら

と

る
た
か
」

を
詠

ん
だ
例

(五

一
二
)
が

あ

り
、
匡
房

に
よ

っ
て
和

歌

に
導
入

さ
れ
た
歌

語

で
あ

る

か
も

し
れ

な

い
。

『永
久

百
首

』

で
も

「
野
行

幸

」
題

で
三
首

に
用

い
ら

れ
て

い
る
。

 

一
方
、

問
題

の

「
く

さ
と

る
た

か
」

も
、

永
久

三
年

(
一
一
一
五

)

の

『内

大
臣
家

歌
合

』

に

「鷹

狩

」
題

で

一
首

(九

)
詠

ま
れ
、

ま
た
先

後

関
係

は
明

ら

か

に
で
き
な

い
が
、

先

に
引
用

し

た

『
散
木

集
注

』

に
被

注

さ
れ

る
俊
頼

詠

(
『
散
木

奇

歌
集

』

・
六

一
四

・

「
皇
后

宮

亮
顕

国

の
君

の
家

に

て
鷹

狩

の
心

を

よ
め

る
」
)

も
見

つ
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

し

か

し
、
先

の

『永

久
百

首
』

の
両

詠

に
は
単

に
流
行

語

の
摂

取

と
し

て
片
付

け
ら
れ

な

い
点

が

あ
る
。

そ

れ
は
先

行
す

る

「
く
さ

と
る
た

か
」

の
用
例

が

す

べ
て

「
鷹

狩
」

題

で
詠

ま

れ

て

い
る

の
に
対

し
、

『
永
久

百
首
』

で

は

一
見
何

の
関

係

も
な

い

「
鈴
虫

」
題

で
詠

ま
れ

て

い
る
点

で
あ

る
。
鷹

狩

の
際

に
は
鷹

の
尾

に

「
鈴
」
を

つ
け
る

と

い
う
が
、

こ
れ

は
そ

の

「
鈴

」

に
よ

せ
て

「鈴

虫

」
題

に

「
く
さ
と

る
た

か
」
を
詠

む
と

い
う

ひ
ね

っ
た

発

想
が

基

に
あ

る
。

こ
う
し

た
発
想

を

二
人

の
歌

人
が
同

時

に
す

る
と

い

う

こ

と
は
、

と

て
も
偶
然

と

は
思
え

な

い
。

や
は

り
、
両

首

の
間

に
は

影

響
関

係

が
あ

る
と

見

る
の
が
自
然

で
あ

ろ
う

。

 

ま

た

「
妓

女
」

題

の
次

の
二
首

の
歌

に
は

「
は
な

の
す

が

た
」

と

い
う

語

が
詠

ま

れ
て

い
る
。

 
 

絵

に
か
く
と
筆

も

お
よ
ば

じ
乙
女

子
が
花

の
す
が
た

を
誰

に
み

せ
ま

 
 

し

(
六
四
〇

・
仲
実

)

 
 

を

み
な

へ
し

め

で
た
き
花

の
す

が
た

か
な
衣
通

姫
も

か

く
や

あ
り

け

 
 

ん

(
六
四
三

・
兼
昌

)

こ
れ

は
兼
昌

詠
を

見

れ
ば

明

ら
か
な

よ
う

に
、

『古

今
集

』

(
雑
体

・
一
〇

一
八
)

に
見

え

る
、

 
 

秋

ぎ

り

の
は
れ

て
く
も

れ
ば
を

み
な

へ
し
花

の
す
が

た

ぞ
見

え
が

く

 
 

れ
す

る

と

い
う
歌

に
出
曲
ハを

求

め
ら

れ

る
。

『永

久

百
首
』

以
前

に
も

既

に

こ

の

語

を

摂

取

し
た

歌

は
散

見

さ
れ

る
し
、

『堀

河

百
首
』

の

「
橦

」
題

の

二

首

(
七
六
〇

・
俊

頼
/

七
六

一

・
師

時
)

に
も
用

い
ら

れ

て

い
る
。

し
か

し
な

が
ら
、

女
郎

花
が

し
ば

し
ば

女

性

に
喩

え
ら

れ

る
こ

と
を
考
慮

に
入

れ

て
も
、
右

の

『
古
今

集
』

歌
と

「
妓
女
」

題

と

の
間

に

は
直
接

の
結

び

つ
き

は
考

え
ら

れ
ず
、
仲

実

と
兼
昌

が
同
時

に

「
は
な

の
す

が

た
」

と

い

う
歌
語

を

用

い
る
必
然

性

は
な

い
。

や

は
り
偶
然

以
上

の

一
致

と
考

え

て

よ

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
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こ
の
よ
う

に
珍

し

い
歌

語

、
趣
向

を
複

数

の
歌
人

が
同

じ
歌
題

で
共
通

し

て
用

い
て

い
る
例

は
、

他

に
も

見

る
こ
と

が

で
き
る
。
紙
幅

の
都

合
上

詳

し
く
は
別

の
機

会

に
譲

り

、
注
意

を
要

す

る
と
思

わ
れ

る
も

の
に

つ
い

て

は
、

そ

の
歌
題

と
歌
語

、

詠
ん

だ
歌

人
を
次

に
挙
げ

て
お
く
。

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(9
)

 
 

 
 

『
永
久

百

首
』

こ
と
が

で

き
る
。

 
 
山

の
は

の
よ

こ
雲
ば

か
り
わ

た
り

つ
つ
み
ど
り

に

み
ゆ
る
あ

け
ぼ

の

 
 

の
空

(
二
六

・
兼
昌

)

 
 
あ

つ

さ
弓
は

る

か
に

み
れ
ば
山

の
は

に
よ

こ
雲

わ
た

る
あ
け

ぼ

の
の

 
 

そ
ら

(
二
七

・
常
陸

)

と

い
う

兼
昌

と
常

陸

の
二
首

は
、

と
も

に

『枕

草
子
』

の
冒
頭

が
想

起

さ

れ
類
型

的
な
表

現

と
も
言

え

な
く

は
な

い
が
、

用

い
ら
れ

て

い
る
歌

語

の

一
致

の
具
合

か
ら

両
者

の
間

に
影
響

関
係

を
想

定
す

る

こ
と
も
可
能

か

と

思
わ

れ
る
。

 
も
う

一
組

、
「
残

鶯
」

題

に
収

め
ら

れ
た
、

 
 
中

中

に
春
く

れ
が

た

の
う
ぐ

ひ
す

は
は

つ
ね
よ

り
げ

に
め
づ

ら
し

き

 
 

か
な

(
一
一
六

・
忠

房

)

 
賭
弓

 
紅
梅

 
錐

 
鵜
河

 
野
行
幸

 
星

 
桂

 
元
服

更
に
、

「
と
も

ね
」

(仲

実

・
俊
頼

 

※

「
靹

の
声

と

い
ふ
な
り
」
)

「
紅

の
初

花
染

め
」

(忠
房

・
大

進
)

「
ほ
ほ

ろ

(
ほ
ろ

ほ
ろ
)
」

(忠
房

・
常

陸
)

「
あ

ゆ

こ
」

(顕
仲

・
俊
頼

)

「
そ
ら

と
る

た
か
」

(仲
実

・
忠

房

・
兼

昌
)

「
ほ
し

を

い
た
だ

く
」

(顕

仲

・
仲
実

)

「
か

つ
ら
を
を

る
」

(仲
実

・
俊

頼

・
忠

房

・
常

陸
)

「
は

つ
も
と

ゆ
ひ
」

(仲
実

・
常

陸

・
大

進
)

 

 
 

に
は
次

に
挙
げ

る
よ

う
な
類

似
歌

も

見
付

け

る

 

「
春
曙

」
題

に
見

ら

れ
る
、

 

 

お

そ
桜

に
ほ

ふ
梢

の
う

ぐ

ひ
す

は

は

つ
声

よ
り
も

め
づ

ら

し
き

か
な

 

 

(
一

一
七

・
兼

昌
)

と

い
う
忠

房

と
兼
昌

の

二
首

は
三
句

目

か
ら

五
句
目
が

ほ
ぼ

一
致
し

て
る
。

 

さ

て
、

以
上

見

て

き
た

通

り
、

『永

久

百
首

』

に
は
同

題

に

お

い
て
複

数

の
歌

人
が
同

じ
歌

語

や
趣
向

を
用

い
て

い
る
例

、
ま

た
数

は
多

く
な

い

が
類

似

す

る
歌

が
存

在

す
る

こ
と
が

分

か

っ
た
。
多

人
数

に
よ

る
組
題

百

首

の
成
立

を
考

え

た
場
合

、

そ

の
百
首

歌

に
参
加

し
た
歌

人

は
、

百
首

の

題
を

そ

れ
ぞ

れ
詠
出

し
、

部
類

編
纂

す

る
と

い
う
過

程
を

辿

る

と
考

え
ら

れ

る
が

、

そ
う

し

た
点

か
ら
判

断

し

て
、

『
永
久

百
首
』

の
和

歌
が

詠
作

か

ら
提
出

、
編

纂

に
至

る
ま

で
、
完

全

に
個

別

に
詠
ま

れ
た

と

は
考

え

が

た

い
と
言

え

る
だ

ろ
う
。

む

し
ろ
七

人

の
百
首

の
間

に
は
何

か
し

ら

お
互

い
の
詠
作

に
影

響
を

及

ぼ
す

よ
う
な

こ
と

が
あ

っ
た
と
仮

定

し
た

ほ
う

が

自

然

だ

と
思

わ
れ

る
。

三

 

 

『
永
久

百
首

』

の
成
立

の
背

景

に
歌

人
達

が
相

互

に
影

響

し
あ

う
よ

う

な
関

係

が
あ

る
と

し
た

ら
ど

の
よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た
だ

ろ

う

か
。

 

こ

こ
で
、

ひ
と

つ
想
起

さ

れ
る

こ
と
が
あ

る
。

そ
れ

は
'
『
堀
河

百
首

』

の
成

立

の
前
段

階

に

お

い
て
、

歌
人

た

ち
が
お
互

い
に
そ

の
百
首

詠
進

に

あ

っ
た

て
影
響

を
与

え

た
あ

っ
た

「
場
」

が
存
在

し

て

い
た

と

い
う

こ
と

だ
。

こ
の

「
場

」

に

つ

い
て
は
、
早

く

は
峯

村
文

人
氏

に
よ

り

「
堀
河

百

首

の
内
容

を
見

る

と
、
全

参
加

者
が
協

力

し
合

い
、
百
首

作

歌
研
究

会

の

よ
う

な
会
合

を
持

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

さ
え
想

像
さ

れ
る

ふ
し

も
あ

る
」

と

「
百
首

作
歌

研
究

会
」

と

い
う
概
念

で
指

摘

さ
れ
、

そ

の
後

橋

本
不

美

男

・
滝
沢

貞
夫

の
両

氏

や
竹
下

豊
氏

、
ま

た
、
鳥

井
千
佳

子

氏
等

の
研
究
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に
よ
っ
て

そ

の
様

相

が

明

ら

か

に

さ
れ

て

き

た
。

そ
う

し

た
研

究

か

ら

『堀

河
百
首
』
は

「
自
由

な
論

評
、

新
し

い
歌

の
世
界

の
開

発

へ
の
意
欲

、

ま

た

一
つ
の
実
験

意
識

に
燃

え

た
芸
術

的
雰
囲

気

の
中

で
、
衆
議

を
経

て

一
首

一
首

の
歌

が
確
定

し

た
と
思

わ

れ
る
」

(『
校
本

堀

河
百
首

』
三

五
八

頁

)
と
推

測
さ

れ

て

い
る
。

 

そ
れ

に
対

し
、

橋
本

・
滝

沢
両

氏

は
、

『校
本

永

久
百
首

』

の
中

(「
第

一
章

 

m
 

永
久

四
年

百
首

の
詠

風

と
成

立

」
)

で
、

『永

久
百
首

』

に
は

『
堀
河
百
首

』

の
成
立

時

に
見

ら
れ

た
よ
う

な

「衆

議

の
場
」

は
存
在

し

な

か

っ
た

と
述

べ
て

い
る
。

そ

の
理

由

と
し

て
、

『
永

久
百

首
』

に

お

い

て
は
、
題
詠

と

い
う
非

個
性

的
な

共
通

理
解

の
枠
組

み

を
前

提

と
す

る
場

の
中

に
、
顕

仲

・
仲
実

・
俊
頼

の
三
歌

人
が
、

堀

河
天
皇

・
篤

子
内
親

王

へ
の
追
善

・
追
憶

と

い
う
極

め

て
個
人

的
な

心
情

を
持

ち
込

ん
だ

の
に
対

し

て
、
他

の
歌

人
た

ち
が
、

与

え
ら

れ
た
百
首

歌

と

い
う
大
舞
台

で
精

一

杯

題
意
を
掘

り
下
げ

、
無

難

に
歌

を
読

み
上
げ

る

こ
と
を
目
指

し

て

い
る
、

と

い
う

よ
う

に
詠
歌
姿

勢

そ

の
も

の
に
大
き

な
分

裂
が

認
め

ら
れ

る
こ
と

を

挙
げ

て

い
る
。
そ

し

て
、

さ

ら

に
、

そ

の
歌
人

間

の
詠
歌
姿

勢

の
分
裂

に
よ

り
、

『永

久

百

首
』

は

百
首

全
体

と
し

て

の
統

一
に
欠

け
、

多

人
数

百

首

の
形
態

で
は
な

く
、
個

人
別

百
首

の
寄

せ
集

め
百
首

で
あ

っ
た

と

い

う

評
価
を

も
与

え

て

い
る
。

 

確

か

に
、

『
永

久

百
首

』

の
参

加
歌

人

の
顔

触

れ

を
見

た
場
合

に
、

堀

河

院
歌
壇

の
主

な

メ

ン
バ
ー
が
総

勢

に
会

し
た

『
堀
河

百
首
』

と

は
趣

は

異

な
り
、

そ
う

い

っ
た
分
裂

を

『
永
久

百
首

』

の
中

に
見

い
だ

す

こ
と
も

で
き
る

か
も

し
れ
な

い
。

し
か

し
、

そ
う

し
た
分

裂
を

見
た

と
し

て
も
、

や

は
り
前

節

ま

で

の
和
歌

の
分

析

の
結

果

か
ら

は
、

『
永

久
百

首
』

に
も

『
堀
河

百
首
』

の
際

と
同

じ
よ

う

に

「
衆
議

の
場
」

を
想
定

す

る
こ
と

が

で
き
る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

 
で
は

そ

の
場

合
、
永

久

百
首

の

「衆

議

の
場
」

と
堀
河

百
首

の

の
場

」

を
全

く
同

じ
も

の
と

し
て
考

え

て
良

い
の
だ

ろ
う

か
。

四

「衆
議

 

『
堀

河
百
首

』

の
歌
題

が
規

範
的

な
も

の
だ

と
す

れ
ば

、

『
永
久

百
首

』

に
は
初
出

題

も
含

め
、
変

則
的

な
歌

題
が

多
く
設

け

ら
れ

て

い
る
。

題

詠

で
は
、
そ

の
歌

題

を

い
か

に
詠

む

べ
き

か
、
あ

る
程
度

の
方

向

性

(本
意

)

を

掴

む

と

い
う

こ
と

が
大

切

に
な

っ
て
く

る

と
思

わ
れ

る
が
、

『永

久

百

首
』

の
歌

題

で
は
規

範

か
ら
ず

れ

て

い
る
分
、
対

処

の
仕

方

に
苦

心
し

た

と
考

え
ら

れ

る
。

「
衆
議

の
場

」

で
は
歌

題

に
関

す

る
情

報

や

知
識

が
交

換

さ
れ

た

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

先

に
見
た

「
不
見
書

恋

」
題

を

は
じ

め
、
歌
枕

を
多

く

の
歌

人
が

詠

ん
だ

歌
題

が
あ

っ
た

こ
と
と

も
合

致
す

る
。

他

に
は
、

た
と
え
ば

、
初

出
題

で
あ

る

「
春

日
」

の
歌

を
見

て

み
る

と
、

 
 

も

も

ち
ど
り

さ

へ
つ
る
春

は
う

ら

う
ら

と
な
れ

ど
も
我

が
身

く
も

り

 
 

つ
つ
の
み

(
一
六

・
仲
実

)

 
 

か
ら

こ
ろ
も
春

た

ち
き

ぬ
と

き
き

し
よ

り
日

の
う
ら
う

ら

と
な

り

に

 
 

け
る

か
な

(
一
八

・
忠
房

)

 
 

わ
た

つ
う

み
の
う

ら
う

ら

て
ら
す
春

の
日

に
あ

ま
も

み
る

め
を

か
り

 
 

や
ほ

す
ら
ん

(
二

一

・
大

進
)

と

い
う
よ

う

に
、

三
首

に

「
う
ら

う
ら

」
と

い
う
語

が
用

い
ら

れ

て

い
る

こ
と

に
気
が

つ
く
。

こ
の

「
う
ら
う

ら
」

と

い
う
語

は
、

 
 

宇

良
宇
良

ホ

 
照
流

春

日
ホ
 

比

婆
理

安
我

里
 

情

悲

毛
 

比

等

 
 

里
志
於

母
倍

婆

(
19

・
四

三

一
六

)

と

い
う

『
万

葉
集

』

の
歌

に
依
拠

し

た

と
思

わ

れ
る
が
、

「
春

日
」
題

の
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歌

を
詠

む
際

に

こ
の
万
葉
歌

を
参

考

に
し

た

の
は
、

そ

の
第

二
句

に

「
春

日

」

と

い
う

題

が

そ

の
ま

ま

詠

ま

れ

て

い
る

こ
と
、

あ

る

い
は
左

注

に

「春

日
遅

遅
、
鶴
鵬

正
暗

…
…

」
と
あ

る

こ
と

と
無

関
係

で

は
な

い
だ
ろ

う

。
と

い
う

よ
り
、

万
葉
歌

が

「
春

日
」
題

の
設
定

の
基

に
あ

り
、

そ

の

こ
と
が
、

何

ら

か
の
か

た
ち

で
事

前

に
歌
人

達

に
説

明

さ
れ

て

い
た

の

で

は
な

い
だ
ろ

う

か
。

 

同

じ
よ

う

な
例

が

「遊

糸

」

題

に
見

る

こ
と

が

で
き

る
。
「
遊

糸
」

題

は

『永

久

百

首
』

以
前

に
は

第

三

類
本

『
人

麿
集

』

の
部

類

に
あ

り
、

「
い
ま

さ
ら

に
雪

ふ
ら

め
や
も

か
げ

ろ

ふ
の
も

ゆ
る
春

べ
と
な

り

に
し
も

の
を
」

と

い
う

歌

が
見

え

る
。

「
遊
糸

」

と

は
漢

語

で

「
陽

炎
」

を
意

味

す

る
。

『
和
漢

朗
詠
集

』

に
も
、

 

 
野

草
芳
菲

紅
錦

地
 
遊

糸

練
乱
碧

羅

天

(春

興

・
一
九
)

 

 
林
中

花
錦

時
開

落
 

天
外

遊
糸
或

有
無

(春

興

・
二
三
)

と

い
う

二
編

の
詩

句
中

に

「
遊

糸
」

の
語

が
用

い
ら

れ

て

い
る
。

『永

久

百

首
』

の

「
遊

糸
」

詠

を
見

る
と
、

「
か
げ

ろ

ふ
」

と

い
う

語

を
詠

ん
だ

者

は

い
な
く

、

 

 
う

ち

み
だ
れ

す
め

る

み
空

に
あ

そ

ぷ

い
と

に
あ

ま

の
河

せ

の
水

を

ひ

 

 

か
ば
や

(
二
九

・
顕

仲
)

 

 

ひ
ば
り

あ
が

る

二
月

の
日

に
あ

そ

ぷ

い
と
に

み
ど
り

の
空

も

ま
が

ひ

 

 

み
え
け

り

(三
〇

・
仲
実

)

 

 

さ
さ
が

に
の
く
も

ら

ぬ
空

の

い
と

な
れ
ば

あ

そ
ぶ
気
色

の
た
え
ず

も

 

 

あ

る
か
な

(一一二

・
俊
頼

)

 

 

し
づ

け
く

て
吹
き

く

る
風
も

な
き
空

に
み
だ

れ

て
あ

そ

ぷ

い
と

そ
み

 

 

え
け

る

(
三

二

・
忠
房

)

 

 

空

は
れ

て
あ

ま

つ
み

そ
ら

に
あ
そ

ぷ

い
と

の
よ
る
よ

る
は

な
ど
見

え

 

 
ぬ
な

る
ら
ん

(
三
三

・
兼

昌
)

 

 
は
る
ば

る
と

あ

さ
み
ど

り
な

る
大
空

に
あ

そ

ぷ

い
と

を
や

な
が

め
く

 

 
ら

さ

ん

(三

四

・
常

陸

)

 

 

つ
れ

づ
れ

と

の
ど
け
き
空

に
あ

そ

ぷ

い
と
を
わ

れ
よ

り
外

に
人

や

み

 

 
る
ら

ん

(
三
五

・
大
進

)

と

い
う

よ

う

に
、

全
員

が

「
あ
そ

ぷ

い
と
」

と

い
う
語

を

用

い
て

い
る
。

こ
れ

は
、

や
は

り

『和

漢
朗

詠
集
』

に
見
え

る
、

 

 
か
す

み
は

れ

み
ど
り

の
そ
ら

も

の
ど
け

く

て
あ

る

か
な

き

か
に
あ

そ

 

 
ぷ

い
と
ゆ

ふ

(晴

・
四

一
五

)

と

い
う

一
首

の
中

の

「
遊
糸

」
を

訓
読

し

て
作
ら

れ
た
思

わ

れ
る

「
あ

そ

ぷ

い
と

ゆ
ふ
」

と

い
う
歌
語

に
拠

っ
て

い
る
と
思

わ
れ
、

ま

た
、

そ

の
こ

と

か
ら

「遊

糸
」

と

い
う
歌

題
自

体
も

『和

漢
朗
詠

集
』

が
基

に
な

っ
て

い
る
こ

と
が
分

か
り

、
更

に

「
遊

糸
」

題
設

定

の
経

緯

を
事
前

に
歌
人
達

が
知

っ
て

い
た

と
推

測

で
き
よ

う
。

 

ま
た
、

「
仏
名

」
題

を
見

る

と
、
次

の
よ

う
な
歌

が
詠

ま

れ
て

る
。

 

 

こ
と

の
葉

に
三
世

の
仏

の
名

を

か
け

て

つ
く

れ
る

つ
み
は
露

も

と
ま

 

 
ら

じ

(
四
〇
七

・
顕
仲

)

 

 
と

し

の
う

ち

に

つ
も

れ

る

つ
み
も
き

え

ぬ
ら
ん

み
よ

の
仏

の
御

な
を

 

 
と

な

へ
て

(
四
〇

八

・
仲
実

)

 

 
人

わ
た

す
三
世

の
仏

の
な

を

き
け
ば

む

か
し

の

つ
み
も

い
ま
や

き
ゆ

 

 
ら

ん

(
四

一
一

・
常

陸
)

「
仏
名

」
題

は

『古

今

六
帖
』

の
分

類
項

目

(二
三

一二
～

二
三

四
)

に
も

な

り
、

『和

漢

朗
詠

集
』

に
も
題

(
三
九

三
～

三
九

六
)

が
設

け

ら

れ

て

い

て
、

『古

今

六
帖

』

に
は

「
と
し

の
う

ち

に

つ
も

れ

る

つ
み

は
か

き
く

ら
し

ふ
る

し
ら
雪

と
共

に
消

え
な

ん
」

い
う
表

現

の
よ
く
似

た
歌
も

見
受

一18一



け

ら

れ

る
。

し

か
し

『
永

久

百

首
』

の

「
仏
名

」

詠

で
目

に
付

く

の
は

「
三
世

の
仏

」

と

い
う

表

現

が

三
首

に
詠

ま

れ

て

い
る

こ

と
だ
。

こ

の

コ
ニ
世

の
仏

」

は

『
永
久

百
首

』
以
前

に
も

『後

撰

集
』

に

「折

り

つ
れ

ば

た
ぶ
さ
に
け
が
る
た

て
な
が

ら
み
よ

の
仏

に
花

た
て

ま

つ
る
」

(春
下

・

一
二

三
)
な

ど

と
詠

ま
れ

て

は

い
る

が
、

「
仏

名
」

詠

で

は
題
詠

で

は
な

い
が

『江

帥
集

』

(
一
四
九
、

「
仏

名

の
よ

に
」
)

に

】
首

見

い
だ

せ

る

の

み
で
あ
る
。

 

と

こ
ろ
が

、
唯

一

「
仏

名
」

題
を
持

つ
歌
合

で
あ

る
治

暦

二

(
一
〇

六

六

)
年

の

『謀

子
内

親

王
家
歌

合
』

に
は
、

 

 
あ
ら

は
る

る
三
よ

の
仏

の
な
を

き
く

に

つ
も

れ
る

つ
み
は
霜

と

き
え

 

 
な
む

(
一
七

・
美
作

)

 

 
た

の
み
み

る
み
よ

の
仏

の
な
を

き
け

ば

つ
も

れ
る

つ
み
も

あ
ら

じ
と

 

 
そ
思

ふ

(
一
八

・
式

部
)

 

 
と
し

の
う

ち
に

つ
も
れ

る

つ
み
を

の

こ
さ
じ

と
三

よ

の
仏

の
名

を
ぞ

 

 
と
な

ふ
る

(
一
九

・
せ

じ
)

 

 
君

が
よ

を

み

よ

の

ほ
と

け

に
年

を

へ
て
返

返

も

い
の

る

べ
き

か
な

 

 

(
二
〇

・
丘
ハ衛
)

と

い
う

よ
う

に
、
四
首

中

四
首

に

「
三
世

の
仏

」
が

詠

ま
れ

て
る
。

ま
た
、

こ
れ

ら

の
歌

と

は
表

現

上
も

類
似

点

が
多

く

、

『永

久

百
首

』

の
先

の
歌

も

こ
の
歌

合
を
参

考

に
し

た
可
能
性

も

あ

ろ
う

か
。

 

こ

の

『謀

子
内

親
王
家

歌
合

』

は

二
十

巻
本

類
聚

歌
合

に
収

め
ら

れ

て

い
る
。

二
十
巻
本

類
聚

歌
合

は
仁

和

か
ら
大

治

に
至

る
二

四
〇
年
間

(
八

八
五
～

一
一
二
六
)

の
、

二
〇
〇
度

を
越

す

歌
合

を
類

聚

し
、

二
〇

巻

に

編

纂
し

た
も

の
で
あ

る
が
、

そ

の
第

一
期

の

「
和

歌
合

抄
」

の
段
階

の
編

纂

事

業

は
堀

河
院

の
意

志

に
よ

っ
て
企

画

さ

れ

た

と
言

わ
れ

て

い
る
。

『永
久

百
首

』

の
成
立

時
点

で

は
、

こ

の
編

纂
作

業

は
堀

河
院

の
崩
御

の

た

め
中

絶

し

て

い
た

と
思

わ
れ

る
が
、

そ

の
資
料

は
歌
人

た

ち

の
目

に
入

る
範

囲

に
あ

っ
た
と
思

わ

れ
る
。

同
歌

合

が

『永

久
百
首

』

の
歌
題

の
選

出
資

料

と
な

っ
た
可
能

性

は
考

え
ら

れ
な

い
だ

ろ
う

か
。

ま

た
、

そ

の
場

合

そ

の
こ
が
歌

人
達

に
知

ら
さ

れ

て

い
た

の

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

 
 

 

 
五

 

『
永
久
百

首
』
に
類
似

歌

が
存
在

す

る

こ
と
は

先

に
も
例

を

挙
げ

た
が

、

百
首

を
題
毎

に
通
覧

し
て

い
く

と
、
常

陸

と
大
進

の
歌

に
、

二
句

が

一
致

し
、

句

の
置

き

所
も
同

じ

で
あ

る
例

や
、
特

定

の
歌
語

を
同

じ
題

の
歌

に

共
通

し

て
用

い
て

い
る
例
、

あ

る

い
は
趣
向

に
同

様

の
傾

向

が
見

ら
れ

る

例

が
多

い
こ

と

に
気

が

つ
く
。

た

と

え
ば
、

「
稲

妻
」

題

に

お

い
て
、
常

陸

は
、

 
 

さ

と
遠

み
山

田
の

い
ほ
は

い
な

づ
ま

の

ひ
か
り

の
も
る

を

と
も
と

み

 
 

る

か
な

(二
七

九
)

と
詠

み
、

一
方

、
大
進

は

、

 
 

夜

も
す
が

ら
山

田

の

い
ほ
は

い
な
づ

ま

の

ひ
か
り
を

の
み
や

と
も

し

 
 

火

に
す

る

(
二
八
〇

)

と
詠
ん

で

い
る
。

い
ず

れ

の
歌

も
、

『
後
拾

遺
集

』

に
収

め

ら
れ

て

い
る
、

 
 

あ

き

の
よ
は
山

だ

の

い
ほ

に
い
な
づ

ま

の

ひ
か
り

の
み
こ

そ
も
り

あ

 
 

か
し
け

れ

と

い
う
伊

勢
大

輔

の
歌

に
依
拠

し

た
も

の
で
あ

ろ
う

。
同
じ

伊
勢

大
輔

の

歌

に
拠

っ
て

い
る
俊

頼

の
、

 
 

目

も

か
れ
ず

ま
も

る
山

田
も

い
な
づ

ま

の
光

に
ふ
れ

て
た
だ

な
ら

ず

 
 

み
ゆ

(
二
七

六
)
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と

い
う
歌

も
同
題

に
見

え
る
が
、

常
陸

・
大
進

の
両

詠

で
は
、

二
句

か
ら

四
句

目

に
か
け

て
表

現

が

一
致

し
、
単

に
本

歌
を
同

じ

く
す

る
が
故

の
類

似

と

い
う

よ
り

は
、

も

っ
と
密

な
影
響

関
係

を
見

て
取

っ
て
よ

い
の

で
は

な

い
だ

ろ
う
か
。

ま
た
、

同
様

に

「貢

物
」

題

に
お
け

る

二
人

の
例

も

、

常
陸

の
、

 

 

皇

の

民
や

す

ら

け
く

を

さ

む
れ
ば

ひ

ま
な

く

は

こ

ぶ
御

調

物

か
な

 

 

(
四
〇
五
)

大
進

の
、

 

 

い
や

し
き
や

民

の

い
と
な

く
道

も
せ

に

つ
き

せ
ず

運

ぶ
御

調
物

か
な

 

 

(
四
〇

六
)

と

い
う
歌

の
よ
う

に
四
句

目
途
中

の

「
は

こ
ぶ
」
以

下
が

一
致

し

て

い
る
。

そ
し

て
、

そ
れ
だ

け

で
は
な
く

、
常
陸

の
歌

の

「
ひ
ま

な
く
」

と

い
う

表

現

に
対
し

、
大
進

の
歌

で
は
同
意

語

の

「
い
と
な

く
」
、

あ

る

い
は
、

「
つ

き
せ

ず
」

と

い
う
表

現

に
替

え
ら
れ

て
、
調

貢

の
絶

え

間

の
な

い
様

子
が

描

か
れ

て

い
る

と

い
う

よ
う

に
、
趣
向

上

の
類
似

性
も

指
摘

す

る

こ
と
も

で
き

る
。

 

こ

の
二
例

の
ほ

か
に
も
常
陸

と
大
進

の
両

百
首

の
問

に
は

二
十

を
超

え

る
歌

題

で
類
似

(想
)

歌
を
探

し
だ

す

こ
と
が

で
き

る
。
本

稿
末

尾

に
列

挙
し

て

お

い
た

の

で
参

照
さ

れ
た

い
。

 

さ
て
、

こ
の
こ
と

に
関

し

て
、
竹

下
豊
氏

は
、

そ

の
理
由

を
常

陸

と
大

進

と
が
姉

妹

で
あ
る

の
で
、
百

首
歌

の
詠
進

に
際

し

て
協
力

し
合

っ
て
詠

ん
だ

た

め

で
あ

る
と
指

摘
し

て

い
る
。

こ
こ

で
二
人

の
歌

人
と

し

て
の
経

歴
を

簡
単

に
調

べ
て
み
る

と
、

『永
久

百
首

』

以
前

の
歌
合

へ
の
出
詠

は
、

常
陸

が

三
度
、

大
進

が
二
度

果
た

す

の
み
だ
が

、
常
陸

は
肥

後

の
名
前

で

『堀

河

百
首
』

に
三

人

の
女
流

歌
人

の

一
人

と
し

て
参

加

し
、

百
首

歌

は

経
験

済

み
で
あ

る
。

ま
た
、
試

み
に
両
歌

人

の
勅
撰

集

へ
の
入
集

歌
数

を

比

較
し

て
み

て
も
、
大

進

は
勅

撰
集

入
集

歌

が
な

い
の
に
対

し

て
、
常

陸

は

『
金
葉

集
』

を
初

め
と
し

て
五
十

首

に
も

及

ぶ
入
集

を
遂

げ

圧
倒

し

て

い
る
。

ま
た
、
家

集

『
肥
後

集
』

も
残

さ

れ
て

い
る
。

以
上

の
こ
と

か
ら

判

断
す

る
と
、
実
際

の
詠
作

の
実
力

は
常

陸
が

優

っ
て

い
た

と
考

え

ら
れ
、

常

陸
が
指

導
的

な
立
場

に
立

っ
た

一
方
向

的

な
協

力

で
あ

っ
た

と
言

う

こ

と
が

で
き
る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

 
常

陸

と
大
進

に
限

ら
ず

『
永
久

百
首
』

参

加
歌

人

は

『
堀

河
百

首
』

に

も

参
加
し

た
歌
人

と
参

加

し
て

い
な

い
歌

人

と

に
分

け
る

こ
と
が

で
き
る
。

百

首
歌

の
経
験

が
な

い
忠
房

・
兼

昌

・
大
進

は
、

こ
の
時
点

で
の
歌

歴
も

浅

く
、

百
首

詠

進

に
骨

を
折

っ
た

こ
と

は
容

易

に
想

像

さ

れ
よ

う
。

『
堀

河

百
首
』

と

は
異
な

り
歌
題

が
必

ず

し
も

一
般
的

で
は
な

い
も

の
が

多
く

含

ま

れ
て

い
る

こ
と
も
、

一
層
困

難

に
さ

せ
た

と
思

わ
れ

る
。

 

一
方

、

『
堀
河

百
首

』

歌
人

で
あ

る
仲
実

と
俊

頼

に
は
言

う

ま

で
も

な

く
そ

れ
ぞ
れ

『
綺
語

抄
』

と

『俊

頼
髄

脳
』

が

あ
り
、

和
歌

に
関

す
る
知

識

は
忠
房

・
兼

昌

・
大
進
等

の
比

で
は
な

い
。

 

ま

た
、
山

田
洋
嗣

氏

は
、

『永

久
百
首

』
歌

人

七
人

に

つ
い
て
、
顕

仲

・

仲

実

・
俊

頼

は

か

つ
て

の
堀
河
院

歌
壇

に
属
し

互

い
に
親
交

が
あ

り
、
兼

昌
も
含

め

て

一
つ
の
グ

ル
ー
プ

を
形
成

し
、

ま

た
、
兼

昌

は
源

俊
輔

の
子

で
、
顕
仲

の
妻

の
兄

弟

に
あ
た

り
、
忠

房

は
顕
仲

の
次

男
、

常

陸

と
大
進

は
、

『永

久

百

首
』

の
作

者

注

に
そ

れ

ぞ

れ

「
肥

後

守
定

成

女
 

本

名
肥

後
」

「同

定
成

女
」

と
あ

り
顕
仲

の
母

の
姉

妹

に
あ

た
る

こ

と
を
指

摘

し
、

『永
久

百
首

』

の
作

者

が
す

べ
て
顕
仲

の

一
族

を
中

心
と

し

て
構
成

さ

れ

て

い
る
点

を
指
摘

し

て

い
る
。

 

以

上

こ

と

か
ら
、

『
永
久

百

首
』

の

「
衆

議

の
場

」

は

『
堀

河

百
首

』
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の

そ
れ

の
よ

う

に
、

「
自
由

な

論
評

、
新

し

い
歌

の
世

界

の
開

発

へ
の
意

欲
、

ま
た

}
つ
の
実
験
意

識

に
燃

え
た
芸

術
的
雰

囲
気

」
を
持

つ
も

の
で

は

な
く
、

『
堀

河

百
首

』
歌

人

で
あ

る
顕

仲

・
仲

実

・
俊
頼

・
常
陸

ら

が

一
種

の
先
輩

歌

人
と

な
り
、

彼
ら

に
追
随

し

よ
う

と
す

る
顕

仲

一
族

の
歌

人
を
指
導
す
る
と
い
っ
た
性
格
を
帯
び
た

「衆
議
の
場
」
で
あ
っ
た
-

意
図

さ
れ

た
も

の

で
は
な
く

、
結
果

的

に
そ

の
よ
う

に
機
能

し

た
と
思

う

が
ー

と
想

定

し

て
み
た

い
。

お
わ
り
に

 
以

上
、
推

測

に
推
測

を
重

ね

て
き
た

が
、
本
稿

で
は

『永

久
百

首
』

の

歌

に
見

ら

れ
る
歌

枕
詠
、

特
殊

な
歌

語

や
表
現
、

あ

る

い
は
類
似

歌
を

検

討
す

る

こ
と

に
よ
り
、
従

来

否
定

さ
れ

て
き

た

「
衆
議

の
場

」
が

『永

久

百
首
』

に
お

い
て
も

『
堀
河

百
首
』

と
同

様
存
在

し

た

と

一
応

の
結
論

を

提

示
し

て
お
き

た

い
。

そ

し
て
、

そ

の

「
衆
議

の
場

」

の
性

格

は

『堀

河

百
首

』
が
芸

術
性

を
志

向

し
て

い
た

の
と
は
異

な

り
、
経
験

の
浅

い
歌

人

に
対

し

て
指

導
的

に
機
能

し
た

の
で
は

な

い
か
と
考

え

る
。

規
模

の
面

、

歌

人
構

成

と

い

っ
た
面

だ

け
で
な

く
、

そ

の
意
味

で
も
確

か

に
こ
れ

ま

で

の

「
堀
河
院

歌
壇

の
残

映
」
と

い
う
評
価

も
妥
当

と

い
え

よ
う
。

し

か
し
、

そ

れ
は

『永

久

百
首
』

が
従

来

い
わ
れ

て
き

た
よ
う

な
、
内

部

に
分
裂

が

あ

り
統

一
に
欠

け
た

「
個
人

別

の
寄

せ
集

め

百
首
」

で
あ

る
と

い
う

か
ら

で
は
な

い
。

 
猶

、
追
悼

百
首

と

い
う
位

置
づ

け

に

つ
い
て
も
再

考

の
必
要

が
あ

る
と

思

う
が
、

紙
幅

も
尽

き
た
今

他

日
を
期

し
た

い
と
思

う
。

注
(
1
) 

『院
政
期
歌
壇
史

の
研
究
』

「第
六
章
 
堀
河
院
歌
壇

の
残

映
」

(橋
本

不
美

 

 

男
 
昭
和

四

一
年

二
月
 
武
蔵

野
書
院

)、

『校
本
永
久

四
年
百
首

和
歌

と
そ

の

 

 

研
究
』

(以
下

『校
本

永
久
百
首
』
)
「第

一
章

 
m
 

永
久

四
年

百
首

の
詠
風

 

 

と
成
立
」

(橋
本
不

美
男

・
滝

沢
貞
夫
 
昭

和
五
三
年

三
月

 
笠
間
書
院

)
を

 

 

参

照
。

(
2
) 

「為
忠
家
両
度
百
首

に

つ
い
て
1
初

度
百
首

か
ら
後
度
百
首

へ
の
展
開
」
上

 

 

野
香
織

(国
語
と
国
文
学

67
1

8
 
平
成

二
年

八
月
)
、
「
『為
忠
家
両
度

百
首

』

 

 

に
関
す

る
考
察
-
歌
作

の
場
の
問
題
を
中
心

に
ー
」
佐
藤
明
浩

 
語
文
57
 
平

 

 

成

三
年

一
〇
月
)
な
ど
。

(
3
) 

和
歌
の
引
用
は
す

べ
て

『新
編
国
歌
大
観
』

に
拠

る
。
但
し
、

『永
久
百
首
』

 

 

に
つ
い
て
は

『校
本
永
久
百
首
』
を
も
随
時
参
照

し
た
。

(
4
) 

歌
枕

で
は
な

い
が
、

「石
」
題

に
は

「沖

の
白
石
」
「
万
劫

の
石
」
「千
引

の

 

 

石
」
「佐
保

の
川
原

の
石
」
「さ
ざ
れ
石
」
等
の
よ
う

に
、
歌
人
達

が
競

っ
て
様

々

 

 

な
石
を
詠
ん
で

い
る
例
も
見
ら
れ
る
。

(
5
) 

日
本
歌
学
大
系
所
収
本

に
拠
る
。

(6
) 

「家
集
」
と
あ
る
が
、
現
存
す
る

『散
木
奇
歌
集
』

に
は
見
え
な

い
。

(7
) 

『綺
語
抄
』

の
下
巻
末

尾
に
見
え
る
が
、
現
存
本

か
ら
は

ど
う

い
う
部
類
意

 

 

識

か
ら
採
録
さ
れ
た

の
か
は
不
明
。

(8
V 

『散
木
奇
歌
集
』
六

一
四
番
歌
の
注
。
引
用

は
日
本
歌
学
大
系

所
収
本

に
拠

 

 

る
。

(9
) 

『散
木
奇
歌
集
』

一
二
五
六
番
歌

の
注
。

(10
) 

「『堀

河
百
首
』

の
成
立
事
情
と
そ
の

一
性
格
-

堀
河
百
首

研
究

(
一
)
ー
」

 

 

竹
下
 
豊

(女
子
大
文
学
国
文

36
 
昭
和
六
〇
年

三
月
)
に
指

摘
が
あ

る
。

(11
) 

「堀
河
百
首

と
中
世

和
歌
」
峯
村
文
人

(国
語

2
1

2
～

4
 

昭
和

二
八
年

 

 

九
月
)

(12
) 

『校
本
永
久

四
年
百
首

和
歌

と
そ
の
研
究
」

(橋
本
不
美

男

・
滝

沢
貞
夫

 

 

昭
和

五

一
年
三
月
 
笠

間
書
房
)

「第

一
章

 
W
 

堀
河
百
首

の
成

立
時
期

と

 

 

そ

の
課
程
」

(13
) 

注

(10
)
参
照
。

(14
) 

「
「堀
河
百
首
」

と
そ

の
背

景
ー

周

辺
の
歌
学
書

と
の
関

連

に
お
け

る
i

」
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鳥
井
千
佳
子

(中
古
文
学

36
 
昭
和

六

一
年

三
月
)

 
(15
) 

以
下
、
橋
本

・
滝

沢
両
氏

に
倣

い

「衆
議

の
場
」

と
い
う
語

を
用

い
る
が
、

 
 
 
全
員
が
集

ま
る
よ
う
な
会
合
が
定
期
的

に
持
た

れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
人

 
 
 
数
や
時

も
ま
ち
ま
ち
で
あ
ろ
う
し
、
何

か
の
つ
い
で
に
知
識

や
意

見
の
交
換
が

 
 
 
さ
れ
た
り
、
消
息

に
よ
る
質
問
な
ど
も
あ

っ
た
だ

ろ
う
。
固
定
的

な
も
の
で
な

 
 
 
く
、
広

い
意
味

で
歌

が
詠

み
出
さ
れ
る
背
景
と
な

っ
た

「場
」

と

い
う
も
の
を

 
 
 
考
え
て

お
く
。

 
(16
) 

引
用
は
私
家
集
大
成

(中
古

1
)

に
拠

る
。

 
(17
) 

注

(
10
)
参
照
。

 
(18
) 

「神
祇
伯
顕
仲
伝
の
考
察

」
山
田
洋
嗣

(日
本
文
学
38
 

昭
和
五

一
年
七

月
)

 
(19
) 

単
純

な
比
較
で
あ

る
が
、
『永

久
百
首
』
歌

人
の
勅
撰
集

入
集
歌
数

を
次

に

 
 
 
挙
げ
る
。

 
 
 
 

顕
仲
 

二
五
首
/
仲
実
 

二
三
首
/
俊
頼

 
二

一
〇
首
/
常
陸
 
五
〇
首

 
 
 
 

忠
房
 
五
首
/
兼
昌
 
七
首
/
大
進
 
○
首

 
 
 
 
右
列

の

『堀
河
百
首
』

に
も
出
詠

し
た
歌
人

と
の
差

は
歴
然
と
し

て
い
る
。

門大
進

の
和
歌
】

(最
初

に
掲
出
す
る
歌
番
号

の
み
を
記

し
た
も
の
が
大
進
詠
)

 
 
 

志
賀
山
越

 

中
空

に
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
お
ぼ

つ
か
な
か
す
み
は
れ
せ

ぬ
志
賀

の
山
こ

え

(六
三
)

 

み
ね

つ
づ
き
花

に
心
の
と
ま
り

つ
つ
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
し
が

の
山
こ

え

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(六
二

・
常
陸
)

 
 
 

蛙

 

春
ふ
か
み
か
は
つ

の
す
だ
く
声
す
な
り
ゆ
き
て
や
み
ま
し

ゐ
で
の
山
吹

(
一
二
六
)

 

く
れ
て
行

く
春
を
を
し
と
や
も
ろ
声

に
ゐ

で
の
か
は
つ

の
す
だ
く
な
る
ら
ん

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(
一
二
五

・
常
陸
)

 
 
 

賀

茂
祭

 

年
を

へ
て
け
ふ
か
ざ
し
く
る
あ
ふ
ひ
草
神

に
た

の
み
を

か
く
る
し
る
し
か

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
(
一
三
三
)

 

人
よ
り
も
た
の
み
ぞ
か
く
る
あ
ふ
ひ
草
わ
き

て
も
神

の
し

る
し
み
せ
な
ん

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(
一
三

二

・
常
陸
)

 
 
 

避
暑

夏
く
れ
ば
ふ
せ
や
が
下

に
や
す

ら
ひ
て
し
水

の
さ
と

に
す

み
つ
き

ぬ

べ
し

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
(
一
七
五
)

お
り
た
ち
て
し
水

の
さ

と
に
す

み

つ
れ
ば

な

つ
を
ば
外

に
き
き
わ

た
る
か
な

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(
一
七
四

・
常
陸
)

 
 
夏
虫

な
に
ご
と
を

い
と
か
く
ば

か
り
夏
虫

の
お
も
ひ
あ
ま
り

て
身
を

こ
が
す
ら
ん

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
(
一
八

二
)

露
の

い
の
ち
は
か
な
く

み
ゆ
る
な

つ
む
し
の
た
れ
を
思

ひ
に
身
を

こ
が
す
ら
ん

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(
一
八

一
・
常
陸
)

 
 
水
鶏

夏
の
日
の
た
そ
か
れ
時
に
お
ぼ

つ
か
な
た
た
く
水
鶏

の
声
ば

か
り

し
て

(
二

一
〇
)

お
ぼ

つ
か
な
う
は

の
空

に
や

ち
ぎ

り
け
ん

い
つ
く
と
も
な
く
た
た
く

水
鶏
は

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(二
〇
九

・
常
陸
)

 
 
草
香

藤
ば
か
ま

に
ほ
ふ
あ
た
り

は
お
ひ
い
つ
る
草

の
香

の
み
な

つ
か
し

き
か
な

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
(
二
九
四
)

我
が
そ
で

に
草

の
か
う

つ
る
秋

の
の
の
た
び
ね

の
床
は
な

つ
か
し

き
か
な

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(二
九
三

・
常
陸

 
 
柞

う
す
く

こ
く
木
木

の
梢

は
み
ゆ
れ
ど
も
柞
の
色

の
身

に
も
し
む

か
な
 

(三
〇
八
)

う
す
く

こ
く

お
な
じ
木
ず

ゑ
の
柞

原
わ
き
て
時
雨

の
ふ
る
に
や
有

る
ら
ん

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(三
〇
七

・
常
陸
)

 
 
初
雪

め
も
は
る

に
は
な

か
と
そ
み
る
し
も
が
れ
の
草
木
も

わ
か
ず

ふ
れ
る
初
雪

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
(三
五
〇
)

し
も
が
れ

の
草

に
や

つ
る
る
故

郷
に
今
朝
は

つ
雪

の
め
づ
ら
し

き
か
な

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(三
四
九

・
常
陸
)

 
 
五
節

く
も
り
な
き
豊

の
あ

か
り
に
み

つ
る
か
な
あ
ま

つ
乙
女

の
ま

ひ
の
す
が
た
を

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
(三
七

一
)

日
影
さ
す

と
よ

の
あ

か
り
に
み

つ
る
か
な
我
が
す

べ
ら
ぎ

の
千
世

の
か
ざ
し
を
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(三
七
〇

・
常

陸
)

 
 
鴛
鴛

夜
と

と
も

に
お
も

ふ
こ
と
な
き
を
し
鳥

や
か
げ

と
な
ら
び

の
池

に
す
む
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(三
九
九
)

み
さ
び
ゐ
ぬ

か
が

み
の
池

に
す
む
を
し
は
み
つ
か
ら
か
げ

を
な
ら

べ
て
ぞ
み
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(三
九
八

・
常
陸
)

 
 
水
海

恋

ひ
わ
ぶ
る
人

に
あ

ふ
み
の
海

と

い
へ
ど
み
る
め
は
お
ひ
ぬ
物

に
ぞ
あ
り
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(五
二
六
)

に
ほ

の
海
は

み
る

め
も
お
ひ
ぬ
浦

に
て
や
む

べ
か
づ
き
す
る
海
人

な
か
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(五
二
五

・
常

陸
)

 
 
滝

谷
川
や
お
ち
く
る
滝

の
し
ら

い
と
を
水
の
あ
や
に
織

る
に
や
あ

る
ら

ん

(五
四
〇
)

山
た
か
み
お
ち
く

る
滝

の
し
ら

い
と
を
む
す
ぶ
し
つ
く
に
玉
そ
こ
ぼ
る
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(五
三
九

・
常

陸
)

 
 
古
郷

よ
も
ぎ
分
け
た
つ

ね
ぞ
き
ぬ
る
古

郷
は
花

た
ち
ば

な
の
か
を
し
る
べ
に
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(五
五
四
〉

む
ぐ
ら
は
ひ
よ
も
ぎ
が

そ
ま
と
あ

れ
は
て
て
ふ
り
に
し
里
は
人
か
げ

も
せ
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(五
五
三

・
常
陸
)

 
 
寺

法
の
声
入
り
あ
ひ

の
か
ね
に
ひ
び

き
あ
ひ
て
あ
は
れ

つ
き
せ
ぬ
ふ
る
き
山
寺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(五
六

=

木
の
葉
ち
り
鹿
な
く
秋

の
山
寺

は

い
り
あ
ひ
の
か
ね
の
音

ぞ
さ
び

し
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(五
六
〇

・
常
陸
)

 
 
小
篠

あ
さ
ま
だ
き
を
ざ
さ
が
原
を
分
け
ゆ
け
ば
露
け
き
袖

を
人
や
と
が
め
ん

(五
八
九
)

露
し
げ
き
を
ざ
さ
が
原
を
分

け
ゆ
け
ば
衣

の
す
そ
に
な
び

く
し
ら
玉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(五
八
八

・
常
陸
)

 
 
元
服

む
ら
さ
き

の
は

つ
も
と
ゆ
ひ
に
む
す
び
お

か
ん

つ
る
ば
み

の
衣
ち
と
せ
ふ
る
ま

で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六
〇
=
])

 

む
ら
さ

き
の
は

つ
も
と
ゆ
ひ
を
む
す
ぶ
よ
り
君
が
く
ら
ゐ
の
山
を
し
そ
思

ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六
〇

二

・
常
陸
)

 
 
 

賀

 

つ
き

も
せ
ぬ
君
が
よ
は
ひ
は

い
く
ち
よ
と
か
ぎ
れ
る
竹

の
杖
に
や
あ

る
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六

一
〇
)

 

我
が
君

を
い
は
ひ
こ
め

つ
つ
竹

の
杖
ち
よ
と
ち
ぎ

る
は
う
れ
し
か
り
け

り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六
〇
九

・
常
陸
)

 
 
 

七
夜

 

つ
る
の
子
の
ち
と
せ
を
ふ

べ
き
は
じ
め
と
は
七
日
よ
り
こ
そ

い
は

ひ
初

め
け
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六

一
七
)

 

ち

と
せ
ふ
る
祝

の
松

の

つ
る
の
子
は
け
ふ
す
を
た
ち
て
七
夜
な
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六

一
六

・
堂
…陸
一)

 
 
 

仙
宮

 

故
郷
は

い
か
に
な
り
し
を
を
の
の
え
の
く

つ
る
も
し
ら
ず
年

の

へ
ぬ
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六
二
四
)

 

我
も

い
ざ

た
つ
ね
入
り
な
ん
を
の
の
え
の
く
ち
け
ん
山
の
跡
を
し

の
び

て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六

二
三

・
常
陸
)

 
 
 

妓
女

 

あ
け
ぼ

の
に
か
す
み
こ
め
た
る
花
よ
り
も
あ
か
ぬ
は

い
も
が
に
ほ

ひ
な

り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六
四
五
)

 

か
ら

こ
ろ
も
た
ち
も
は
な
れ
て
朝
夕
に
め
か
れ
ず
み
れ
ど
あ
か
ぬ

い
も

か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六

四
四

・
常
陸
)

 
 
 

老
人

 

く

ろ
か
み
も
色

か
は
り
ゆ
き
み
る
人
の

い
と
ふ
ば

か
り
に
お

い
に
け

る
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六
五

二
)

 

と
し
月

の
ゆ
き

つ
も
る

に
も
く
ろ
か
み
の
か
は
る
す
が
た

の
は
つ

か
し
き
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(六

五

一
・
常
陸
)

〔付
記

〕
本

稿

は
平
成

五
年
七
月
十

七
日
の
和
歌
文
学

界
例
会

(於
中

央
大
学

会
館
)

で
の

「
永
久
百
首
の
成
立
の
背
景

に
つ
い
て
」
と
題
す
る
研
究

発
表

に
基
づ

い
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(い
く
ら
 

ふ
み
と
)
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