
堀
河

百
首

題

「
関
」

を

め

ぐ

っ
て
.

内

藤

愛

子

.

堀
河
百
首
題
に
は
、
『堀
河
百
首
』
の
成
立
以
前
に
歌
題
と
し
て
定
着
し
て
い

な
い
歌
題
が
多
数
み
ら
れ
、
殊
に
、
雑
の
歌
題
の
ほ
と
ん
ど
が
定
着
さ
れ
て
い
な

い
歌
題
で
あ
る
。
そ
の
雑
の
歌
題
二
十
歌
題
の
う
ち
、
「山
」
「河
」
「関
」
「橋
」

「海
路
」
の
六
歌
題
は
、
拙
稿
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
歌
枕
を
詠
み
込
ん
だ
歌

が
多
数
を
占
め
る
と
い
う
特
徴
が
、
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
雑
の
歌
題
配
列
の
な

か
で
そ
れ
ら
六
歌
題
は
集
中
的
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
歌
題
が
設
定
、

配
列
さ
れ
る
に
当

っ
て
、
少
な
か
ら
ず
、
歌
枕

・
名
所

・
地
名
を
意
識
し
た
歌
題

と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
歌
題
の
も

つ
性
格
上
歌
枕

・
名
所

・
地
名
が

不
可
欠
な
要
素
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

今
回
は
、
そ
れ
ら
の
歌
題
の
ひ
と

つ
で
、
し
か
も
、
堀
河
百
首
題
と
歌
題
の

一

致
率
が
高
く
、
し
か
も

『和
漢
朗
詠
集
』
に
み
ら
れ
な
い
歌
題
で
あ
る

「関
」
を

取
り
上
げ
て
、
そ
の
歌
題
を
め
ぐ
っ
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

「関
」

の
歌
題
に
お
い
て
、
歌
枕

・
名
所

・
地
名
を
詠
み
こ
ま
れ
た
歌
は
十
六
首

中
十
四
首
に
み
ら
れ
、
詠
じ
ら
れ
て
い
る
歌
枕
、
名
所
、
地
名
は

「逢
坂
の
関
」

「川
口
の
関
」
「清
見
か
関
」
「衣
の
関
」
「白
河
の
関
し
「須
磨
の
関
」
「砺
波
の

関
」
「勿
来
の
関
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「山
」
「河
」
「野
」
「関
」
「海
路
」
の
六

歌
題
の
な
か
で

一
番
数
少
な
い
歌
枕
、
名
所
、
地
名
の
数
を
し
め
し
て
い
る
。

そ
れ
ら

「関
」
に
詠
ま
れ
て
い
る
八
ケ
所
の
関
所
の
歌
枕
地
名
を
歌
学
書
で
み

る
と
、
『能
因
歌
枕
』
『和
歌
初
学
抄
』

『五
代
集
歌
枕
』

『八
雲
御
抄
』
等
に
は
、

「
関
」
の
分
類
が
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
八
ケ
所
す
べ
て
の
歌
枕
地
名
が
記

載
さ
れ
て
い
る
の
は
見
当
ら
な
い
。
例
え
ば

『能
因
歌
枕
』
を
み
る
と
、
「
関
を

よ

ま
ば

、

あ

ふ

さ

か

の
関

、
白

河

の
関

、

衣

の
せ

き

、

ふ

は

の

せ
き

な

ど

を
読

む

ベ
レ
L

(
広

本

)
と

あ

る

。

だ

が

、

『
枕

草

子
』

の

「
関

は
」

の
段

に

は

関

は
逢

坂

。
須

磨

の
関

。

鈴

鹿

の
関

。

蚰

田

の

関

。
白

河

の
関

。

衣

の
関

。

た

だ

こ

え

の
関

は

は
ば

か

り

の
関

と

、

た

と

し

へ
な

く

こ

そ
お

ぼ

ゆ

れ

。
横

は

し

り

の
関

。
清

見

が

関

。

み

る

め

の
関

。

よ

し

の
関

こ

そ
、

い
か

に
思

ひ

返

し

た

る

な

ら

ん
と

、

い
と

知

ら

ま

ほ

し

け

れ

。

そ

れ
を

勿

来

の
関

と

い
ふ

に

あ

ら

ん

。
逢

坂

な
ど

を

、

さ

て
思

ひ
か

へ
し

た

ら

ん

は
、

わ

び

し

か

り

な

ん

か

し

。

と

あ

り
、

堀

河

百

首

題

「
関
」

に
詠

じ

ら

れ

て

い

る
歌

枕

の
う

ち

、

「
砺

波

の
関
」

以

外

す

べ

て

が
列

挙

さ

れ

て
お

り
、

「
川

口

の

関
」

は

別

名

「
岫

田

の
関
」

と

記

さ

れ

て

い

る
。

こ

の
よ

う

に

、

八

ケ
所

の
関

所

の
歌

枕

、

名
所

、
地

名

と

し

て

か

な

り
有

名

で
あ

っ
た

と

思

わ

れ

る

。

ま
ず

、
,
こ

れ

ら

八
ケ

所

の
関

所

の
歌
枕

、
地

名

が

『
堀

河

百

首
』

成
立

以

前

に

ど

の

よ

う

に
詠

じ

ら
れ

て

い
る

か

を

各

歌
枕

、
地

名

ご
と

に
把

握

し

て
み

た

い
。

そ

の
上

で
、

『
堀

河

百

首
』

の
歌

人

達

が

、

そ

れ

ら

を

ど

の
よ

う

に
捉

え

て

い
た

か
を

検

討

し

て

み

た

い
。

な

お

、
本

稿

に
お

い

て
は

歌

の
引

用

は
次

の
書

に

よ

る
。

勅

撰

集

、
私

撰

集

は

『
新

編

国

歌

大

観

』
。
私

家

集

は

『
私

家

集

大

成
』

に
拠

っ
た

。

〈逢
坂
の
関
〉
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堀河百首題 「関」 をめ ぐって

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に

「逢
坂

の
関
」
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
を

捉
え
る
た
め
に
、
勅
撰
集
に
お
い
て

「逢
坂
の
関
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
を
抽
出

し
、
勅
撰
集
別
に
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

古

今

集

跚
嬲
・
齠
恐
・
斷
恐

(
3

)

後

撰

集

瓣
昏
・
窺
舵
・
窩
舵
・
絣
㌍
・
跚
駟
・
跚
細
・
嬲
爼
・
鯲
駈

・
鰤
駈
・
㎜
籍
・

攤

(
11

)

拾

遺

集

㎜
・
・
⑳
・
・
嬲

(
3

)

後

拾

遺

集

4
祉

・
跚
趾
・
跚
趾
・
嫺
別
・
珈
轍
・
鰯
㌍
・
㎜
舵

・
初
年

鰯
紘
・
嬲

雑

・
脚

艦

(
11

)

こ
の
表
か
ら
、
各
勅
撰
集
に

「逢
坂
の
関
」
は
詠
じ
ら
れ
、
『古
今
集
』
以
来

か
な
り

一
般
化
さ
れ
た
歌
枕
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
『古
今
集
』
『後
撰
集
』
に
お

い
て
は
、
恋
愛
歌
が
多
く
、
「逢
坂
」
か
ら

「逢
う
」
の
意
味
が
想
定
さ
れ
た
歌

枕
の
修
辞
技
巧
を
用
い
た
恋
愛
歌
的

発
想
の
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
『拾
遺
集
』

で
は
、
秋
、
雑
秋
の
部
立
に
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
三
首
は
す
べ
て
駒
迎
え
の
行
事
に

着
目
し
た
詠
歌
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
詠
歌
は

『拾
遺
集
』
が
初
出

で
あ
り
、

珊

・
㎜
の
二
首
は
屏
風
歌
で
あ
り
、
屏
風
絵
と
の
影
響
関
係
の
深
さ
が
知
ら
れ
る
。

囎
逢
坂
の
せ
き
の
岩
か
ど
ふ
み
な
ら
し
山
た
ち
い
つ
る
き
り
は
ら
の
こ
ま

珊
逢
坂
の
せ
き
の
清
水
に
か
げ
見

え
て
い
ま
や
ひ
く
ら
ん
も
ち
月
の
こ
ま

　m
は
し
り
ゐ
の
ほ
ど
を
し
ら
ば
や
逢
坂
の
関
ひ
き
こ
ゆ
る
ゆ
ふ
か
げ
の
こ
ま

『後
拾
遺
集
』
で
は
、
春

・
秋

・
別

・
羇
旅

・
恋

・
雑
の
部
立
に
み
ら
れ
る
。
殊

　

に
、
四
季
歌
や
雑
の
分
野
の
歌
数
が
増
化
し
て
い
る
.。
田
尻
嘉
信
氏
が
既
に
、
ご

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
発
想
の
領
域
を
拡
げ
た
面
で
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

春
上
の
部
の
詠
歌
は
、

4
逢
坂
の
関
を
や
春
も
こ
え
つ
ら
ん
音
羽
の
山
の
け
さ
は
か
す
め
る

と
あ
り
、
春
を
擬
人
化
し
た
趣
向
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
雑
二
の
部
に
は
三
首

(
舜U

OO

O

-■
0
3

●
4

0」

9

0」
)
み
ら
れ
、
い
ず
れ
も

「逢
坂
の
関
」
に

「逢
ふ
」
を
言

い
懸
け
、

そ
れ
を
用
い
た
人
事
詠
で
あ
る
。

弸
逢
坂
の
関
に
心
は
か
よ
は
ね
ど
見
し
東
路
は
な
ほ
ぞ
恋
し
き

嬲
あ
ふ
さ
か
の
関
の
あ
な
た
も
ま
だ
見
ね
ば
あ
づ
ま
の
こ
と
も
し
ら
れ
ざ
り
け

り
脚
夜
を
こ
め
て
鳥

の
そ
ら
ね
は
は
か
る
と
も
よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ

こ
の
よ
う
に
、
「逢
坂
の
関
」
の

「逢
ふ
」
と
の
連
想
が
歌
枕
の
基
に
な

っ
て
、

扱
わ
れ
て
い
る
。

『堀
河
百
首
』

で
は
、
「逢
坂
の
関
」
を
歌
枕
と
し
た
歌
は
大
江
匡
房

(
㎜
)、
の

一
首
し
か
み
ら
れ
な
い
コ

　姐
相
坂
の
関
の
せ
き
も
り
出
て
み
よ
駅

つ
た
ひ
の
鈴
き
こ
ゆ
な
り

こ
の
歌
は

『和
漢
朗
詠
集
』
、山
水
㎜
の
下
句
が
発
想
の
典
拠
と
し
て
求
め
、
旅

宿
の
景
趣
を
創
り
上
げ
て
い
る
。

鵬
漁
舟
水
影
浪

駅
路
鈴
声
夜
過
山

こ
の
よ
う
に
、
「逢
坂
の
関
」
は
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
の
勅
撰
集
に
は
多

数
み
ら
れ
る
が
、
『堀
河
百
首
』
に
お
い
て

一
首
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
懸
詞
的

な
修
辞
は
な
く
、
『和
漢
朗
詠
集
』
に
発
想
の
典
拠
を
求
め
、
聴
覚
的
効
果
を
意

識
し
、
構
成
感
の
あ
る
詠
作
で
、
発
想
領
域
を
広
げ
て
い
る
。

〈河
口
の
関
〉

河
口
の
関
は
伊
勢
と
大
和
と
の
通
路
の
監
察
を
任
と
し
た
も
の
で
、
伊
勢
国

一

志
郡
川
口
村
に
あ

っ
て
、

一
名
を
岫
田
の
関
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「河
口
の
関
」
、

「岫
田
の
関
」
と
い
う
歌
枕
地
名
が
ど
の
よ
う
に

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
詠

ま
れ
て
い
た
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
勅
撰
集
や
私
家
集
に
は
検
索
さ
れ
ず
、
だ
が
、

『古
今
六
帖
』

に
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の

『古
今
六
帖
』
の
第
二
帖
の

「関
」
と
い
う
分
類
に
二
首

(OJ

O

o2

・
昭
)
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

　
　
ゐ

㎜
河
口
の
関
の
あ
ら
垣
守
れ
ど
も
出
て
我
寝
ぬ
し
の
び
し
の
び
に

幽

㎜
河
口
の
関
の
荒
垣
い
か
な
れ
ば
夜
の
通
ひ
を
許
さ
ざ
る
ら
む

(25)
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、こ
の
二
首
は
、
い
ず
れ
も
催
馬
楽

「川
口
」
を
典
拠
と
し
た
詠
作
で
あ
る
。

河
口
の
関
の
荒
垣
や

関
の
荒
垣
や

ま
も
れ
ど
も
は
れ

ま
も
れ
ど
も
は

れ

出
で
て
我
寝
ぬ
や

我
寝

ぬ
や

関
の
荒
垣

ま
た
、
「河
口
の
関
」
は

一
名

「岫

田
の
関
」
と
も
言
わ
れ
、
「岫
田
の
関
」

で

は

『枕
草
子
』
や

『源
氏
物
語
』
等

に
み
ら
れ
る
。
『源
氏
物
語
』
の
藤
裏
葉
の

巻
に
は
へ

も
り
に
け
る
く
き
だ
の
関
を
河
、口
の
浅
き
に
の
み
は
負
ふ
せ
ざ
ら
な
ん

と
記
さ
れ
て
い
る
。

『堀
河
百
首
』

で
は
、
隆
源
の
歌

(
㎜
)

一
首
の
み
見
出
さ
れ
る
。

ユ42
も
る
人
も
ま
た
た
え
な
く
に
川

口
の
関
の
く
き
ぬ
き
は
や
朽
に
け
り

ーこ
の
歌
は
、
や
は
り
催
馬
楽

「川

口
」
を
発
想
の
基
と
し
た
詠
歌
で
、
柵
の
朽

ち
か
け
て
し
ま

っ
た
川
口
の
関
の
情
景
を
主
題
と
し
た
詠
歌
と
受
け
と
れ
よ
う
。

〈清
見
か
関
〉

清
見
か
関
は

『更
級
日
記
』
に
、

「清
見
か
関
は
片

つ
方
に
関
屋
ど
も
あ
ま
た

あ
り
て
海
ま
で
く
ぎ
ぬ
き
し
た
り
。
け
ぶ
り
あ
ふ
に
や
あ
ら
む
清
見
か
関
の
浪
も

高
く
な
り
ぬ
べ
し
。
お
も
し
ろ
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
地

形
上
の
様
子
を
窺

い
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
「清
見
か
関
」
と
い
う
歌

枕
地
名
は
、
勅
撰
集
や
私
家
集
の
詠
歌
に
見
出
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
私
家
集
に
は

そ
れ
を
歌
枕
地
名
と
し
た
詠
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

藤
原
師
氏
の

『海
人
手
子
良
集
』

の

「あ
は
ぬ
恋
」
と
い
う
訝
書
の
付
い
た
歌

で
は
、

42
な
け
き
つ
丶
か
た
し
き
袖
に
く
与
ぶ
れ
ば
清
見
か
関
波
は
物
か
は

と
あ
り
、
「清
見
か
関
」
と

ト「波
」

と
い
う
繋
が
り
で
、
逢
う
こ
と
の
出
来
な
い

悲
嘆
の
情
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「清
見
か
関
」
と

「波
」
を
詠
ん
だ

歌
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
清
見
か
関
の
地
形
上
の
条
件
か
ら

「波
」
と

、

結
び
付
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「清
見
か
関
」
と

「波
」
の
詠
ま
れ
た

例
を
挙
げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
『橘
為
仲
朝
臣
集
』
に
は
、

31
岸
近
く
な
み
よ
る
松
の
こ
の
ま
よ
り
き
よ
み
か
せ
き
は
月
そ
も
り
く
る

と
あ
り
、
大
江
匡
房
の

『江
師
集
』

「に

嬲
せ
き
も
あ

へ
ぬ
そ
て
の
し
つ
く
は
よ
こ
は
し
り
き
よ
み
か
せ
き
の
な
み
か
と

、
ぞ
お
も
ふ

・

と
あ
り
、
源
俊
頼
の

『散
木
奇
歌
集
』
に
は

「清
見
か
閥
」
と
い
う
歌
題
が
見
出

さ
れ
る
。

㎜
あ
な
し
ふ
く
清
見
か
関

の
か
た
け
れ
ば
な
み
と
と
も
に
て
た
ち
か
へ
る
か
な

こ
の
よ
う
に
、
「清
見
か
閑
」
と

「波
」
と

「月
」
と
を
詠
じ
た
の
は
、
為
仲

の
歌

(
31
)
の
み
で
、
「清
見
か
関
」
と

「月
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
ま

だ
、
定
着
さ
れ
て
い
な
い
。

『堀
河
百
首
』

に
お
い
て
は
、
「清
見
か
関
」
を
詠
み
込
ん
だ
の
は
師
頼
の
歌

(
2141
)
の

一
首
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

即
足
か
ら
の
山
の
も
み
ち
葉
散
な
へ
に
清
見
か
関
は
秋
風
そ
ふ
く

足
柄
山
と
清
見
か
関
と
い
う
歌
枕
を
詠
み
込
み
、
し
か
も
、
足
柄
山
は
相
模
の
国

ー%

の
歌
枕
で
あ
り
、
清
見
か
関
は
駿
河
国
の
歌
枕
で
あ
る
と
い
う
、
地
理
的
条
件
の

ー

相
違
に
着
目
し
、
季
節
の
推
移
進
行

の
差
を
機
知
的
興
趣
に
拠

っ
た
詠
作
で
あ
る
。

〈衣
の
関
〉

「衣
の
関
」
は
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前

の
勅
撰
集
に
お
い
て

『後
撰
集
』
雑

二
・に

音

(
1611

)

み

ら
れ

る

の
み

で
あ

る

。

ユー6

た
だ

ち
と

も

た

の
ま

ざ

ら
な

ん
身

に
近

き

こ

ろ
も

の

せ
き

も

あ

り

と

い
ふ

な

ー

り

「
衣

の
関

」

と

い
う

名

か

ら
衣

を

連
想

七

、
関

と

い
う

機

能

に

寄

せ

た

人
事

詠

で

あ

る

。

ま

た

、

私

家

集

で

は
、

『実

方

集

』

や

『
為

仲

集
』

等

に

み

ら

れ

る

。
殊

に

、

『
実

方

集

』

に

「
衣

の
関
」

を

詠

じ

た
歌

が
数

多

く

み

ら
れ

る
。

そ

れ

ら

①

多

く

は

「
衣

の
関
」

の
名

か
ら

想
起

し

、
衣

の
縁

語

、

懸

詞

な

ど

の
修
辞

表

現
方

法

に
拠

っ
た
歌

が

多

数

を

占

め

て

い
る

。
例

え
ば

、

次

・の
よ

う

で
あ

る

。

躅

わ

か

る
と

も

こ

ろ
も

の
せ

き

の
な

か

り

せ

は

そ

て

ぬ
れ

ま

し

や

み

や

こ
な

か



堀河百首題 「関」 をめ ぐって

ら
も

(
『実

方

集

』
)

18

す
き

丶
た

る

こ

㌧
ろ

は
人

も

わ

す

れ

し

な

こ
ろ

も

の
せ

き

を

た

ち

か

へ
る

ま

て

(
『為

仲

集

』
)

い
ず

れ

も

、

「
衣

の

関
」

は

、

そ

の
名

前

を

発

想

の

基

と

し

、

修

辞

方

法

を

利

用

す

る
た

め

の
歌

枕

と

言

え

る
だ

ろ

う
。

『
堀

河

百

首
』

に
お

い

て

は
、

「
衣

の
関
」

を

詠

み

込

ん

だ

歌

と

し

て
藤

原

顕

仲

の
歌

(
8141

)

一
首

み

ら

れ

る

の

み

で
あ

る
。

　41
白

雲

の
よ

そ

に
き

丶
し

を
陸

奥

の
衣

関

を

来

て

そ
越

ぬ

る

ユや

は

り

、

「
衣

の
関

」

の
衣

の
縁

語

と

し

て

「
着

て
」

を

引

き
、

そ

れ

に

「
来

て
㌧

を

懸

け
、

修

辞

技

巧

を

凝

ら

し

て
行

旅

の
歌

に
仕

上

げ

て

い
る

。

〈白
洵

の
関
〉

『堀

河

百

首
』

の
成

立

以

前

の
勅

撰

集

に
お

い

て
、

「
白

河

の
関
」

が

詠

ま

れ

て

い

る
歌

を

勅

撰

集

別

に
抽

出

し

、
歌

番

号

と

部

立

を

整

理

し

て
み

る

と
次

の

よ

う

に

な

る
。

拾

遺

集

謝
別

(
1

)

後

拾

遺

集

93
射

・
姻
別
・
珊
嫐

(
3

)

勅

撰

集

に
お

い

て
初

出

は

『拾

遺

集

』

で
あ

る
。

謝

は
、

平

兼

盛

の
歌

で
、
詞

書

き

に

「
み
ち

の
く

の
白

河

の
関

こ
え
侍

け

る

に
」

と

あ

り
、

遠

く

ま

で
き

た

と

い

う
旅

の
佗

し
さ

を

訴

え

る

羇
旅

の
歌

と

捉

え

ら
れ

る
。

跚

た
よ

り
あ

ら
ば

い
か

で
都

へ
つ
げ

や

ら
ん

け

ふ
し

ら
川

の
せ

き

は

こ
え

ぬ

と

『
後

拾

遺

集
』

で

は
、

93
は

、

「
白

河

院

に

て
花

を

見

て
よ

み

侍

り

け

る
」

と

い

う
詞

書

が

あ

り
、

白

河

院

の
名

か

ら

「
白

河

の
関

」

を

連

想

し

尢

と

い
う
趣

向

の

詠

歌

で
あ

る
。

93
あ

づ

ま

ち

の
人

に
と

は

は

や
白

河

の
関

に
も

か
く

や

花

は

に

ほ

ふ

と

姫

は
、

「白

河

の
関

」

か

ら
連

想

し
、

「
関

」

に

「
堰

」

を

懸

け

、

別

れ

の
悲

嘆

の

情

を

詠

じ

て

い
る

。

橘

則

光

み
ち

の
く

に

丶
下

り
侍

け

る

に
、

い

ひ
遺

し

け

る

民
部
公
卿
長
家

媚
か
り
そ
め
の
別
と
お
も

へ
と
白
河
の
せ
き
と
思
め
ぬ
な
み
た
な
り
け
り

鵬
は
能
因
法
師
の
有
名
な
歌
で

「立

つ
」
に
-
「発

つ
」
を
懸
け
、
季
節
の
推
移
で

空
間
時
問
的
距
離
感
を
表
現
し
、
巧
妙
な
構
成
が
成

さ
れ
て
い
る
。

み
ち
の
く
に
つ
ま
か
り
く
だ
り
け
る
に
、
白
河
の
関
に
て
よ
み
侍
け
る

能
因
法
師

鵬
み
や
こ
を
ば
か
す
み
と
と
も
に
た
ち
し
か
ど
あ
き
か
ぜ
ぞ
ふ
く
し
ら
川
の
せ

き
い
ず
れ
も
、、陸
奥
に
下
る
旅
の
詠
歌
で
あ
り
、
「白
河
の
関
」
は
都
か
ら
遠
隔

地
で
あ
る
陸
奥
の
歌
枕
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

『堀
河
百
首
』
で
は
、
「白
河
の
関
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
次
の
二
首

(
蠏

・
媼
)

-
⊥

-
⊥

で

あ

る

。

瓣
白

河

の
関

に

や
秋

は
と

ま

る

ら

ん

て
る

月
影

の

す

み
わ

た

る

か

な

ヨ42

こ

え

ぬ

よ

り
思

ひ
社

や
れ

陸
奥

の
名

に

な

か

れ

た

る

し

ら
川

の
関

　い
ず

れ

も

「
白

河

の
関
」

の
白

河

か

ら

の
連

想

で

ー
わ

た

る
L

「
な

か

れ

る
」

と

い

う
縁

詞

を

引

い

て

い

る
。

藤

原

師

時

の

歌

(
7141

)

は
、

秋

を

擬

人

化

し

、

「
止

る
」

に

「
泊

る
」

を

懸

け

、

「
澄

む
」

に

「住

む
」

を

懸

け

、

修

辞

技

巧

に

富

み

、
漱

の

月

の
澄

明

感

を

詠

じ

て

い
る

。
紀

伊

の
歌

(
3241

)
は

、

陸

奥

に

お

い

て
評

判

で

あ

る

「
白

河

の
関
」

を

主

題

と

し

た

羇
旅

の
歌

に
仕

立

て
上

げ

て

い
る

。

〈須
磨
の
関
〉

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
、
「須
磨
の
関
」
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
か

を
調
べ
て
み
る
と
、
須
磨
と
い
う
地
名
は
は
や
ぐ

『万
葉
集
』
か
ら
み
ち
れ
る
が
、

「須
磨
の
関
」
と
な
る
と
勅
撰
集
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
「須
磨

の
浦
」

と
い
う
歌
題
は

『後
拾
遺
集
』
雑
四
に
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
勅
撰
集
以
外
で
は
、

『古
今
六
帖
』
㎜
と

『忠
見
集
』
36
に
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
歌
合
で
は
、
長

1

久
二
年
五
月
十
二
日
庚
申
祐
子
内
親
王
歌
合
に
所
所
名
の
中
の
歌
題
と
し
て
見
ら

れ
る
。

(27)
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　m
す
ま
の
関
秋
は
ぎ
し
の
ぎ
駒
な
べ
て
た
か
が
り
を
だ
に
せ
で
や
わ
か
れ
ん

36
と
き
せ
ち
は
す
ま
の
せ
き
に
も
か
は
ら
ね
ば
み
や
こ
に
秋
の
風
や
ふ
く
ら
ん

36
は
、
詞
書
き
か
ら
屏
風
歌
で

「須
磨
の
関
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
珊
は
、・

1

『古
今
六
帖
』
第
二
帖
お
ほ
た
か
が
り
に
分
類
さ
れ
て
、
大
鷹
狩
は
月
次
屏
風
の

画
題
に
み
ら
れ
、
歌
材
や
表
現
手
法

か
ら
み
て
屏
風
歌
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ

る
。
こ
の
二
首
は
い
ず
れ
も
屏
風
歌

と
い
う
こ
と
に
な
る
σ
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
須
磨
の
関
は
屏
風
の
画
題
と
し
て
み
ら
れ
屏
風
歌
や
名
所
題
と
し
て
詠
じ
ら

れ
、
地
名

の
観
念
化
が
な
さ
れ
て
い

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「須
磨
の

関
」
は

『源
氏
物
語
』
須
磨
の
巻
の
影
響
に
拠

っ
て
、
芸
術
的
イ
メ
ー
ジ
が
拡
が

っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

『堀
河
百
首
』

で
は
、
「須
磨
の
関
」

を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
次
の
三
首
で
あ
る
。

　41
波
の
上
に
有
明
の
月
を
み
ま
し
や
は
す
ま
の
関
や
に
や
と
ら
さ
り
せ
は

6141
い
と
と
し
く
都
こ
ひ
し
き
夕
く
れ
に
波
の
せ
き
も
る
す
ま
の
う
ら
か
せ

2142
月
影
の
明
石
の
浦
を
み
わ
た
せ
は
心
は
す
ま
の
関
に
と
ま
り
ぬ

佃

巍

の
二
首
は
須
磨
の
関
の
月
が
詠
ま
れ
・
「須
磨
」
に

「澄
む
」
を
懸
け
・

て
　
エ

　
　
エ

旅
先
で
の
月
の
し
み
じ
み
と
し
た
風
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
国
信
の
歌

(
1141
)
は

『千
載
集
』
に
お
い
て
、
巻
八
羇
旅
歌
に
配
列
さ
れ
、
「旅
の
歌
と
て
詠
め
る
」

と
い
う
詞
書
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、,
俊
頼

の
歌

(
6141
)
は
、
「
須
磨
の
関
」
・を
直
接
的
に
詠
み
入
れ
て
い
な

い
が
、
『源
氏
物
語
』
須
磨
の
巻
の
世
界
を
発
想

の
基
盤
と
し
、
都

へ
の
思
慕
を

眼
前
の
景
色
に
寄
せ
、
写
実
的
、
視
覚
的
な
効
果
を
意
識
し
た
詠
歌
で
あ
る
。
そ

し
て
、
表
現
に
も
特
徴
的
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
歌
の

「波
の
関
」
と
は
波
の
激
し
、
往
来
に
妨
げ
ら
れ
る
の
を
関
所
に
譬

え
て
い
る
。
「波
の
関
も
る
」
と
い
う
表
現
が
、
源
俊
頼
以
前
の
詠
歌
に
は
見
ら

れ
ず
、
『散
木
奇
歌
集
』

に
前
掲
の
歌
と
そ
の
他
に
も
う

一
首
み
ら
れ
る
の
み
で

あ
る
。
そ
の

一首

は

「恨
躬
恥
運
雑
歌
百
首
」
の
な
か
に
み
え
、
『続
詞
花
集
』

に
も
載

っ
て
い
る
詠
歌

(
7541

)
で
あ
る
。

　蜘
さ
ら
ぬ
だ
に
か
わ
ら
ぬ
袖
を
き
よ
み
が
た
し
ば
し
な
か
け
そ
波
の
せ
き
も
り

ど

ち

ら

の
歌

に
も

、

「
須

磨

」

「
清

見
潟

」

と

い
う

関

所

の
あ

る
歌

枕

と

共

に
詠

ま

れ

て

い

る
。

ま

た

、
俊

頼

の
歌

以

降

に

「
波

の
関

」

「
波

の

関

も

り
」

と

い
う

表

現

は

「
清

見

が

関
」

と

か

「
清

見
潟

」

と
共

に
詠

じ
た

例

は
枚

挙

に
暇

が

な

い
。

こ

の
歌

が

「
波

の
関

も

り
」

と

「
清

見
潟

」

の
組

合

せ

の
端

と

し

て
扱

っ
た
歌

が

多

く

な

っ
て

き

た

と
考

え

ら

れ

る

だ

ろ

う

。

『
和

歌

初

学

抄
』

の

「
清

見

が

関
」

に

は

「
海

辺
也

、

浪

ノ

マ
ヲ

バ
カ

リ

ニ

ス
グ

、

サ

レ

バ

ナ

ミ

ノ

セ
キ

モ

リ

ト

イ

フ
」

と
註

さ

れ

て

お

り

、

「
波

の
関

も

り
」

と

「
清

見

か

関
」

と

の

組

合

せ

に
拠

っ
て
詠

ま

れ

る

こ
と

が

、

ひ
と

つ
の

パ

タ

ー

ン
化

さ
れ

て

い
た

と
捉

え

る

こ
と

も

可

能

で
あ

ろ

う

。

こ

の

こ
と

か

ら

、

「
波

の
関
」

「
波

の
関

も

り
」

と

い
う
表

現

は
、

俊

頼

独

自

の

表

現

と

言

っ
て

よ

い

だ

ろ

う
。

〈砺
波
の
関
〉

砺
波
の
関
は
、
富

山
県
小
矢
部
市
蓮
沼
に
置
か
れ
て
い
た
上
代
の
関
所
で
あ
る
。

「砺
波
の
関
」
が

『堀
河
百
首
』

の
成
立
以
前
の
勅
撰
集
、
私
歌
集
及
び
私
撰
集
、

歌
合
に
は
検
索
さ
れ
ず
、
『万
葉
集
』
に

一
首

(
鰤
)
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
大
伴
家
持
の
詠
歌
で
あ
る
。

ら
.
娚
焼
刀
を
砺
波
の
関
の
関
に
明
日
よ
り
は
守
部
遺
り
添

へ
君
を
留
め
む

こ
の
よ
う
に
、
「砺
波
の
関
」
は

『万
葉
集
』
の
み
に
見
ら
れ
、
『万
葉
集
』
か

ら
摂
取
し
た
歌
枕
地
名
と
思
わ
れ
、
珍
し
い
新
奇
な
歌
枕
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
歌
枕
地
名
で
あ
る

「砺
波
の
関
」
を
詠
じ
た
歌
は

『堀
河
百
首
』

に
お
い
て

一
首
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
藤
原
顕
季
の
歌

(3141
)
で
あ
る
。

ヨm
い
も
か
家
に
く
も
の
振
舞
し
る
か
ら
ん
と
な
み
の
関
を
け
ふ
越
く
れ
は

こ
の
歌
は
、
『吏

フ集
』
㎜
の
踟
に
発
想
の
典
拠
が
求
め
ら
れ
、
「砺
波
の
関
」

と

い
う

『
万
葉
集
』

に
見
ら
れ
る
新
奇
な
歌
枕
地
名
と
、
「
い
も
」
と
い
う
古
語

を
用
い
て
、
万
葉
的
な
歌
の
世
界
を
創
作
し
て
い
る
。

㎜
わ
が
背
子
が
来
べ
き
宵
な
り
さ
さ
か
に
の
蜘
蛛
の
ふ
る
ま
ひ
か
ね
て
し
る
し

も

(28)



堀河百首題 「関」 をめ ぐって

〈勿
来
の
関
〉

「勿
来
の
関
」
は
、
勅
撰
集
に
お
い
て

『後
撰
集
』
が
初
出
で
あ
り
、
『後
拾
遺

集
』
に
各

一
首
ず

つ
見
出
さ
れ
る
。

『後
撰
集
』
で
は
、
恋
二
の
部
立
に

鰮
た
ち
よ
ら
ば
影
ふ
む
ば
か
り
ち
か
け
れ
ど
誰
か
な
こ
そ
の
関
を
す
ゑ
け
ん

と
あ
り
、
『後
拾
遺
集
』
春
上
に

「
春
は
ひ
む
が
し
よ
り
き
た
る
と

い
ふ
心
を
よ

み
侍
け
る
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
。

3
あ
づ
ま
ち
は
な
こ
そ
の
せ
き
も
あ
る
も
の
を
い
か
で
か
春
の
こ
え
て
き
つ
ら
ん

こ
の
二
首
は
、
い
ず
れ
も

「勿
来
」

に

「
な
来
そ
」
を
懸
け
た
発
想
で
あ
る
。
餾

の
歌
は

「勿
来
の
関
」
と

「据
え
る
」
と
共
に
詠
じ
ら
れ
、
こ
れ
と
同
様

の
形

で

詠
じ
ら
れ
た
も
の
が
多
数
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

5
み
る
め
か
る
あ
ま
の
行
か
ふ
み
な
と
ち
に
な
こ
そ
の
関
も
我
は
す

へ
め
を

(『小
町
集
』
)

躅
き
み
こ
す
は
し
て
の
山
に
そ
ほ
と

丶
き
す
し
は
し
な
こ
そ
の
せ
き
を
す
ゑ
ま

し

(
『実
方
中
将
集
』
)

騰
い
か
な
れ
ば
お
ほ
う
ち
や
ま
の
道
に
さ

へ
Aフ
は
な
こ
そ
の
せ
き
を
す
う
ら
ん

(『経
衡
集
』
)

に
見
ら
れ
、
『源
氏
物
語
』

の
常
夏
の
巻
に

「勿
来
の
関
を
す
ゑ
さ
せ
給

へ
ら
む
」

と
い
う
記
述
が
あ
り
、・
『後
撰
集
』
硼
の
影
響
関
係
が
み
ら
れ
、
「勿
来
の
関
」
と

「据
え
る
」
と
共
に
詠
む
こ
と
が

『
後
撰
集
』
跚
を
端
と
し
て
、
詠
法
の
パ
タ
ー

ン
化
が
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

『後
拾
遺
集
』
3
は
、
春
が
東
方
よ
り
来
る
と
い
う
こ
と
か
ら
東
路
に
あ
る

「勿

来
の
関
」
を
想
起
し
て
い
る
。
技
巧
と
し
て
は
、
春
を
擬
人
化
し
て
い
る
。
が
、

こ
の
よ
う
な
技
巧
や
発
想
の
典
拠
は
、
『亭
子
院
歌
合
』
紀
貫
之
の
歌
に
求
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

惜
し
め
ど
も
立
ち
も
と
ま
ら
ず
行
く
春
を
な
こ
し
の
関
の
せ
き
も
と
め
な
む

こ
の
よ
う
に
、
「勿
来
の
関
」
は
、
「
な
来
そ
」
と
い
う
修
辞
的
な
用
法
が
優
先

し
た
歌
枕
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
堀

河

百

首

』

に

お

い

て

「
勿

来

の
関

」

を

用

い
た

詠

歌

は

四
首

(
姐

・
嫻

・

　
　

コ
　

跏

・
吻
)
で
あ
り
、
関
の
歌
題
で
は
い
ち
ば
ん
詠
ま
れ
た
歌
枕
で
あ
る
。
そ
れ
ら

を
具
体
的
に
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　班
は
る
く

と
尋
ね
き
に
け
り
東
路
に
こ
れ
や
な
こ
そ
の
関
と
と
ふ
ま
て

　班
な
に
し
お
は
丶
勿
来
と
い
ふ
も
我
妹
子
に
我
て
ふ
ご
さ
は
ゆ
る
せ
関
守

　盥
相
坂
は
越
に
し
も
の
を
今
は
た
丶
な
こ
そ
の
関
の
名

こ
そ
つ
ら
け
れ

　蛻
恋
わ
ひ
て
昨
日
も
け
ふ
も
こ
ゆ

へ
き
に
な
こ
そ
の
関
を
誰
か
す
へ
け
ん

・

　

羇
旅
の
歌
は

班
の
み
で
、
そ
の
他
は
人
事
詠
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
い
ず
れ
も

「勿
来
」
に

「な
来
そ
」
を
懸
け
た
伝
統
的
な
修
辞
を
用
い
た
歌

で
あ
る
。
基
俊
の
歌

(
9141

)
は
、
催
馬
楽
の

「葦
垣
」

葦
垣
真
垣

真
垣
か
き
わ
け

て
ふ
越
す
と

、
負
ひ
越
す
と

誰
て
ふ
越
す

と

誰
か

誰
か

こ
の
事
を

親
に

ま
う
よ
こ
し
申
し
し

と
と
ろ
け

る

こ
の
家

こ
の
家
の

弟
嫁

親
に

ま
う
よ
こ
し
け
ら
し
も

　

の

"
て
ふ
越
す
"
の
語
句
を
依
拠
と
し
て
求
め
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「我
妹

「
29

子
」
と
い
う
万
葉
的
な
語
彙
を
用
い
て
、
■
一
つ
の
世
界
を
創
り
上
げ
て
い
る
。

ー

永
縁
の
歌

(0241
)
は
ハ
相
坂
に

「逢
う
」
を
懸
け
、
「勿
来
の
関
」
に

「な
来

そ
」
を
懸
け
、
修
辞
技
巧
を
用
い
な
が
ら
譬
喩
表
現
を
駆
使
し
た
詠
歌
で
あ
る
。

河
内
の
歌

(4241
)
は
、
前
掲
の

『後
撰
集
』
鰮
を
本
歌
と
し
、
下
句
の
表
現
順

序
を
多
少
変
え
て
い
る
の
み
で
、
ほ
と
ん
ど

一
致
し
て
い
る
。
「勿
来
の
関
」
は

や
は
り
譬
喩
と
し
て
用
い
て
い
る
。

『堀
河
百
首
』
の

.「関
」
の
歌
題
で
歌
枕
を
詠
み
込
ま
な
い
の
は
、
藤
原
公
実
の

歌

(904
)
と
藤
原
仲
実
の
歌

(
輔
)
の
二
首
掲
げ
ら
れ
る
。

　
　

　
　

贈
い
そ
く
道
か
た
く
関
も
り
ま
も
る
と
も
わ
れ
計
を
は
め
さ
し
た
く
へ
よ

こ
の
歌
は
、
催
馬
楽

「竹
河
」
を
発
想
の
基
と
し
た
詠
歌

で
、
「め
さ
し
た
く

へ
よ
」
は
、
語
句
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

竹
河
の

橋

の
詰
な
る
や

橋

の
詰
な
る
や

花
躍
に

は
れ

花
園
に

我
を
ば
放
て
や

」我
を
ば
放
て
や
・
め
ざ
し
た
ぐ
へ
て

　

ま
た
、
41
は

『史
記
』

の
孟
嘗
君
列
伝
の
故
事
を
翻
案
と
し
て
詠
じ
て
い
る
。

1
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こ
の
故
事
は

『枕
草
子
』
等
の
記
述

に
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
た
故
事
と
思
わ
れ
る
。

蠅
遠

つ
道
い
そ
き
て
す
き
し
関
路

に
は
八
聲
の
鳥
を
人
そ
と
な
へ
し

こ
の
二
首
は
、
い
ず
れ
も
出
典
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
は
詠
法
の
創

意
工
夫
の

一
つ
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「関
」
の
歌
題
が
歌
枕
歌
題

と
い
う
設
定
意
図
を
考
え
る
と
、
こ
の
二
首
は
特
異
な
詠
歌
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
歌
枕
、
地
名
を
中
心
に
し
て
み
て
み
る
と
、
堀
河
百
首
題

「関
」

で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
八
ケ
所
の
関
所
の
歌
枕
、
地
名
の
う
ち
、
半
数
に

当
る

「河
口
の
関
」

「清
見

の
関
」

「須
磨
の
関
」
「砺
波

の
関
」
は
、
『堀
河
百

首
』
成
立
以
前
の
勅
撰
集
に
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
「砺
波
の
関
」

は

『万
葉
集
』
か
ら
摂
取
し
た
歌
枕
、
地
名

で
あ
り
一
「河
口
の
関
」
は
、
催
馬
楽

「川
口
」
を
依
拠
と
し
、
『古
今
六
帖
』

に
の
み
詠
作
が
み
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は

あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
極
め
て
珍
し
い
歌
枕
地
名
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
八
ケ
所

の
関
所

の
歌
枕
、
地
名
の
う
ち
、
「衣
の
関
」
「白
河
の
関
」

「勿
来

の
関
」

と
い
う
陸
奥
に
所
在

す
る
歌
枕
、
地
名
が
三
ケ
所
も
み
ら
れ
、

「衣
の
関
」
以
外
は
、
複
数
の
歌
人

に
拠

っ
て
詠
ま
れ
、
陸
奥
の
歌
枕
、
地
名
の

興
味
、
関
心
の
強
さ
と
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
ら

三
ケ
所
の
歌
枕
、
地
名
は
、
い
ず
れ
も
縁
語
、
懸
詞
等
の
修
辞
技
巧
を
用

い
た
詠

歌
が
多
数
を
占
め
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
端
的
に
指
摘
で
き
よ
う
。

一
方
、
「逢
坂
の
関
」

の
よ
う
に
、
勅
撰
集
で
は
、
か
な
り
発
想
領
域
の
広
い

歌
枕
、
地
名
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『堀
河
百
首
』
で
は

一
首
し
か
み
え
ず
、

懸
詞
的
修
辞
を
中
心
と
し
た
詠
作
で
な
く
、
『和
漢
朗
詠
集
』
を
典
拠
し
、
行
旅

の
景
趣
を
主
題
と
し
、
詠
法
に
工
夫

が
み
ら
れ
る
の
は
興
味
深
い
。

『堀
河
百
首
』
は
、
全
体
と
し
て
直
接
間
接
の
別
は
と
も
か
く
典
拠
を
求
め
て
詠

ま

れ

た

歌

が

多

数

み

ら

れ

る

。
殊

に

「
関
」
.
に
お

い

て
、
催

馬

楽

に
原

典

を

求

め

ら

れ

る
歌

が

三
首

(
9

0
」

11

40

・
41

・
42

)
み

ら

れ

る

の

は
特

徴

の

一
つ
と

揚

げ

ら

れ

る

　
ユ

　
ユ

コ
　

で
あ
ろ
う
。
公
実
の
歌

(
9041
)
は

「竹
河
」
に
、
甚
俊
の
歌

(
跚
)
は

「葦
垣
」
、

隆
源
の
歌

(
1241

)
は

「川
口
」

に
各
々
語
句
表
現
や
発
想
を
求
め
て
お
り
、
㎜

・

贈
は
い
ず
れ
も
万
葉
調
の
歌
に
仕
立
て
上
げ
、
新
奇
な
詠
法
と
認
め
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
源
俊
頼
の
詠
歌

の
よ
う
に
、
「波
の
関
も
る
」
と
い
う
彼
独
自
の
表
現

と
歌
枕
地
名
と
の
組
み
合
せ
が
み
ら
れ
、
新
た
な
る
試
み
と
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
歌
枕
地
名
が
歌
題
設
定
に
重
要
な
係
わ
り
を
も

っ
て
い
る

「関
」
の
歌
題
で
は
、
単
に
、
新
奇
な
珍
し
い
歌
枕
地
名
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、

新
し
い
発
想
方
法
の
試
み
や
表
現
の
追
求
が
な
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。

〈
注
〉

(
1
)
拙
稿

「堀
河
百
首
雑

の
歌
題
覚
え
書
」

(
「文
芸
論
叢
」
第

17
号
)
,

(
2
)
注

1
に
掲
書
。

(
3
)
田
尻
嘉
信
氏

「
「逢
坂
越
」

小
考
L

(
「
跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
」

22
)

(
4
)
こ
の
詠
歌

は

『
日
本
書
記
』

巻
十
三
、
允
恭
天
皇

・
八
年

の
条
に
見
出
せ
る
。

(
5
)

こ
の
歌

は

『
亭
子
院
歌
合
』

十
巻
本
と
廿
巻
本

で
は
作
者

が
異

な
り
、
廿
巻
本

で

は
元
方
と
異
な

っ
て
い
る
。
ま

た
、

『
夫
木

抄
』

で
は
、
関

に
分
類

さ
れ
、
亭

子
院

の
御
時
歌
合
紀
貫
之
と
あ
り
、
な

こ
ぞ
の
関

と
な

っ
て
い
る
。

(
6
)
『
枕
草
子
』
.(
日
本

古
典
大
系

)
の

=
二
六
段
頭

の
弁

分
、
職

に
ま
ゐ
り
給

ひ
て
に

見
え
る
。
ま

た
、
同
段

に
見
え
る
詠
歌

が

『後
拾
遺
集
』
嬲

に
も
見
出

せ
る
。

(30)
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