
堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」
を
め
ぐ

っ
て

内

藤

愛

子

堀
河
百
首
題
の
冬
部
の
歌
題
は
、
既
に
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
歌
題

と
し
て
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
歌
題
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

冬
部

の
二
十
歌
題
の
う
ち

「初
冬
」

「
寒
蘆
」
「網
代
」
「神
楽
」
「鷹
狩
」
「炭

窯
」
「炉
火
」
は
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
取
り
上
げ
ら
れ
な

い
歌
題
と
し

　
ユ

　

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
冬
の
季
節
と
関
わ
り
の
深
い
歌
題
と
し
て
、

「
初
冬
」
「寒
蘆
」
「炉
火
」
「炭
窯
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
歌
題
は
、

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
冬

の
季
節

以
外
に
も
主
題
や
歌
材
と
し
て
み
ら
れ
、

『同
百
首
』

に
お
い
て
冬
季
の
歌
題
と

な
る
に
は
、
様

々
な
影
響
や
理
由
が
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

今
回
は
、
冬

の
歌
題

の

一
つ
で
あ
る

「寒
蘆
」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
歌
題
を

『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
が
ど
の
よ
う

に
捉
え
、
詠
じ
た
か
を
具
体
的
に
検

討
し
、
堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」
の
特

徴
を
考
察
し
て
み
た

い
。

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
お

い
て

「寒
蘆
」
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
た

か
を
調
べ
て
み
よ
。

『堀
河
百
首
』

の
歌
題
と
し
て
は
、

「寒
蘆
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

『万
葉
集
』

以
来
歌
材
と
し
て

一
般
的
に
は
葦
と

詠
ま
れ
て
い
る
。
『万
葉
集
』
に
お

い
て

葦
が
季
節
と
共
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
次
の
五
首

で

あ
り
、
い
ず
れ
も
、
葦
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
葦

の
生
え
て
い
る
場
所
で
あ
る

葦
辺
が
詠
ま
れ
、
春
秋
冬
に
み
ら
れ
季
節
の
限
定
は
み
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
冬

季

の
詠
歌
が
三
首
を
占
め
、
冬
季

の
歌
材
と
し
て
葦
が
好
ま
れ
て
詠
ま
れ
て
い

た
傾
向
が
看
守
さ
れ
る
。

67
葦
辺
行
く
鴨
の
羽
が
い
に
霜
降
り
て
寒
き
夕
は
大
和
し
思
ほ
ゆ

蹴
葦
辺
に
は
鶴
が
ね
鳴
き
て
港
風
寒
く
吹
ら
む
津
乎
の
崎
は
も

脳
葦
辺
な
る
荻
の
葉
さ
や
ぎ
秋
風

の
吹
き
来
る
な

へ
に
雁
鳴
き
渡
る

鰤
お
し
て
る
や
難
波
堀
江
の
葦
辺
に
は
雁
寝
た
る
か
も
霜

の
降
ら
く
に

媚
家
思
ふ
と
眠
を
寝
ず
居
れ
ば
鶴
が
鳴
く
葦
辺
も
見
え
ず
春

の
霞
に

い
ず
れ
も
、
鴨
、
鶴
、
雁
等

の
鳥
類
と
共
に
葦
辺
を
歌
材
と
し
た
詠
歌
で
あ
り
、

『万
葉
集
』
に
お
い
て
、
葦
は
歌
材
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
堀
河
百
首
題
と
共
通
す
る
項
目
が
数
多
く
み
ら
れ
る

『古
今
和
歌
六

帖
』

に
は
、
第
六
帖
草

の
分
類
に
葦

の
項
目
が
あ
り
、
六
首

(8

3

別
～
組

3

3
)
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
の
う
ち

の

(
覯

・
遡

・
嬲
)
は
、
貫
之
の
詠
歌

で
あ
り
、

一
首

(2283
)
は
万
葉
歌
で
あ
る
。

嬲
あ
し

つ
の
の
お
ひ
て
し
と
き
に
あ
め

つ
ち
と
人
と
の
し
な
は
さ
だ
ま
り
に

け
り

糊
津

の
国
の
難
波
の
葦

の
芽
も
は
る
に
し
げ
き
我
が
恋
人
し
る
ら
め
や

黝
人
知
れ
ず
も

の
思
う
時
は
難
波
な
る
葦

の
し
ら
ね
の
し
ら
ね
や
は
す
る

糊
し
ら
な
み
の
よ
す
れ
ば
靡
く
葦
の
根

の
う
き
世

の
な
か
は
み
じ
か
か
ら
な

ん

(23)



覯
お
し
て
る
や
難
波
堀
江
の
葦
辺
に
は
雁
寝
た
る
か
も
霜

の
降
ら
く
に

谿
な
に
は
め
の
衣
ほ
す
と
て
か
り

て
た
く
葦
火

の
煙
た
た
ぬ
日
ぞ
な
き

そ
れ
ら
六
首

の
う
ち
季
節
が
詠
れ

て
い
る
の
は
、
そ
の
万
葉
歌

(2283
)

の
み

で
あ
り
、
し
か
も
冬
の
季
節
の
歌
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
恋
歌
な
ど
の
人
事
詠

の
歌
材
と
し
て
葦
が
詠
ま
れ
て
お
り

、
『古
今
和
歌
六
帖
』
に
お

い
て
の
葦
は

葦
を
主
題
と
し
た
歌
よ
り
も
歌
材
と

し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
歌
が
多
数
を
占
め

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
葦
は
主

題
と
し
て
捉
え
る
よ
り
も
歌
材
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

初
期

の
百
首
歌
に
お
い
て
、
葦
を

み
て
み
る
と
、

『重
之
百
首
』

(『私
家
集

大
成
中
古
1
』

幤
)
の
冬

の
二
十
首

の
な
か
に
も

一
首

(782
)
み
ら
れ
る
。
ま

た
、
『恵
慶
百
首
』

(『私
家
集
大
成
中
古
1
』

鵬
)
の
冬

の
十
首
の
中
に

「葦
」

を
詠
じ
た
歌
が

一
首

(922
)
み
ら
れ

る
⑩

餅
あ
し
の
は
に
か
く
れ
て
す
み
し
わ
か
や
と
の
こ
や
も
あ
ら
は
に
冬
そ
き
に

け
る

㎜
つ
く
ま
か
は
い
り
え
に
を
し
も
さ
は
か
ぬ
は
あ
し
の
う
ら
は
に
ご
ほ
り
し

ぬ
ら
し

重
之

の
歌

(782
)
は
葦
の
歌
で
あ
る
が
、
恵
慶
の
歌

(
謝
)
は
、
氷
、
お
し

ど
り
と
共
に
詠
ま
れ
、
水
鳥
や
氷

の
歌
と
も
考
え
ら
れ
、
あ
く
ま
で
も
葦
は
冬

の
歌
材
の

一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
二
首

の
う
ち
重
之

の
歌
は
、

『曽
根
好
忠
集
』

(『私
家
集
大
成
中
古

1
』
鵬
)
に
み
ら
れ
る
葦

の
葉
を
詠
じ

た
二
首
の
歌

(りD

7

1

●
0

て1宀

3
)
に
、
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
、
重
之
の
歌
を
継
承

し
、
発
展
し
た
も
の
と
推
察

で
き
る
だ
ろ
う
。
重
之

の
歌
は
、

『拾
遺
集
』
第

四
冬

の
部

(
783
)
に
み
ら
れ
、
そ
れ
は

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
の
勅
撰
集
に

お
い
て
葦
が
冬

の
部
立
に
詠
ま
れ
て

い
る
初
出
の
歌
で
あ
る
。

『好
忠
百
首
』
で
は
冬
の
十
首
に
葦
を
詠
じ
た
歌
は
見
ら
ず
、
前
述
の
よ
う
に

『曽
根
好
忠
集
』
の
夏

の
部

(四
月
中
)
、
冬
の
部

(十
月
中
)
に
各

々

一
首
ず

つ
葦

の
葉
を
詠
じ
た
歌
が
見
出
だ
せ

る
。

聡
あ
し

の
は
に
か
く
れ
て
す
め
は
難
波
め
の
こ
や
は
な

つ
こ
そ
す
す
し
か
り

け
れ

鉚
あ
し
の
は
に
ち
り
に
し
日
よ
り
な
に
は
え
に
か
よ
う
し
な
さ
を
さ
し
て
見

え

つ
つ

い
ず
れ
も
葦

の
葉
に
注
目
し
、
葦

の
葉
に
よ
る
夏
と
冬
の
季
節

の
状
況
を
詠

み
わ
け
て
い
る
の
は
興
味
深
く
、
葦
が
冬

の
季
節

の
限
定
さ
れ
た
歌
材
と
捉
え

難

い
。
だ
が
、
前
述
の
如
く
、

『両
百
首
』

で
は
夏
の
十
首
に
葦

の
歌
は
詠
ま

れ
て
お
ら
ず
、
少
な
か
ら
ず
、

『両
百
首
』

で
は
葦
は
冬
季
の
主
題
と
し
て
捉

え
て
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
初
期

の
定
数
歌
や

『曽
根
好
忠
集
』

は
、
月
次
屏
風
歌

の
素
材

・
表
現
を
摂
取
し
て
い
る
と
い
う
御
指
摘
が
さ
れ
て

(
2

)

い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
『紀
貫
之
集
』

(『私
家
集
大
成
中
古
1
』
57
)
に
お

け
る
屏
風
歌
を
み
て
み
る
と
、

一
首
だ
け
冬
季

に
葦
を
詠
ん
だ
月
次
屏
風
歌
が

見
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
延
長
二
年
五
月
中
宮
の
御
屏
風
の
和
歌
廿
六
首
の

中
に

「
十

一
月
芦
刈
積
み
た
る
所
」
と
あ
り
、

剏
難
波
女

の
衣
ほ
す
と
て
刈
て
た
く
葦
火
の
煙
た
た
ぬ
日
ぞ
な
き

十

一
月
の
葦
を
よ
み
、
冬
季
の
素
材
と
し
て
葦
が
見
出
だ
さ
れ
る
。

『両
百
首
』

に
冬
季
に
葦
を
主
題
と
し
て
詠
じ
た
は

『紀
貫
之
集
』
の
月
次
屏
風
歌
か
ら
摂

取
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
初
期
百
首
歌

の
系
譜

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

『加
茂
保
憲
女
集
』

(『私
家
集
大
成
中
古
1
』
捌
)

の
冬
に

し

イ

か

イ

㎜
か
け
み
え
て
な
○
れ
し
あ
し
も
冬
く
れ
は
ま
れ
に
く
ら
し
な
人
や
す
さ
め

ぬ

と
あ
り
、
葦
を
冬

の
主
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
初
期
百
首
歌
に
お

い
て
葦
は
冬
季
の
主
題
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
が
充
分
可
能

で
あ
ろ
う
。

次
に
、

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前

の
歌
合
に
お
け
る
葦

の
歌
題
を
み
て
み
よ

う
。

『同
百
首
』
成
立
以
前
の
歌
合
で
冬
の
歌
題
と
し
て
蘆

の
初
出
は
、
長
暦

(24)



二
年
晩
冬

権
大
納
言
師
房
歌
合

(
『平
安
朝
歌
合
大
成
』

鵬
)
の

「葦
」
に

11
津
の
国
の
難
波
わ
た
り
に
知
ら
ね
ど
も
葦
を
し
る
し
に
た
つ
ね
て
ぞ
ゆ
く

と
あ
り
、
長
久

二
年
五
月
十
二
日
庚

申
祐
子
内
親
王
名
所
歌
合

(『平
安
朝
歌

合
大
成
』
㎜
)
の

「筑
摩
江
の
芦
」

承
保
二
年
入
月
二
十
日
摂
津
守
有
綱
歌
合

(『平
安
朝
歌
合
大
成
』
㎜
)
四
番
蘆

が
み
ら
れ
る
。

補

7
筑
摩
江
の
玉
江

の
芦

の
よ
た

け
き
も
雁
の
水
掻
き
に
下
枯
れ
に
け
り

7
難
波
江
に
ま
だ
き
初
雪
ふ
り
に
け
り
葦
の
穂
に
い
で
て
し
げ
き
汀
は

8
難
波
潟
芦
刈
り
小
舟
な
か
り
せ
ば
水
に
き
え
せ
ぬ
雪
と
こ
そ
見
め

い
ず
れ
の
歌
合
に
お

い
て
も
、
寒
蘆
と
い
う
歌
題
で
は
な
く
葦
と
い
う
歌
題

で
は
あ
る
が
、
冬

の
歌
題

の

一
つ
と

さ
れ
て
お
り
、
冬

の
歌
題
と
し
て
定
着
傾

向
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

先

に
触
れ
た
よ
う

に
、
『堀
河
百

首
』
成
立
以
前

の
勅
撰
集
に
お

い
て
冬
の

部
で
葦
を
主
題
と
し
た
歌
は

『拾
遺
集
』
第
四
冬
に
重
之
の
歌

(
嬲
)
が

一
首

配
列
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
他

の
勅
撰
集
に
は
冬

の
主
題
と
し
て
み
ら
れ

な

い
。
ま
た
、

『堀
河
百
首
』
成
立

以
後
、
勅
撰
集

に
お
い
て
冬

の
歌
題
と
し

て

「寒
蘆
」
の
初
出
は

『新
古
今
集
』

(晒
、
硼
)
ま
で
見
ら
れ
な
い
。

嬲
あ
し
の
は
に
か
く
れ
て
す
み
し

つ
の
く
に
の
こ
や
も
あ
ら
は
に
冬
は
き
に

け
り

以
上

の
こ
と
か
ら
、
堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」
は
、
冬

の
歌
題
と
し
て
選
択
さ

れ
る
に
当

っ
て
、
歌
合
に
お

い
て
葦

の
歌
題
が
冬
季
に
定
着
し
た
こ
と
の
影
響

に
拠

っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
長
暦

二
年
晩
冬
権
大
納
言
師
房
歌
合
に
は
冬
の

歌
題
と
し
て
見
え
る
こ
と
か
ら
比
較
的
新
し
い
歌
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
葦
が
冬
季
の
歌
題
と
し
て
定
着

に
当

っ
て
初
期
百
首
歌
の
影
響
は
無
視
で

き
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」
の
選
択
に
際
し
て
、
既
に

家
永
香
織
氏
が
ご
指
摘

の
よ
う
に
屏

風
歌
や
、
初
期
百
首
歌
を
参
考
に
し
た
と

(
3

)

も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「葦
」
と
い
う
単
題
せ
ず
、
「寒
蘆
」
と
し

た
の
は
、
漢
文

の
影
響
が
考
え
ら
れ
、
冬
枯
れ
葦
に
着
目
し
た
歌
題
で
あ
り
、

堀
河
百
首
題

の
選
者
が
歌
題
に
対
す
る
工
夫
の

一
つ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
は
、
ど
の
よ
う

に
歌
題

「寒
蘆
」
を
捉
え
、
詠
じ

た
か
を
具
体
的
に
検
討
を
加
え

て
み
よ
う
。

堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」

の
十
六
首
の
う
ち
、
十

一
首
が
歌
枕
、
地
名
を
詠
み

入
れ
て
い
る
。
葦
と
歌
枕
、
地
名
を
詠
ん
だ
歌
は

『万
葉
集
』
以
来
見
ら
れ
、

そ
れ
ら
十

一
首

の
歌
に
詠
ま
れ
た
歌
枕
、
地
名
を
挙
げ
て
み
る
と
、
難
波
潟
は

五
首

(戻り

8

0

4

5

6

●
6

●
7

・
7

●
7

9

∩コ

9

9

∩Mゾ)
、
難
波
江

(蜥
)
と
難
波
に
関
す
る
歌
枕
が

六
首
あ
り
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
玉
江
は
二
首

(
2

3

ρ0
●
ρhU

A》

∩》
)
あ
り
、
津
の

国
須
磨

(469
)
、
菅

田
の
池

(
㈱
)
、
三
島

(鰤
)
は
各

々

一
首
つ

つ
で
あ
る
。

そ
れ
ら
各

々
の
歌
枕
、
地
名
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
難
波
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
難
波
は
、
摂
津

の
国
の
歌
枕
で
あ
り
、

葦

の
名
所

で
あ
る
。
難
波
と
葦
と

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
歌
は
、
『万
葉
集
』

(
5312
)
以
来
、
数
多
く
み
ら
れ
る
。
堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」
に
お
い
て
難
波
潟

を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
つ
ぎ
の
五
首
で
あ
る
。

鰯
よ
も
す
が
ら
あ
な
し
吹
く
な
り
難
波
潟
塩
あ
し
に
浪

の
花
や
さ
く
ら
む

嬲
難
波
潟

つ
な
で
に
な
び
く
葦

の
ほ
の
う
ら
山
し
く
も
立
ち
な
お
る
な

蜘
難
波
潟
汀
お
し
な
み
ふ
る
雪
を
お
も
げ
に
た
わ
む
あ
し
の
下
折

脳
難
波
潟
葦
の
ほ
ず
ゑ
に
風
ふ
け
ば
た
ち
よ
る
浪
の
は
な
か
と
そ
み
る

粥
遠
方
に
家

ゐ
や
す
ら
ん
難
波
潟
あ
し
か
り
ぶ
ね
を
し
げ
く
行
き
か
ふ

難
波
潟
は
、
勅
撰
集
に
お

い
て

『古
今
集
』
よ
り
詠
ま
れ
、
難
波
潟
と
葦
と

の
組
み
合
せ
に
拠
る
歌
は

『後
撰
集
』
よ
り
数
多
く
の
例
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
、
難
波
潟
と
葦
は
伝
統
的
な
歌
枕
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
沿

難
波
江
を
詠
じ
た
の
は
藤
原
仲
実

の
歌

で
あ
る
。

蜥
難
波
江

の
浪
に
な

つ
さ
う
し
を
れ
葦

の
け
さ
潮
風
に
さ
え
て
み
ゆ
ら
ん

勅
撰
集

に
お
い
て
、
難
波
江
と
葦

の
組
合
わ
せ
に
拠
る
初
出
は
、
『後
拾
遺

集
』

(49
)
の
曽
根
好
忠
の
歌
で
あ
り
、
恵
慶
法
師
の

『拾
遺
集
』

(絣
)
に
も

(25)



難
波
が
葦
に
か
か
る
枕
詞
的
に
使
用
に
拠

っ
た
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
恵
慶
法
師

や
曽
根
好
忠
の
頃
か
ら
難
波
江
の
歌

例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

難
波
江
は
そ
の
時
期
に
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
、
時
期
的
に
難
波
江
は
、
難
波

潟
よ
り
後
に
歌
枕
と
し
て
定
着
さ
れ
た
と

捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

難
波
江
は
、
「寒
蘆
」

の
歌
題

の
歌
に
は

一
首

の
み
で
あ
る
が
、
他

の
堀
河

百
首
題
に
も
葦
と
の
組
み
合
せ
で
詠

ま
れ
て
い
る
。

堺
つ
の
ぐ
め
る
あ
し

の
わ
か
ば
を

は
む
駒
の
あ
る
る
を
み
る
や
難
波
江
の
人

(春
駒

藤
原
公
実
)

鰤
難
波
江

の
草
葉
に
す
だ
く
蛍
を

ば
あ
し
ま
の
ふ
ね
の
か
が
り
と
や
み
ん

(蛍

藤
原
公
実
)

い
ず
れ
も
同
歌
人
で
あ
り
、
難
波
江

と
葦
の
組
み
合
せ
に
拠

っ
て
異
な
る
歌
題

の
歌
が
み
え
る
こ
と
か
ら
百
首
歌
を
詠
む
こ
と
の
苦
慮
が
窺
わ
れ
、
難
波
江
は

少
な
か
ら
ず
関
心
の
あ
る
歌
枕
と

い
え
よ
う
。
ま
た
、
卿
の
歌
と

「寒
蘆
」

の

藤
原
公
実
の
歌

(
169
)
は
同
様
に
葦
と
駒
に
よ
る
詠
歌
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
難
波
潟
や
難
波
江

は
従
来
あ
る
歌
枕
と
の
組
み
合
せ
に
よ

っ

て
冬
枯
れ
の
葦

の
風
情
を
詠
じ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次

に
、
玉
江
を
み
て
み
よ
う
。
玉
江
は
、

『万
葉
集
』
よ
り
詠
ま
れ
て
い
る

が
、
万
葉
歌

の
玉
江
は
歌
枕

で
は
な

く
、
す
ば
ら
し
い
入
り
江
と
解
さ
れ
て
、

歌
枕
と
し
て
の
玉
江
は
、
越
前
国
と
摂
津
国
と
い
う
両
説
に
わ
か
れ
て
い
る
。

勅
撰
集

に
お

い
て
、
玉
江
と
葦
に
関
連
し
た

「芦
刈
り
小
舟
」
と
共
に
詠
ん

だ
歌
は
、

『後
撰
集
』

鯤
が
初
出
で
あ
る
が
、
玉
江
と
葦

の
組
み
合
わ
せ
に
よ

る
初
出
は

『後
拾
遺
集
』
の
源
重
之

の
歌

(鵬
)
で
あ
る
。

欟
玉
江
こ
ぐ
芦
か
り
を
舟
さ
し
わ
け
て
誰
を
た
れ
と
か
我
は
定
め
ん

㎜
夏
か
り
の
玉
江

の
葦
を
ふ
み
し
だ
き
む
れ
ゐ
る
と
り
の
た

つ
そ
ら
そ
な
き

堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」
に
お

い
て
玉
江
を
詠
じ
た
の
は
次

の
二
首
で
あ
る
。

嬲
し
も
が
れ
て
花
は
ち
り
ぬ
と
み
し
か
ど
も
玉
江
の
葦
は
冬
ぞ
た
え
せ
ぬ

鰡
ま
こ
も
か
る
玉
江

の
葦
も
霜
が
れ
て
深
く
も
冬

の
成
り
に
け
る
か
な

こ
の
二
首
の
玉
江
は
、・
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
で
あ
る
隆
源
の

『隆
源
口

伝
』
に
お

い
て
、
重
之

の
歌

(912
)
に

「玉
江

の
蘆
と
は
越
前
國
に
あ
る
所
を

い
ふ
」
と
あ
り
、
ま
た
、
源
俊
頼
の

『俊
頼
髄
脳
』
に
お

い
て
も
同
歌
を
あ
げ

て

「玉
江
と
は
越
前
の
國
に
あ
る
所
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
首

の

玉
江
は
、
越
前

の
国
の
歌
枕
と
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
首

の
よ
う
に
、
玉
江
と
葦

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
歌
例
は
少
な
く
、

重
之

の
歌

(912
)
を
意
識
し
た
歌
で
あ
り
、
し
か
も
、
二
首
は
共
通
し
た
歌
語

「霜
枯
れ
」
「玉
江
の
葦
」
「冬
」
に
拠
る
詠
歌
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
影
響
関

係
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

玉
江
は

『堀
河
百
首
』
以
前
に
歌
例
が
少
な
く
、

『散
木
奇
歌
集
』

(『私
家

集
大
成
中
古

H
』

62
)
鉚

・
㎜
や

『基
俊
集
』

(
『私
家
集
大
成
中
古

H
』
69
)

3
に
詠
歌
が
み
ら
れ
、
ま
た
、

『金
葉
集
』

劭
に
公
実
の
歌
が
見
出
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、

『堀
河
百
首
』

の
詠
出
歌
人
達
に
は
注
目
さ
れ
た
歌
枕
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
玉
江
と
葦
を
詠
み
入
れ
た
詠
歌
は

『金
葉
集
』

窟
に
み
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
玉
江
の
葦
は

『堀
河
百
首
』
以
後
、
歌
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
定

着
の
傾
向
が
窺
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

津

の
国
の
須
磨
を
詠
じ
た
の
は
源
師
頼
の
歌
で
あ
る
。

脳
津

の
国
の
須
磨

の
浦
風
ふ
く
た
び
に
し
を
れ
し
葦
の
お
と
の
み
ぞ
す
る

こ
の
歌
は
、
津
の
国
の
須
磨
の
萎
れ
た
葦
を
聴
覚
的
に
表
現
し
て
い
る
。

津
の
国
は
、
淀
川
の
西

一
帯
を
指
し
て
い
る
。
津
の
国
を
枕
詞
的
に
使
用
し
、

難
波

・
昆
陽

・
長
柄
な
ど
の
地
名
を
続
け
、
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

難
波

・
昆
陽
と
共
に
葦
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
『古
今
集
』
以
来
数
多
く
の
歌

例
が
見
出
せ
る
。
だ
が
、
津
の
国
に
須
磨
を
続
け
て
詠
じ
て
い
る
の
は

『堀
河

百
首
』
以
前

に
歌
例
が
な
く
、
こ
の
源
師
頼

の
詠
歌
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

津

の
国
と
難
波

・
昆
陽

の
よ
う
な
既
成

の
地
名
を
続
け
る
で
は
な
く
、
須
磨
と

言
う
先
例
の
な
い
地
名
を
津

の
国
と
続
け
る
こ
と
に
拠

っ
て
新
奇
さ
を
求
め
る

(26)



姿
勢
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

『堀
河
百
首
』
以
降
に
も
歌
例
が
見
当

た
ら
ず
、
歌
枕
と
し
て
定
着
の
傾
向

は
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
津

の
国
の
須
磨
は
新
奇
な
地
名
の
繋
り
に
拠
る
独
自
性

の
あ

る
歌
枕
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

菅
田
の
池
を
詠
じ
た
の
は
源
師
時

の
歌

(969
)

の
み
で
あ
る
。

㎜
お
く
霜
に
お
い
た
る
葦
の
枯
れ
ふ
し
て
す
が
た
の
池
に
あ
ら
は
れ
に
け
り

菅
田
の
池
は
、
大
和

の
国

の
歌
枕

で
、
菅
田
に
姿
を
懸
け
て
い
る
。

『堀
河

百
首
』
以
前

の
歌
例
は
少
な
く
、
例
え
ば
、

『相
如
集
』

(
『私
家
集
大
成
中
古

1
』
㎜
)
に

27
い
ひ
い
て
は
そ
ら
も
や
は
ち
む

や
ま
と
な
る
す
か
た
の
い
け
の
か
け
の
た

か
は
ぬ

28
や
ま
と
な
る
す
か
た
の
い
け
に
う
き
さ
る
の
ま
さ
る
を
き
み
か
影
を
こ
そ

み
れ

と
あ
り
、
菅
田
に
姿
を
懸
け
て
い
る
早
い
歌
例
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

『相
模

集
』

(『私
家
集
大
成
中
古
H
』

29
)

に
は
、
「
す
が
た

の
池
に
て
」
と
い
う
詞

書
も
み
ら
れ
、
や
は
り
菅
田
と
い
う
音
に
注
目
し
た
歌
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

鵬
ゆ
く
人

の
す
か
た
の
い
け
の
か
げ
み
れ
ば
あ
さ
い
そ
そ
こ
の
し
る
し
な
り

け
る

だ
が
、
『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
は

「蓮
」
の
歌
題
の
源
師
頼

の
歌
に
、

珈
少
女
子
が
菅
田
の
池
の
蓮
葉
は

こ
こ
ろ
よ
げ
に
も
花
咲
に
け
り

と
あ
り
、
『散
木
奇
歌
集
』

に
お

い
て
は
二
首
み
ら
れ
る
。

㎜
わ
き
も
こ
が
す
が
た
の
い
け
を

み
つ
る
よ
り
な
み
の
た
ち
ゐ
に
物
こ
そ
思

へ

刪
う
ら
や
ま
し
い
か
な
る
か
も
の
わ
き
も
こ
が
す
が
た
の
池
に
う
き
ね
し
つ

ら
ん

ま
た
、

『堀
河
百
首
』
の
歌
人
で
あ

る
師
頼
の
天
仁
二
年
冬
右
兵
衛
督
師
頼

歌
合

(
『平
安
朝
歌
合
大
成
』

㎜
)
の
水
鳥
に

3
夜
を
重
ね
睡
こ
そ
寝
ら
れ
ぬ
吾
妹
子
が
菅
田
の
池
の
鴛
鴦

の
羽
風
に

と
あ
り
、
や
は
り
、
「吾
妹
子
が
菅
田

の
池
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
師

頼
と
俊
頼
の
歌
は

「わ
き
も
こ
が
す
が
た
の
い
け
」
と

「少
女
子
が
す
が
た
の

い
け
」
と

い
う
よ
う
に
女
性

の
姿
に
と
菅
田
を
懸
け
る
パ
タ
ー
ン
の

一
つ
と
し

て
受
け
と
れ
る
だ
ろ
う
。
詠
出
に
当
た

っ
て
、
詠
法
を
工
夫
や
情
報
の
交
換
で

き
る
状
況
が
充
分
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

い
ず
れ
も
菅
田
の
池
と
葦

の

組
み
合
わ
せ
に
よ
る
歌
で
は
な
く
、
菅
田
に
姿
を
懸
け
た
歌
枕
と
し
て
詠
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
菅
田
の
池
は

『堀
河
百
首
』
詠
出
時
代
に
は
注
目
さ

れ
た
歌
枕
で
あ
り
、
女
性
の
姿
に
懸
け
る
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

三
島
は
、
三
島
江
と
同
様
に
摂
津
の
国

の
歌
枕
で
あ
る
。
三
島
江
が
詠
ま
れ

た
歌
例
は

『万
葉
集
』

の
鬮

(
『拾
遺
集
』

㎜
)
に
み
ら
れ
る
。
勅
撰
集

に
お

い
て
三
島
江
と
葦

の
組
み
合
わ
せ
の
初
出
は

『後
拾
遺
集
』
42
の
好
忠
の
歌
で

あ
り
、
歌
例
の
数
は
少
な

い
。
ま
た
、
三
島
が
詠
み
入
れ
た
歌
例

の
数
も
少
な

く
、
勅
撰
集

に
お
い
て
は

『拾
遺
集
』

(粥
)
に
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ

の
詠
歌
は
、
三
島
に
見
し
問
を
懸
け
た
歌
枕

で
あ
る
。

鰯
ほ
の
か
に
も
わ
れ
を
み
し
ま
の
あ
く
た
ひ
の
あ
く
と
や
人

の
お
と
す
れ
も

せ
ぬ

堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」
で
三
島
を
詠
み
入
れ
た
歌
は
、
河
内
の
歌

一
首
の
み

で
あ
る
。

粥
よ
そ
に
の
み
三
島

の
葦
の
ね
を
絶
え
て
か
り
に
た
に
や
は
今
は
と
び
く
る

こ
の
歌
は
、
三
島

に
見
し
問
を
懸
け
、
『拾
遺
集
』
の
㎜
の
歌
に
発
想

の
典

拠
を
求
め
、
「
葦
の
根
」
の
歌
語
は

『後
拾
遺
集
』

42
の
好
忠
の
歌
に
拠

っ
て
、

訪
れ
て
く
れ
な

い
人
を
恨
み
を
詠
じ
て
い
る
。

『後
拾
遺
集
』

42

(『曽
根
好
忠
集
』

3
)
に

42
三
島
江
に

つ
の
く
み
わ
た
る
葦

の
根
の
ひ
と
よ
ほ
ど
に
は
る
め
き
に
け
り

ま
た
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
の
源
俊
頼
の

『散
木
奇
歌
集
』

(断
)
に

(27)



斷
い
さ
さ
め
に
み
し
ま
は
か
り
を
な
く
さ
み
て
え
も
う
ら
な
れ
ぬ
し
を
れ
あ

し
か
な

と
あ
り
、
三
島
と
葦

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
人
事
詠
歌
で
あ
り
、
三
島
は
見
し

間
を
懸
け
た
歌
枕
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
三
島
は
歌
枕
と
し

て
歌
例
が
少
な
く
、
新
奇
な
も
の
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
三
島
は

『堀

河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
に
注
目
さ
れ
た
歌

枕
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
三
島
は

『堀
河
百
首
』
以
後
に
も
歌
例
が
少

な
く
歌
枕
と
し
て
の
定
着
す
る
傾
向

は
み
ら
れ

い
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
葦
と
歌
枕
や
地
名
を
読
み
込
む
こ
と
は
ハ
万
葉
歌
か
ら

み
ら
れ
る
伝
統
的
な
詠
法

で
あ
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」
に
お
い
て
は
既
成

の
歌
枕
と

し
て
難
波
潟

・
難
波
江
が
挙
ら
れ
る
。

『堀
河
百
首
』
以
前

に
は
歌
例
の
少

な

い
歌
枕
と
し

て
は
、
玉
江

・
菅
田
の

池

・
津
の
国
の
須
磨

・
三
島
が
挙
げ

ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
菅
田
の
池

・
三
島
は

懸
詞
と
し
て
の
歌
枕
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
殊
に
、
津

の
国
の
須
磨
は
源

師
頼

の
歌
の
み
で
あ
り
、
新
奇
な
独
自
性
の
あ
る
歌
枕
、
地
名
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
歌
題
で
あ
る

「寒
蘆
」
を
従
来

の
歌
枕

で
は
な
い
、

新
奇
な
歌
枕
に
よ

っ
て
詠
も
う
と
す

る
詠
法

の
工
夫
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

次

に

、

「
寒

蘆

」

に

お

け

る

歌

材

の
特

徴

に

つ

い

て

み

て

み

よ

ヶ

。

十

六

首

す

べ

て
葦

や

葦

に

関

し

て

の
歌

語

が

詠

み

込

ま

れ

て

い

る
。

「
葦

」

が

詠

み

込

ま

れ

て

い

る

の

は

六

首

(
2

3

5

9

0

3

6

●
6

●
6

・
6

・
7

・
7

9

9

9

A》

∩》

9

)

あ

り

、

「
葦

の
穂

」

は

二

首

(
00

4

ρhU
●
7

9

9

)
、

「
葦

の

根

」

は

一
首

(
鰯
)
、

「
し

を

れ

葦

」

は

四

首

(
1

4

6

ワー

4
U
o
ρ0

●
ρhU
■
4
U

9

9

∩コ

9
)
、

「
流

れ

葦

」

は

一
首

(
例
)

あ

る

。

葦

に

関

し

て

の
歌

語

と

し

て

「
葦

刈

る

人

」

を

詠

み

入

れ

た

の

は

一
首

(
279
)

あ

り

、

「
葦

刈

り

小

舟

」

は

一
首

(
579
)

み

ら

れ

る

。

「
葦

」

を

詠

み

入

れ

た

六

首

は
、

い
ず

れ

も

霜

・
枯

れ

る

・
雪

な

ど

の
冬

季

を

表

す

歌

語

と

共

に
冬

枯

れ

の
風

情

を

詠

ん

で

い
る

。

『堀
河
百
首
』
に
お

い
て

「な
か
れ
あ
し
」
を
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
藤
原
基
俊

の
歌

一
首
の
み
で
あ
る
。

㎝
塩
風
に
し
を
れ
に
け
り
な
な
が
れ
葦
の
お
き
ふ
し
春
を
待

つ
と
せ
し
ま
に

こ
の
歌
は
、
既
に
ご
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

『加
茂
保
憲
女
集
』
に

齠
風
ふ
け
は
な
み
の
し
め
ゆ
う
な
か
れ
あ
し

の
ふ
し
お
き
こ
ひ
に
し
つ
む
こ

ろ
か
な

と
あ
り
、
「
な
が
れ
あ
し

の
お
き
ふ
し
」
は
、
保
憲
女

の
歌

「
な
が
れ
あ
し
ふ

し
お
き
」

の
表
現
を
求
め
て
い
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
「
な
が
れ
あ
し
」
基
俊

の

詠
歌
の
み
で
な
く
、
公
実

の

『千
載
集
』

窺

(
『堀
河
院
艶
書
合
』
)
国
信
の

『源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
、
俊
頼
の

『散
木
奇
歌
集
』

照
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
堀

(4
)

河
百
首
詠
出
歌
人
達
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。

窺
満

つ
潮
に
す
え
葉
を
洗
ふ
流
れ
葦
の
君
お
そ
思
ふ
う
き
み
沈
み
み

な
か
れ
あ
し
の
こ
と
の
は
か
か
れ
て
の
ち
よ
り
は
た
た
し
た
ね
の
み
の
こ

る
な
る
け
り

雌
な
か
れ
あ
し
の
う
き
事
を

の
み
し
ま
江
跡
と
と
む

へ
き
心
地
こ
そ
せ
ね

こ
の
よ
う
に
、
「な
が
れ
あ
し
」
は
、
や
は
り
保
憲
女

の
歌
に
典
拠
を
求
め

た
歌
語
と
思
わ
れ
る
。

「し
を
れ
葦
」
を
詠
ん
で
い
る
の
は

一
六
首
の
う
ち
四
首

(
1

4

ρ0

厚」

ρhU
o
ρhU
●
ρ0
●
ρ0

(》

OJ

9

9
)

で
あ
る
。

嬲
霜
が
れ
の
野
辺
の
ほ
と
り

の
し
を
れ
蘆

い
き
か
う
駒
も
す
さ
め
ざ
り
け
り

鰻
津

の
国
の
須
磨

の
浦
風
吹
く
た
び
に
し
を
れ
し
蘆
の
お
と
の
み
ぞ
す
る

(
5
)

鰯
よ
も
す
が
ら
あ
な
し
吹
く
な
り
難
波
潟
塩
あ
し
に
浪

の
花
や
さ
く
ら
ん

蜥
難
波
江
の
浪
に
な
つ
さ
ふ
し
を
れ
蘆
の
け
さ
潮
風
に
さ
え

て
み
ゆ
ら
ん

「
し
を
れ
葦
」
は
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
管
見
の
範
囲
で
は
歌
例
は
見
え

ず
、
新
奇
な
歌
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
『同
百
首
』

の
水
鳥

の
歌
題
の

俊
頼
の
歌

(
『散
木
奇
歌
集
』
鰯
)
に
、

㎜
し
を
れ
葦
ふ
し
は
か
し
た
に
あ
さ
り
す
る
鴨
う
き
よ
を
流
れ
て
そ
ふ
る

(28)



と
あ
り
、
冬
季

の
歌
語
と
し

て
見

え
、

『
散
木
奇
歌
集
』
お

い
て
贈
答
歌

(7

8

ω

・
如
)
に
も
詠
ま
れ
、
俊
頼
の
詠
歌
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
『同
百

首
』
の
歌
人
達
に
は
注
目
さ
れ
た
歌

語
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
既
に
、
三
角
洋

一
氏
が
御
指
摘
の
よ
う
に
、
蜥
の
仲
実
の
歌
の
三
句
目

「し
を
れ
葦
」
を

「
み

だ
れ
葦
」
と
す
る
異
本
が
あ
り
、
こ

の
歌
が
、
「
み
だ
れ
葦
」
の
初
出
の
歌
と

(6
)

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「し
を
れ
葦
」
は

『堀
河
百
首
』
詠
出
の
歌
人
達
に
お
い
て

歌
語
と
し
て
詠
ま
れ
、
『同
百
首
』

以
降
、
冬
季
の
歌
語
と
し
て
歌
例
が
見
ら

れ
、
定
着
化
が
な
さ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「葦

の
穂
」
を
見
て
み
よ
う
。
や
は
り
、
「葦

の
穂
」
は
、

『堀
河
百

首
』
以
前
に
あ
ま
り
詠
ま
れ
て
い
な

い
歌
語
で
あ
る
。
管
見
の
う
ち
早
い
歌
例

と
し
て
は
、
『小
馬
命
婦
集
』
(
『私
家
集
大
成
中
古

1
』
91
)
6
、
『重
之
百
首
』

(歌
仙
家
集
本
)
秋
の
二
十
首

の
中

(跚
)
に

6
ひ
と
し
れ
ぬ
か
せ
と
や
た
の
む
あ
し
の
ほ
の
け
ふ
は
ま
ほ
に
も

い
て
に
け

る
か
な

躅
秋
風
に
し
ほ
み
ち
く
れ
は
難
波
江
の
あ
し
の
ほ
よ
り
そ
ふ
ね
も

い
き
け
る

と
あ
り
、
重
之

の
歌
に
お
い
て
、

「葦

の
穂
」
は
秋
季

の
歌
材
と
し
て

い
る
。

ま
た
、
葦
を
詠
み
入
れ
た

『重
之
百
首
』

(歌
仙
家
集
本
)

の
春
の

一
首

(嬲
)

の
中
に

嬲
な
に
は
え
に
お
ひ

い
つ
る
あ
し

の
ほ
と
み
れ
ば
か
す
し
ら
ぬ
よ
そ
お
も
ひ

や
ら
る
る

と
あ
り
、
「あ
し
の
ほ
と
」

の
ほ
に
穂
を
懸
け
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
技
巧
的
な
詠
法
に
拠
る
歌
と
し
て
、

『曽
根
好
忠
集
』

鰯
、
『相
如
集
』
(『私
家
集
大
成
中
古

1
』
㎜
)
19
等
が
挙
げ
ら
れ
、
「葦

の
穂
」

は
季
節
に
限
定

の
な
い
歌
材
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

堀
河
百
首
題

の

「寒
蘆
」
に

「葦

の
穂
」
を
詠
み
込
ん
だ
の
は
二
首

(嬲

・

胴
)
あ
り
、
そ
の
二
首
は
冬

の
歌
題

で
あ
る
の
に
冬
季

の
歌
材
を
詠
み
入
れ
ず
、

季
節

の
限
定
し
な
い
歌
材
と
し
て

「葦

の
穂
」
を
詠
み
入
れ
て
い
る
。

嬲
難
波
潟

つ
な
て
に
な
ひ
く
葦
の
ほ
の
う
ら
山
し
く
も
立
ち
な
ほ
る
か
な

粥
難
波
潟
葦

の
ほ
す
ゑ
に
風
ふ
け
は
た
ち
よ
る
浪

の
花
か
と
そ
み
る

い
ず
れ
も
、
冬

の
葦
は
詠
じ
て
い
な
い
。
俊
頼

の
歌

(869
)
は
靡
い
て
は
立
ち

か
え

る
葦
の
穂
の
様
子
に
哀
嘆
の
情
を
効
果
的
に
表
現
し
、
訴
嘆
の
歌
に
仕
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
歌
は
、
歌
題

「寒
蘆
」
に
お
い
て
の
特
徴
的
な

一
首
と

言
え
よ
う
。

肥
後
の
歌

(
479
)
は
葦

の
穂
を
浪

の
花
に
見
立

て
の
技
法

で
詠

ん
で

い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
「難
波
潟
」
、
「浪
」
、
「葦
の
若
穂
」
に
よ
る
詠
歌
が
承
保
二
年

九
月
内
裏
歌
合

(『平
安
朝
歌
合
大
成
』

剏
)
晩
秋

の
歌
題

で
あ
る
芦
花

の
12

の
歌
に
、

12
難
波
江
に
ひ
ま
な
く
よ
す
る
白
浪
と
見
え
う
ち
ま
か
へ
葦

の
若
穂
の

に
み
ら
れ
、
常
套
な
歌
材
に
よ
る
歌
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「葦

の
穂
」

の
歌
材
は
秋
季
の
歌
材
と
し
て
見
え
、
冬
季

の
歌
と
し
て
は
捉
え
に
く
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
前
に
触
れ
た
承
保
二
年
入
月
二
十
日
摂
津
守
有
綱
歌
合

の
葦
の

歌
題
に
は
、
「葦

の
穂
」
と
共
に

「初
雪
」
が
詠
ま
れ
お
り
、
冬
季

の
歌
と
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

『堀
河
百
首
』
成
立
以
降
に
お

い
て
、
「葦

の
穂
」

の
歌
例
が
み
ら
れ
、
殊
に
、

『千
載
集
』
の
冬
部
、
千
鳥

の
歌
材
と
し
て
詠
ま
れ
、
「ほ
の
ぼ
の
」

の
ほ
に
穂

を
懸
け
る
技
巧
に
拠
る
詠
歌
が
見
ら
れ
る
。

粥
し
も
が
れ
の
な
に
は
の
あ
し
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
湊
に
千
鳥
鳴
く
な
り

「葦

の
穂
」
は
、
冬

の
歌
材
と
し
て
用

い
ら
れ
、
冬
季

の
歌
材
と
し
て
定
着

の

傾
向
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
「葦

の
穂
」
は
、
季
節

の
限
定
が
な
さ
れ
て
い
な

い
が

『堀

河
百
首
』
詠
出
時
期

に
は

「葦

の
穂
」
を
冬

の
歌
材
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
知

ら
れ
、
歌
材
と
し
て
の
季
節
の
限
定
が
み
ら
れ
る
。

『同
百
首
』
以
降
に
お

い

て
は
、
冬
の
歌
材
と
し
て
定
着
化
が
看
守
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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次
に
、
「葦
の
根
」
を
見
て
み
よ
う
。
「葦
の
根
」
は

『万
葉
集
』
か
ら
詠
ま

れ
て
い
る
歌
語
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に

『堀
河
百
首
』
で
は
、
肥
後

の
詠
歌

の
み
で
あ
り
、
し
か
も
、
好
忠

の
歌

(
『後
拾
遺
集
』

42
)

の
影
響
を
受
け
、

「葦

の
根
」

の
根
に
寝

や
音
を
懸
け

て
、
懸
詞
を
屈
指
し
て
恋

の
恨
み
を
技
巧

的
な
歌
に
仕
上
げ
て
い
る
。

「葦
刈
る
人
」
を
詠
み
入
れ
た
の
は
、
永
縁
の
歌

の
み
で
あ
る
。

兜
霜
枯
れ
の
葦
刈
る
人
の
や
ど
な
れ
ど
入
重
が
き
に
し
て
す
ま
ふ
な
り
け
り

と
あ
り
、
「葦
刈
る
人
」
は

『堀
河

百
首
』
成
立
以
前
に
は
、
歌
例
が
み
ら
れ

な

い
、
新
奇
な
歌
語
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
詠
歌
は

『堀
河
百
首
鈔
』
に
お

い
て
、

『大
和
物
語
』
の
酩
話
の
蘆
刈

を
基
と
し
た
詠
歌
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
詠
歌
は
、
葦
刈
る
人
が
葦
の
冬

枯
れ
る
の
を
待

っ
て
刈
る
こ
と
を
基

と
し
、
刈

っ
た
葦
を
積
ん
だ
住
ま

い
の
在

り
様
を
詠
じ
て
い
る
。

こ
の
歌
の

「
入
重
垣
」
は
、
『記
紀
』
よ
り
詠
ま
れ
た
歌
語

で
あ
る
が
、
管

見

の
範
囲
で
は
、
『堀
河
百
首
』
以
前
に
は
歌
例
は
み
ら
れ
な
く
、
『同
百
首
』

の
歌
題

「山
家
」

の
源
顕
仲

の
歌
に
、

關
山
が

つ
の
あ
し
の
八
重
垣
八
重
葎
こ
と
わ
り
な
れ
や
人
の
分
け
こ
ぬ

と
あ
り
、
「葦

の
八
重
垣
」
に
よ

っ
て
山
賊
の
宿
が
表
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

『同
百
首
』
以
後

「八
重

垣
」
を
詠
み
入
れ
た
歌
が
、
永
久
四
年

四

月
四
日
白
河
院
鳥
羽
殿
北
面
歌
合

の
卯
花
の
歌
題
の
藤
原
仲
実
の
歌
に
み
え

る
。

2
卯
花

の
咲
け
る
さ
か
り
の
入
重

垣
を
た
れ
山
賊
の
宿
と
み
る
ら
む

こ
の
よ
う
に
、
「八
重
垣
」
が
葦
刈

る
人
や
山
賊

の
よ
う
な
貧
し
い
人

の
宿

を
表
現
し
て
い
る
。

『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
に
は
、
「
入
重
垣
」
が
貧
し
い

人
の
宿
を
表
す
歌
材
と
し
て
捉
え
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「葦
刈

る
人
」
や

「
八
重
垣
」
は
、

『同
百
首
』
以
降
、
歌
例
は
少
な
く
、
定
着
の
傾

向
が
み
ら
れ
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

葦
に
関
係
す
る
歌
語
と
し
て

「芦
刈
り
小
舟
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「芦
刈
り

小
舟
」
は
歌
材
と
し
て
勅
撰
集
に
お

い
て
の
初
出

『後
撰
集
』
㎜
に
み
ら
れ
る
。

だ
が
、
『万
葉
集
』
や

『古
今
集
』
に
は
み
ら
れ
な
い
歌
材
で
あ
る
。

齟
玉
江
こ
ぐ
あ
し
刈
り
を
舟
さ
し
わ
け
て
誰
を
た
れ
と
か
我
は
定
め
ん

こ
の
詠
歌
お
け
る

「芦
刈
り
小
舟
」
は
人
事
詠
の
歌
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
「芦
刈
り
小
舟
」
が
季
節
詠

の
歌
材
と
し
て
詠
み
こ
ま
れ
た
歌
例
は
数

多
く
み
ら
れ
な

い
。

歌
題

「寒
蘆

」
に
お
い
て

「芦
刈
り
小
舟
」
を
詠
じ
た
の
は
紀
伊
の
歌

一
首

の
み
で
あ
る
。

鍋
遠
方
に
家

ゐ
や
す
ら
ん
難
波
潟
芦
刈
り
ふ
ね
し
げ
く
行
き
か
う

こ
の
歌
は
葦
の
関
連
す
る
歌
語
に
拠
る
歌
で
、
芦
刈
り
は
葦
が
枯
れ
て
か
ら

行
う

こ
と
か
ら

「芦
刈
り
小
舟
」
が
冬
季
の
歌
材
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
こ
の
歌
は
や
は
り
、
葦
刈
る
人
に
視
点
を
お
き
、
前
述
の

『重
之
百
首
』

(歌
仙
家
集
本
)
跚
の
歌
に
影
響
を
受
け
た
も

の
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。

冬

の
歌
題
と
し
て
葦
に
お

い
て
、
「芦
刈
り
小
舟
」
を
詠
じ
た
の
は
、
承
保

二
年
八
月
摂
津
守
有
綱
歌
合

の
歌

(8
)
に
み
ら
れ
、
承
保
三
年
九
月
内
裏
歌

合

の
晩
秋

の
歌
題
と
し
て
芦
花

の
歌

(
11
)
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
「芦
刈
り
小

舟
」
は
葦

の
歌
題

の
歌
材
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
晩
秋
か

ら
冬
の
季
節
に
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。

8
難
波
潟
芦
刈
り
小
舟
な
か
り
せ
ば
水
に
き
せ
ぬ
雪
と
こ
そ
見
め

11
ほ
の
か
に
も
浪
よ
る
川
や
見
え

つ
ら
ん
芦
刈
り
小
舟
こ
ぎ

て
来
る
は

ま
た
、
『堀
河
百
首
』

の
暁

の
歌
題

の
源
顕
仲
の
歌

(躅
)
に
も
詠
ま
れ
て

い
る
。

　慍
暁
に
成
り
に
け
ら
し
な
と
ま
ふ
き

の
芦
刈
り
小
舟
島

つ
た
う
な
り

こ
の
よ
う

に
、
「芦
刈
り
小
舟
」
は
葦

の
歌
題
に
詠
ま
れ
る
葦
と
関
連
の
あ

る
歌
材
と
意
識
さ
れ
、
し
か
も
、
晩
秋
か
ら
冬
の
季
節
に
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
看
守
さ
れ
る
。
恐
ら
く
、
「芦
刈
り
小
舟
」
は
葦
刈
り

の
冬
の
季
節
に
詠
ま

れ
た
歌
語
で
冬
季
を
表
す
歌
語
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
歌
題

「寒
蘆
」
を
詠
む
に
当

っ
て
単
な
る

「葦
」
で
な

く
、
具
体
的
に
葦

の
状
態
を
表
す
新
奇
な
歌
語
と
し
て

「流
れ
葦
」
、
「し
を
れ

葦
」
や
葦

の
部
分
を
示
す
歌
語
と
し

て

「葦

の
穂
」
、
「葦

の
根
」
を
用
い
た
り
、

葦
に
関
係
す
る
歌
語
と
し
て

「葦
刈
る
人
」
や

「芦
刈
り
小
舟
」
を
用
い
て
詠

み
入
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
歌
語
や
新
奇
な

歌
語
の
使
用
は
歌
に
広
が
り
を
持
た
せ
る
た
め
の
詠
法

の
工
夫
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

次
に
、

『堀
河
百
首
』

の

「
寒
蘆
」

の
十
六
首
に
お
い
て
、
風
に
関
す
る
歌

語
お
よ
び
風
情
を
詠
み
入
れ
て
い
る
歌
が
多
く
み
え
る
。
「浦
風
」
「
あ
な
し
吹

く
」
「風
」
「塩
風
」
「靡
く
」
等
が
挙
げ
ら
れ
、
葦

の
風
に
吹
か
れ
る
様
子
を

聴
覚
的
な
表
現
に
よ

っ
て
詠
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
風
に
関
す
る
歌
語
を
用

い
る
詠
法
は
、

『万
葉
集
』
以
来
み
ら

れ
、
伝
統
的
な
詠
法
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「寒
蘆

」
の
十
六
首
に
お

い
て
、
特
徴
的
な
発
想
に
拠
る
詠
歌
を
挙

げ
て
み
よ
う
。
こ
の
二
首
は
、
藤
原
公
実

の
歌

(169
)
と
藤
原
顕
季

の
歌

(
鰯
)

で
、
葦
と
駒
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

鮒
霜
枯
れ
の
野
辺
の
ほ
と
り
の
し
を
れ
葦
は
行
き
か
う
駒
も
す
さ
め
ざ
り
け

り
鰯
の
が
ひ
せ
し
あ
し
も
ま
ば
ら
に
か
れ
は
て
て
く
き

の
わ
た
り
も
さ
び
し
か

り
け
り

と
あ
り
、
い
ず
れ
も
影
響
歌
が
見
出
だ
せ
る
。
ま
ず
、

鮒
の
歌
は
、
『古
今
集
』

蹴
を
影
響
冖歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う

。

蹴
大
荒
木
の
森

の
下
草
老

い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
さ
め
ず
刈
る
人
も
な
し

と
あ
り
、
「駒
も
す
さ
め
ず
」
は
、

こ
の
歌

の
影
響
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
前
述
の
よ
う
に
公
実
は

『同
百
首
』
春
駒

の
歌
題
に
お
い
て
葦
と
駒
を
詠

じ
た
歌

(
771
)
が
見
出
だ
さ
れ
る
。

次
に
、
鰯
の
歌
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
詠
歌
の
初
句

「野
が
ひ
せ
し
」

は
、
『曽
根
好
忠
集
』
冬
、
十
月
に

嬲
野
飼
ひ
せ
し
小
笹
か
原
も
枯
れ
に
け
り

い
ま
は
わ
か
駒
何
に
つ
な
け
ん

と
あ
り
、
冬

の
枯
れ
野
の
駒
が
読
ま
れ
て
い
る
。
「
野
が
ひ
せ
し
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
こ
の
詠
歌
の
影
響
を
受
け
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
、
葦
の
縁
語

と
し
て

「
く
き
」
が
あ
り
、
そ
の

「く
き
」
が

「
茎
」
と

「
蚰
」
と
懸
け
て
、

技
巧
的
に
冬
枯
れ
の
葦
と
共
に
冬
の
寂
し
さ
を
詠
じ
て
い
る
。
ま
た
、
『好
忠

百
首
』
の
春

の
歌
に

螂
野
飼
ひ
せ
し
駒
の
春
よ
り
あ
さ
り
し
に
尽
き
す
も
あ
る
か
な
淀
の
真
菰
の

と
あ
り
、
好
忠
は
、
歌
材
と
し
て

「
野
飼
ひ
せ
し
駒
」
に
注
目
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
前
述
の

『堀
河
百
首
』

の
春
駒
の
公
実
の
歌
は

「淀
の
真
菰
」
を

難
波
と
葦
に
変
え
、
駒
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
歌
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
や
は

り
、
好
忠
の
歌
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
よ
う
に
、

『堀
河
百
首
』

に
お
い
て
、
葦
と
駒
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

る
歌
が
見
ら
れ
、
『同
百
首
』

の
詠
出
時
に
は
注
目
さ
れ
た
歌
材
の
組
み
合
わ

せ
で
あ
り
、
特
徴
的
な
詠
法

の

一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
少
な
か
ら

ず
、
好
忠
の
歌

の
影
響

の
可
能
性
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

歌
題

「寒
蘆
」
の
十
六
首

に
お
い
て
、
冬
季

の
歌
材

・
表
現
を
用
い
ず
に
詠

ん
で
い
る
歌
が
三
首

(
8

4

轟kU

4り
●
7

●
ワ～

9

9

9
)
見
出
だ
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
二
首
は

前
述
の
如
く
、
「葦

の
穂
」
を
詠
じ
た
歌

(8

4

6

0
ワ～

9

(》
)
で
あ
り
、
そ

の
他
の

一

首

(479
)
は
河
内
の
恋

の
恨
み
の
歌
で
、
こ
の
歌
は

「寒
蘆
」
と
い
う
歌
題
か

ら
す
る
と
、
冬
枯
れ

の
葦
を
主
題
と
し
て
詠
じ
て
い
な

い
。
こ
れ
ら
の
歌
は
少

な
か
ら
ず
、
「寒
蘆
」

の
特
徴
的
な
歌
と
し
て
挙
げ
て
良

い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
特
徴
的
な
詠
歌
と
し
て
は
、
既
に
、
竹
下
豊
氏
が
御
指
摘
の
よ
う
に
、

(
7
)

叙
景
的
傾
向
を
も

つ
名
所
歌
枕
詠
と
し
て
藤
原
顕
仲

の
歌
を
挙
げ
ら
れ
る
。

蜘
な
に
は
が
た
汀
お
し
な
み
ふ
る
雪
を
お
も
げ
に
た
わ
む
あ
し
の
下
折

次
に
、
「寒
蘆
」

の
十
六
首
に
お

い
て
、
特
徴
的
な
歌
語
に
よ
る
詠
歌
と
し

て
、
隆
源
の
歌

(379
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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鰡
冬
さ
む
み
す
ゑ
の
枯
れ
葉
も
落
ち
は
て
て
も
と
し
の
ば
か
り
た
て
る
蘆
か

な
四
句
目
の

「本
篠
ば
か
り
」

の

「本
篠
」
は
、
管
見

の
範
囲
で
は

『堀
河
百

首
』
以
前
に
は
詠
ま
れ
た
歌
例
は
見

つ
か
ら
な
ず
、
新
奇
な
歌
語
に
拠

っ
た
詠

歌
で
あ
り
、
葦
が
枯
れ
て
篠
の
よ
う

に
立

っ
て
い
る
様
子
を
詠
じ
い
る
。
こ
の

よ
う

に
、
「本
篠
」
は
特
徴
的
な
歌

語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
歌
題

「寒
蘆
」

の
詠
歌
の
特
徴
と
し
て
は
、
難
波
潟
と
葦

と

い
う
よ
う
な
既
成

の
類
型
化
さ
れ

た
歌
枕

の
み
で
な
く
、
「津

の
国
須
磨
」

の
よ
う
な
新
奇
な
歌
枕
、
独
自
な
歌
枕
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
歌
語
に
お
い
て

は
、
殊
に
、
枯
れ
た
葦
を
表
す

「し
を
れ
葦
」
「流
れ
葦
」
「
み
だ
れ
葦
」
の
よ

う
に
あ
ま
り
詠
ま
れ
て
い
な

い
歌
語

や
新
し
い
歌
語
に
拠
る
詠
歌
が
み
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
は
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌

人
達
の
新
し

い
歌
題
を
詠
む
た
め

の
新
し

い
表
現

の
追
求
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
新
奇
は
歌
語
や
詠
法
の

工
夫
に
当
た

っ
て
は
、
情
報
の
交
換
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
お

い
て
、
葦
は
冬
季

の
歌
題
と
し
て
の
歴
史
が
浅

く
、
歌
材
と
し
て
葦
は

『万
葉
集
』

以
来
詠
ま
れ
て
お
り
、
冬
季
の
限
定
が
見

ら
れ
な

い
。
堀
河
百
首
題

「寒
蘆
」

の
詠
出
に
お
い
て
、
枯
れ
た
葦
を
扱
わ
な

い
歌
の
な
か
に
は

「葦
の
穂
」
の
よ
う
に
季
節
の
変
更
が
見
ら
れ
た
り
、
枯
れ

た
葦
を
叙
景
的
に
仕
上
げ
て
い
る
歌
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し

い
歌

題
を
詠
む
に
当
た
り
、
詠
出
歌
人
達

の
苦
吟
す
る
様
子
が
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
『同
百
首
』
成
立
以
降
、
歌

題

「寒
蘆
」
は
、
既
に
調
査
し
た
新
奇
な

歌
題

「鷹
狩
」
「神
楽
」
の
よ
う
な
冬

の
行
事

の
歌
題
と
し
て
定
着
が
み
ら
れ

る
の
と
異
な
り
、
冬

の
独
立
し
た
歌
題
と
し
て
定
着
す
る
よ
り
も
冬

の
歌
材
の

(
8
)

一
つ
と
し
て

「葦
」
を
捉
え
ら
れ
て

い
る
傾
向
が
看
守
さ
れ
る
。
こ
れ
も
歌
題

「寒
蘆
」

の
特
徴
の

一
つ
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

[注

]

(
1
)

橋
本

不

美

男

、
滝

沢

貞
失

著

『
校

本

堀
河

院

御
時

百

首

和

歌

と
そ

の
研
究

本
文

研
究

篇
』

(昭

51

笠

問
書

院
)

参

照
。

(
2
)

松
本

真
奈

美

氏

「曾

禰
好

忠

「
毎

月
集

」

に

つ

い
て

ー
屏
風

歌
受

容

を
中
心

に

ー
」

(
「
国
語

と
国
文

学
」

平

三
年

九
月

号
)

な
ど

。

(3
)

家
永
香

織

氏

「

『堀

河
百
首

』

と
屏
風

歌

・
初
期

定
数

歌
」

(
「国

語
と

国
文

学
」
平

十
年

四
月

号
)
。

(
4
)

三
角

洋

一
氏

「
「
波

の

し

め

ゆ

ふ
」

小

考
」

(
「
国

文
白

百
合

」

12
号

昭

56

・
3
)

渦

巻

恵

氏

「
「
加

茂

保

憲
女

集

」

再

評
価

」

(
「
中

古
文

学

」

第

57
号

)

(
5
)

こ

の
歌

の
四
句

目

「
塩

あ
し

に
」

は
橋

本
不
美

男

、
滝

沢
貞
夫

著

『校
本

堀

河

院
御

時
百
首

和
歌

と

そ

の
研
究
本

文

研
究
篇

』

に
拠

る
と
諸

本

に
お

い
て

「し

ほ

れ
し
あ

し

に
」
と

あ

る
。

(
6
)

三

角

洋

一
氏

「
「
波

の
し

め

ゆ

ふ
」

小

考

」

(
「
国

文

白

百

合

」

12

号

昭

56

・
3
)

(
7
)
竹

下

豊

氏

「
『堀

河
百
首

』

の
名
所

歌
枕

詠
堀

河
百

首
研

究

(
5
)
」

(
「女

子
大

文
学

国

文
篇
」

第

40
号
)

(
8
)
拙
稿

「
堀
河

百
首

題

「
鷹
狩

」
を
め

ぐ

っ
て
」

(
「本

学
研

究
紀

要
」
第

39
号

)
、

拙

稿

「
堀

河
百
首

題

「
神
楽

」
を

め
ぐ

っ
て
」

(
「本

学

研
究
紀

要
」
第

41
号
)

本
文

に
引

用

し
た

『
万
葉

集

』
、

『
古
今

和

歌

六

帖
』
、

『堀

河

百
首

』
、
勅

撰

集

は

、

『新
編

国

歌
大
観

』

(歌
番

号
も

同
本

に
拠

る
。
)

に
拠

っ
た

。
た
だ

し

、
表
記

に

つ
い

て
は

改
め

た
と

こ

ろ
が
あ

る
。
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