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堀
河
百
首
題
の
四
季
題
の
う
ち
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
歌
題
と
し
て

あ
ま
り
取
り
上
げ
て
い
な
い
歌
題
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
そ
の
冬
部
の
歌
題
う

ち

「初
冬
」
「寒
芦
」
「網
代
」
「神
楽
」
「鷹
狩
」
「
炭
窯
」
「埋
火
」
は

『堀
河

百
首
』
成
立
以
前
に
歌
題
と
し
て
あ
ま
り
取
り
上
げ
て
い
な

い
歌
題
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
(、
)
冬

の
歌
題
あ
ま
り
取
り
上
げ
て
い
な
い
歌
題

の
特
質

や
詠
法

の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
堀
河
百
首
題
の
特
質
を
捉
え
て
み
た
い
。

今
回
は
、
冬
の
部
の
歌
題
で
あ
る

「網
代
」
を
取
り
上
げ
、
『堀
河
百
首
』

詠
出
歌
人
達
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
歌
題
を
捉
え
、
」表
現
し
て
い
る
か
を
個
々
の

作
品
に
そ

っ
て
和
歌
表
現
を
具
体
的
に
分
析
し
、
堀
河
百
首
題

「網
代
」
の
特

質
を
明
確
に
し
て
み
た

い
。

ま
ず
、
『堀
河
百
首
』
以
前
に
お
い
て
、
網
代
が
ど
の
よ
う

に
詠
ま
れ
て

い

た
か
見
て
み
よ
う
。
「網
代
」
・は

『万
葉
集
』
よ
り
詠
ま
れ
て
い
る
。
管
見
の

範
囲
で
は
三
首

(

ハUり

-

驪

・
13

・
14

1■工

-陋よ)
み
え
、
そ
の
う
ち
の
蹣
の
詠
歌
は

も

の
の
ふ
や
や
そ
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
ざ
よ
ふ
浪
の
ゆ
く

へ
し
ら
ず
も
と

あ
り
、
宇
治
川
の
網
代
を
詠
じ
て
い
る
。

ま
た
、
堀
河
百
首
題
と
共
通
の
主
題
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る

『和
漢
朗
詠

集
』
に
お
い
て

「網
代
」
は
主
題
と
し
て
見
ら
れ
な

い
。
だ
が
、
同
様
に
共
通

の
主
題
が
多
数
見
出
さ
れ
る

『古
今
和
歌
六
帖
扁
で
は
、
第
三
帖

「あ
じ
ろ
」

と

い

う

主

題

に

七

首

(
匚0

ρ0

7

8

∩り

0

1

餌

・
64

・
仭

・
解

解

65

・
65

)

あ

り

、

そ

の

七

首

の

う

ち

五

首

(
7
-

0()

q
V

O

-

劔

・
餌

・
解

65

・
鮖

)

は

紀

貫

之

の

詠

歌

で
あ

る

。

し

か

も

、

そ
の
う
ち
の
二
首
は
屏
風
歌
で
あ
る
。

次
に
、
勅
撰
集
を
見
て
み
よ
う
。
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前

に
お

い
て
歌
題

と
し
て
み
ら
れ
ず
、
「網
代
」
歌
題
と
し
て
初
出
は

『金
葉
集
』

の
冬

の
部
で

あ
り
、
勅
撰
集
に
お
い
て
歌
題
と
さ
れ
る
の
は

『堀
河
百
首
』
成
立
以
降
で
あ

る
。
だ
が
、
単
独
の
歌
題
と
し
て
で
は
な
く
、
屏
風
歌

の
画
題
の

一
つ
と
し
て

は

『拾
遺
集
』
に
二
首
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
障
子
歌
、
屏
風
歌
で
あ

り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
第
四
巻
の
冬
に

一
首

(612
)
、
第
十
七
巻
の
雑
秋

一

首

(263
)
に
配
さ
れ
て
い
る
。

寛
和
二
年
清
涼
殿
の
御
障
子
に
、
網
代
描
け
る
所
に

詠
み
人
知
ら
ず

颱
網
代
木
に
か
け
つ
つ
洗
唐
錦
日
を
経
て
寄
す
る
紅
葉
な
り
け
り

内
裏
御
屏
風
に

、

「

元
輔

躙
月
影
の
た
な
か
み
河
に
き
よ
け
れ
ば
網
代
に
ひ
を
の
よ
る
も
見
え
け
り

こ
の
よ
う
に
障
子
歌
や
屏
風
歌
は
、
障
子
や
屏
風
に
描
か
れ
て
」い
る
網
代
の

絵
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
、
描
か
れ
て
い
る
画
趣
に
よ

っ
て
自
ず
と
詠
じ
る
世
界
が

限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『拾
遺
集
』
で
は
、
配
列
意
識
の
関

(29)
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係
か
ら
、
秋
、
冬

の
季
節

の
配
列
が
異
な

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
屏

風
歌
や
障
子
歌

の

「網
代
」
は
画
趣
と
の
関
係
か
ら
秋
季
や
冬
季
の
歌
に
判
別

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

。
こ
の
こ
と
か
ら

『堀
河
百
首
』
成
立
以

前
の
勅
撰
集
に
お
い
て

「網
代
」
は
、
屏
風
や
障
子
絵
の
画
料
の

一
つ
で
あ
り
、

屏
風
歌
や
障
子
歌
と

の
関
係

の
深
さ
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
屏
風
歌
や
障
子
歌
に
お
け
る

「網
代
」
を
見
て
み
よ
う
。
殊
に
、
屏

風
歌
や
障
子
歌
を
数
多
く
詠
出
し
て
い
る
貫
之
、
忠
見
、
順
、
能
宣
、
元
輔
等

の
家
集
に
複
数
の

「網
代
」
の
屏
風

歌
や
障
子
歌
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
ら

「網
代
」
の
屏
風
歌
や
障
子
歌

の
ほ
と
ん
ど
が

「十
月
あ
じ
ろ
」

「十

一
月
あ
じ
ろ
」
と

い
う
詞
書
が
記
さ
れ
、
そ
の
多
く
が
冬
の
季
節
に
配
さ
れ
た

画
料
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
ず
、
具
体
的
に

『紀
貫
之
集
』

(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』
57
)
を
取
り
上

げ
て
み
ょ
う
。
「網
代
」
の
屏
風
歌

や
障
子
歌
を
管
見
の
範
囲
で
挙
げ

て
み
る

と
天
慶
三
年
閏
七
月
右
衛
門
督
殿
屏
風

の
歌
に
、
「十
月
あ
じ
ろ
」
と
あ
り

跚
山
川
を
と
め
き
て
み
れ
は
落

つ
も
る
紅
葉

の
た
め
の
あ
し
ろ
な
り
け
り

ま
た
、
天
慶
四
年
三
月
の
う
ち
の
御
屏
風
の
歌
に
、
「あ
じ
ろ
」
と
あ
吟

鰡
山
風
の
い
た
く
吹
お
ろ
す
網
代

に
は
白
波
さ
へ
そ
よ
り
ま
さ
り
け
る

天
慶
五
年
亭
子
院
御
屏
風
の
歌
の
中

に

鵬
み
吉
野
よ
し
の
・
川
の
あ
し
ろ
の
は
滝
の
み
な
は
そ
落

つ
も
り
け
る

ど
あ
る
。
い
ず
れ
も

「網
代
」
の
画
料
の
詠
歌
で
あ
り
、
秋
季
冬
季
と
言
う
分

別
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
詠
歌
か
ら
屏
風
絵
が
想
像
で
き
、
ま
さ
に
、

色
彩
豊
か
に
描
か
れ
た
白
波
の
か
か
る
網
代
に
落
ち
積
も
る
紅
葉

の
眺
望
を
詠

じ
て
い
る
。

次
に
、
『能
宣
集
』
(『私
家
集
大
成
中
古
1
』
m
)
に
は
四
首

の
屏
風
歌
に

「網
代
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
四
首

(
91

・
抛

・
M

・
躅
)

の
う
ち

一

首

(
191

)
の
み
が
秋
に
配
さ
れ
て
い
る
。

十
月
、
あ
し
ろ
に
も
み
ち
な
か
れ
よ
り
、
た
ひ

・
と
あ
ま
た

・
ち
と
ま

り
て
み
る
所

91
も
み
ち
は
の
よ
れ
る
あ
し
ろ
は
あ
か
す
し
て
す
き
に
し
秋
の
せ
き
に
そ
あ

り
け
る

十
月
、
い
へ
ゐ
の
之
こ
ろ
あ
し
ろ
あ
り
、も
み
ち
お
ほ
く
な
か
れ
よ
れ
り

盥
日
を

へ
つ
・
も
み
ち
は
よ
す
る
あ
し
ろ
こ
そ
秋
を
と

・
む
る
せ
き
に
は
あ

り
け
れ

・つ
ち

M
な
か
れ
ぐ
る
ひ
を
ま

つ
ほ
と
の
さ
た
め
な
み
あ
し
ろ
に
あ
き
の
び
を
や
ま

つ
ら
ん

う
ち
の
あ
し
ろ

躅
も
み
ち
は
の
日
を

へ
て
よ
れ
る
あ
し
ろ
に
は
に
し
き
を
は
し
に
わ
た
す
と

そ
み
る

餅
の
歌
は

一
条
太
政
大
臣
家
の
障
子
絵
の

一
つ
と
し
て

「秋

う
ち
」
と

い

う
詞
書
き
が
付
き
、
秋
の
日
を
詠
ん
で
い
る
。
rそ
の
他

の
三
首
は
紅
葉
の
詠
歌

で
あ
り
、
秋
を
惜
し
む
情
趣
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

次
に
、
『元
輔
集
』
(『私
家
集
大
成
中
古
1
』
鵬
に
は

「網
代
」

の
屏
風
歌

が
四
首

(
22

・
93

・
挧

・
蝴
)
が
見
ら
れ
る
つ
そ
れ
ら
四
首
は
い
ず
れ
も
冬
に

配
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。

あ
し
ろ

22
み
つ
ふ
か
き
う
ち
の
あ
し
ろ
の
い
は
く
ら
に
よ
う
つ
よ
を

へ
む
な
み
も

こ

す
ら
む

ふ
ゆ

た
な
み
の
あ
し
ろ

(30)



堀河百首題「網代」をめ ぐって

93
月
か
け
の
た
な
か
み
か
は
に
き

よ
け
れ
は
あ
し
ろ
の
ひ
を
の
よ
る
も
み
え

け
り十

月
、
山
か
は
の
ほ
と
り
に
も
み
ち
も
て
あ
そ
ふ
、
あ
し
ろ
あ
り

挧
ひ
を

へ
て
も
み
ま
く
ほ
し
き
は

や
ま
か
は
の
も
み
ち
の
お
つ
る
あ
し
ろ

な
り
け
り

十
月
、
う
ち
の
あ
し
ろ
に
人

く

あ
り

噛
盥
お
し
と
お
も
ふ
も
み
ち
の
お
つ
る
あ
し
ろ
き
を
よ
り
て
み
る
ま
に
日
を
や

く
ら
さ
む

こ
の
よ
う
に
、
網
代
に
落
ち
る
紅
葉
や
網
代
の
眺
望
を
詠
じ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
22
の
歌
は
も

・
の
賀
の
屏
風
歌
と
い
う
こ
と
か
ら
祝
賀
の
意
を
込
め
た
詠

歌
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
元
輔
や
能
宣

の

「網
代
」
の
屏
風
歌
に
は
秋
に
配
さ
れ
て

い
る
屏
風
歌
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
月
次
と
し
て
は
十
月
の
初
冬
の
画
題
と

さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
も
、
網
代
に
落
ち
る
紅
葉
を
詠
ん
だ
歌
が
多
く

み
え
る
こ
と
か
ら
晩
秋
か
、
初
冬
の
頃
の
雅
趣
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
屏
風
歌
に
お
い
て

「網
代
」
は
十
月
の
月
次
の
画
料
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
お
り
、
晩
秋
、
初
冬
を
意
識
し
た
画
題
で
あ
る
。
し
か
も
、
既
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
堀
河
百
首
題

「網
代
」
が
冬

の
歌
題
に
定
着
す
る

に
際
し
て
屏
風
歌
、
障
子
歌
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。(、)

堀
河
百
首
題
と

の
関
係
の
深
さ
が
考
え
ら
れ
る
初
期
定
数
歌
に
お
い
て
、
網

代
を
詠
じ
た
歌
と
し
て
は
、
好
忠
の

『曽
袮
好
忠
集
』
(『私
家
集
大
成
中
古
1
』

媽
)
の
九
月
中
に

跚
網
代
守
る
宇
治
の
川
瀬
は
年

つ
も
り
い
く
そ
月
日
を
か
そ
へ
き
ぬ
ら
ん

と
あ
り
、
秋
の
歌
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
順
の

『源
順
集
』
(
『私

家
集
大
成
中
古
1
』

95
)
の
あ
め
つ
ち
の
う
た
四
十
八
首
の
冬
に

32
う
ち
わ
た
し
ま

つ
網
代
木
に
い
と
ひ
を

の
絶
て
よ
ら
ね
は
な
そ
や
心
う

と
あ
り
、
冬
の
歌
八
首

の
中
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
定
数
歌
に
お

い
て
は
秋
冬
季
の
ど
ち
ら
に
も
配
さ
れ
て
い
て
ハ
季
節
の
定
着
は
見
ら
れ
な
い

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
『源
順
集
』
に
は

「網
代
」

の
屏
風
歌
が
二
首

(
-

RU

6」自
o
qU

(ワ自

2
)
あ
り
、
い
ず
れ
も
月
次
の
屏
風
歌
で

「十
月
あ
じ
ろ
」
「あ
じ
ろ
」

と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
跏
の
歌
は

「右
兵
衛
督
た

・
き
み
の
朝
臣
、
新

し
く
調
す
る
屏
風
の
歌
」
の
月
次
の
配
列
か
ら
十

一
月
と
受
け
取
れ
る
。
ま
た
、

獅
の
歌
は
屏
風
歌
と
い
う
明
示
は
な

い
が
そ
の
詠
歌

の
詞
書
に
十
月
あ
じ
う
と

あ
る
こ
と
か
ら
月
次
の
屏
風
歌
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

泌
紅
葉
さ

へ
き
よ
る
あ
し
ろ
に
て
に
か
け
て
立

つ
白
波
は
か
ら
に
錦
か
も

獅
あ
さ
氷
と
く
る
網
代
の
ひ
を
な
れ
は
よ
れ
と
あ
わ
に
そ
み
え
わ
た
り
け
る

こ
の
よ
う
に
、
屏
風
歌
と
同
様
に

『源
順
集
』
あ
め
つ
ち

の
歌

の
配
列
に
お
い

て

「網
代
」
は
冬

の
主
題
と
捉
え
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
あ
め
つ
ち
の
歌
と
屏
風
歌
の
成
立

の
前
後
は
判
明
で
き

な

い
が
あ
め
つ
ち

の
歌
で

「網
代
」
の
詠
歌
が
冬
に
配
列
さ
れ
て
い
た
の
は
少

な
か
ら
ず
屏
風
歌
の
影
響
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
歌
合
に
お
い
て
歌
題

「網
代
」
を
み
て
み
よ
う
。
『堀
河
百
首
』
成

立
以
前
の
歌
合
の
歌
題
と
し
た
歌
合
は
管
見
の
範
囲
に
お

い
て
少
な
く
、
三
歌

合
に
す
ぎ
な
い
。
初
出
の
歌
合
は
寛
和
二
年
六
月
十
日
内
裏
歌
合

(
『平
安
朝

歌
合
大
成
増
補
改
訂
』

一
88
)
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
合
は
四
季
に
わ
た
る
詠
物

題
の
初
出
で
あ
り
、
秋
の
五
歌
題
の
中
に

「網
代
」
が
見
出
さ
れ
る
。

左

能
宣

飾
網
代
木
に
か
け
つ
つ
洗
ふ
唐
錦
氷
魚
綜
て
よ
す
る
紅
葉
な
り
け
り

右

惟
成

(31)
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28
水
上
に
滝

の
白
糸
見
え
つ
る
は
網
代
に
氷
魚
の
よ
れ
ば
な
り
け
り

.こ
の
歌
合
に
お
い
て

「網
代
」
.は
秋

の
歌
題
と
し
て
捉
え
ち
れ
て
.い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
-も
う

一
つ
は
長
暦
二
年
晩
冬
権
大
納
言
師
房
歌
合

(≒
平
安
朝
歌

合
大
成
増
補
改
訂
』
二

搦
)
に
十

題
十
番
冬

の
歌
題
の
中
に
見
ら
れ
る
。

左

馳

馳

弁
乳
母

5
網
代
に
て
ひ
を

の
み
暮
ら
す
宇
治
人
は
年
の
よ
る
を
ぞ
歎
か
ざ
り
け
る

右

6
ひ
を

へ
つ
つ
散

る
も
み
ち
葉
も

こ
の
里
は
網
代
に
よ
り
て
み
る
ぞ
う
れ
し

き

ま
た
、
承
暦
二
年
十
月
十
九
日
庚
申
媒
子
内
親
王
歌
合

(
『
平
安
朝
歌
合
大
成

増
補
改
訂
』
三

筋

)
に
冬
季
二
題
各
五
番

の
う
ち
に
.
「網
代
」

の
歌
題
が
み

ら
れ
る
。

歌
合
に
お

い
て

「網
代
」
が
寛
和

二
年
内
裏
歌
合
と
長
暦
二
年
権
大
納
言
師

房
歌
合
の
問
で
は
、
秋

の
歌
題
か
ら
冬

の
歌
題
に
変
化
を
示
し
て
い
る
。
し
か

も
、
そ
の
後
の
歌
合
に
お
い
て

「網

代
」
が
冬
の
歌
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
冬
の
歌
題
と
し
て
変
化

の
様
子
が
伺
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
歌
合
に
お

い
て
、
「網
代
」
が
冬
の
歌
題
と
し

て
変
化
し
定
着
し
て

い
く
様
子
が
看
取
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ど
の
時
期

か
判
明
は
出
来
な
い
が
少
な
か
ら
ず
、
歌

題

「網
代
」
は
冬
の
歌
題
と
七
て
定
着
し
た
こ
と
が
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
網
代
」
は
初
期
定
数
歌
に
お

い
て
は
、
秋

.
季
冬
季
の
主
題
に
あ
り
、
歌
合
に
お

い
て
は
秋
季
か
ら
冬
季
の
歌
題
に
変
化
が

看
取
で
き
る
。
し
か
も
、
屏
風
歌
に
お
い
て

「網
代
」
の
画
題
の
多
く
が
月
次

屏
風
で
、
十
月
な
い
し
十

一
月
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
冬
の
画
題
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
堀
河
百
首
題

「網
代
」
が
冬
の
歌
題
と
し
て
定
着
す
る
の
に
あ
た

つ
て
月
次

の
屏
風
歌

の
影

響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

2

『堀
河
百
首
』
の
詠
出
歌
人
達
は
歌
題

「網
代
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
詠

出
方
法
を
具
体
的
に
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

ま

ず
、
堀
河
百
首
題

「網
代
」
二
十
六
首
の
表
現
方
法
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

堀
河
百
首
題

「網
代
」
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
歌
枕
に
よ

っ
た
詠

(
3
)

歌
が
よ

っ
た
詠
歌
が
多
く
見
ら
れ
、
十
六
首

の
う
ち
九
首
を
占
め
て
い
る
。

歌
枕
と
し
て
は

「田
上
」
(六
首
×

「あ
ふ
み
の
海
」

(
一
首
)
、
「
う
ち
河
」

(
二
首
)
で
あ
る
。
「田
上
」
の
六
首

の
う
ち
二
首
の
み

「田
上
川
」
と
あ
り
、
」

い
ず
れ
も
田
上
川
の
網
代
を
詠
じ
て
い
る
。

㎜
田
上
の
瀬
瀬
の
あ
じ
う
に
日
を

へ
つ
つ
わ
が
心
さ

へ
よ
す
る
こ
ろ
か
な

㎜
あ
じ
ろ
木
に
に
し
き
お
り
か
く
田
上
や
そ
の
杣
山
に
木
の
葉
ち
る
ら
し

㎜
田
上
や
そ
の
む
ら
き
み
に
あ
ら
な
く
に
ま
つ
網
代
木
を
き
て
ぞ
う
ら
む
る

㎜
風
ふ
廿
ば
田
上
用
の
あ
じ
ろ
木
に
み
ね
の
紅
葉
も
日
を

へ
て
そ
よ
る

㎜
氷
魚
の
よ
る
た
び
に
ぞ
払
ふ
田
上
や
ゐ
ぐ
ら
に
か
か
る
あ
じ
ろ
木
の
布

脳
ゆ
ふ
だ
た
み
田
上
川
の
ゐ
ぐ
ら
に
ひ
を
も
く
ら
す
比
か
な

「田
上
」
は
、
近
江
の
国
の
歌
枕
、
今

の
滋
賀
県
大
津
市
田
上
町
で
あ
り
、

田
上
川
は
瀬
田
川
に
注
ぐ
大
戸
川
を
指
し
て
い
る
。
「
田
上
」
鳳

『
万
葉
集
』

よ
り
詠
ま
れ
、
州
田
上
」
に
関
連
す
る
歌
枕
と
し
て
は

「
田
上
山
」
「田
上
川
」

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
お
い
て
多
く

の
歌
例
は
み
ら

れ
な
い
が
、
そ
の
う
ち

「田
上
」
で
水
に
関
連
す
る
欲
と
上
て
は
次
の
三
首
を

挙
げ
ら
れ
る
。「
そ
の

一
首
は

『曽
根
好
忠
集
』

の
定
数
歌
で
あ
る
三
百
六
十
首

和
歌

の
九
月
の
お
わ
り
に

跚
田
上
や
瀬
田
の
早
瀬
に
簗
さ
し
て
よ
る
と
し
な
れ
は
う
き
寝
を
そ
す
る

(32)



堀河百首題「網代」をめ ぐって

と
あ
り
、
田
上
の
早
瀬
の
簗
で
漁
を
生
活
の
場
と
し
た
歌
で
あ
る
。
次
の

一
首

は

『範
永
朝
臣
集
』
(『私
家
集
大
成

中
古
H
』
28
)
に

34
た
な
か
み
の
山
に
あ
ら
し
や
ふ
き
ぬ
ら
ん
せ

・
の
し
ら
波
い
ろ
い
ろ
か
わ

り
ゆ
く

と
あ
り
、
こ
の
二
首
は
い
ず
れ
も
田
上
の
瀬
を
詠
じ
て
い
る
。
も
う

一
首
は
、

「田
上
の
網
代
」
と

い
う
詞
書
き
の
あ
る
屏
風
歌
で
あ
る
。
そ
れ
は
管
見
の
範

囲
に
よ
れ
ば
、
「網
代
」
の
詠
歌
で

「田
上
川
」
が
詠
ま
れ

て
い
る

の
は

『
元

輔
集
』
の
93
の
歌
で
あ
り
、
そ
れ
が
初
出
の
歌
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詠
歌
は

『拾

遺
集
』
(
3311
)
雑
秋
に
入
集
さ
れ
て

い
る
。

93
月
影
の
た
な
か
み
か
は
に
き
よ
け
れ
ば
網
代
に
ひ
を
の
よ
る
も
見
え
け
り

こ
の
よ
う
に
、
『堀
河
百
首
』
成
立

以
前
に
は

「網
代
」
に
お
い
て

「
田
上
」

の
歌
枕
に
よ
っ
た
歌
例
が
少
な
い
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
影
響
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「網
代
」

に
お
い
て

「田
上
」

の
歌
枕

に
よ
る
詠

法
は
比
較
的
新
し
い
と

い
え
る
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
「田
上
川
」
に
拠

っ
た
網
代

の
詠
歌
は

『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
で

あ
る
仲
実
や
匡
房
の
詠
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は

『万
代
集
』

第
六
巻
冬
歌
に

h
落
葉
浮
波
と

い
ふ
こ
と
を
」
と
い
う
詞
書
で
仲
実
朝
臣
の
詠

歌
と
し
て

㎜
あ
じ
ろ
う

つ
た
な
か
み
が
わ
の

い
わ
な
み
も
や
ま
お
ろ
し
ふ
け
ば
も
み
ち

し
に
け
り

と
あ
り
、
匡
房
の

『江
帥
集
』
(『私
家
集
大
成
中
古
H
』
51
)
に

「
田
上
山
紅

葉
」
と
言
う
詞
書
に

鵬
た
な
か
み
の
さ
て
さ
し
わ
た
す

や
ま
の
は
も
も
み
ち
の
に
し
き
あ
き
に
け

る
か
な

と
あ
り
、
『堀
河
百
首
』
以
外
に
も

「
田
上
」

に
よ
る
網
代
の
詠
歌
が
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
「
田
上
」
が
歌
枕
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
歌
枕
と
し
て

「田
上
」
が
注
目
さ
れ
た
の
は
俊
頼
が
田
上
に
居

住
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
田
上
に
関
連
し
た
作
が
数
多
く
あ
り
、
俊
頼
の
影
響

と
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
「網
代
」
お
い
て
歌
枕

「田
上
」
よ
る
詠
歌
が
数
多
く
占

め
て
い
る
こ
と
は

『堀
河
百
首
』
詠
出
当
時
に
注
目
さ
れ
た
歌
枕
で
あ
り
、

「網
代
」
お
い
て
歌
枕

「
田
上
」
よ
る
詠
作
方
法
が
支
持
さ
れ
て

い
た
傾
向
が

見
受
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
降
は
網
代

の
詠
歌

に

「田
上
」
の
詠
歌
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
歌
枕
と
し
て
定
着
し
た
様
相
が
看

取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「
田
上
」
と
同
じ
近
江
の
歌
枕
と
し
て

「あ
ふ
み
の
海
」

を
詠
ん
だ

の
は
匡
房
の
歌

(
6201

)
で
あ
る
。

鰯
さ
ざ
浪
や
あ
ふ
み
の
海
の
あ
じ
ろ
木
に
波
と
共
に
や
ひ
を
の
よ
る
ら
む

「さ
ざ
浪
」
は

「あ
ふ
み
の
海
」
の
枕
詞
を
用
い
て
、
万
葉
風
に
仕
立
て
上
げ
、

伝
統
的
な
枕
詞
を
用
い
、
「
氷
魚
」
「寄
る
」
と

い
う
掛
詞
に
拠

っ
て
波
の
か
か

る
網
代
の
眺
望
を
詠
じ
な
が
ら
、
日
が
夜
に
な
る
と
言
う
二
つ
の
世
界
を
描
い

て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「宇
治
」
を
取
の
上
げ
て
み
よ
う
。
「網
代
」
に
お
い
て

「宇
治
」
と

共
が
詠
ま
れ
た
例
歌
は

『万
葉
集
』
よ
り
見
ら
れ
、
そ
の
数
は
多
数
に
及
び
、

伝
統
的
な
歌
枕
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「網
代
」
に
お
け
る

「
宇
治
」

は
前
述

の
と
お
り
、
屏
風
歌

の
月
次
の
画
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
「網
代
」

の
歌
枕
と

し
て
定
着
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
『堀
河
百
首
』
の

「網
代
」

で
は

「
宇
治
」
の
歌
枕
に
拠

っ
た
詠
歌
は
次
の
二
首
で
あ
る
。

脳
山
風
に
木
の
葉
ふ
り
し
く
う
ち
河
の
網
代
は
ひ
を
の
よ
る
と
こ
ろ
か
な

㎜
神
無
月
宇
治
の
あ
じ
ろ
の
ひ
を
よ
り
も
年
の
よ
る
こ
そ
哀
れ
な
り
け
り

(33)
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こ
の
よ
う
に
、
「網
代
」
お
け
る
歌
枕

「宇
治
」
の
詠
歌
は
前
述

の
と
お
り

、

「紅
葉
」
に
視
点
が
お
か
れ
晩
秋
、
初
冬
を
意
識
し
た
歌
が
多
数
を
占
め
て
い

た

の
と
異
な
り
、
こ
の
二
首
に
お
い
て
は
氷
魚
の
寄
る
所
で
あ
る
網
代
と
し
て

捉
え
、
多
少

の
視
点

の
変
化
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
基
俊

の
歌

(5301
)
は
、

氷
魚
寄
る
所
と
し
て
網
代
を
捉
え
落
葉
の
宇
治
川
を
詠
じ
て
い
る
。
ま
た
、
永

縁
の
歌

(6301
)
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
句
の

「神
無
月
」
は
、

　　
　

『能
宣
集
』
謝

の
歌
を
意
識
し
た
も

の
と
察
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
、

躅
谷
川
の
あ
し
ろ
さ
し
て
か
み
な

つ
き
み
や
衷
か
く
れ
の
も
み
ち
を
す
る

こ
の
詠
歌
は
網
代
に
寄
る
氷
魚
に
、
年
が
寄
る
を
掛
け
て
年
を
か
さ
ね
る
こ
と

の
哀
れ
さ
を
詠
嘆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「網
代
」
に
お
け
る

「
宇
治
」
は
伝
統
的
な
歌
枕
を
用

い
な

が
ら
詠
作
方
法

の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『堀
河
百
首
』

に
お

い
て

は
、
「宇
治
」
よ
り

「
田
上
」
が
注

目
を
集
め
た
歌
枕
と
言
え
よ
う
。
「田
上
」

は
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
た
歌
例
が
見
当
た
ら
な

い
こ
と
か
ら
歌
枕
と
し
て
は
新
奇
に
注
目
し
た
歌
枕
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
「宇
治
」
は
伝
統
的
歌
枕
を
用

い
な
が
ら
新
し
い
視
点
で

「
網
代
」
を
詠

じ
、
詠
作
方
法

の
工
夫
が
指
摘
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

3

次
に
、
詠
作
方
法
を
み
て
み
る
と
、
縁
語
や
掛
詞
に
拠
る
技
巧
を
用
い
た
詠

歌
は
堀
河
百
首
題

「網
代
」
十
六
首

の
う
ち
十
四
首
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
ほ

と
ん
ど
は

「網
代
」

の
縁
語
と
し
て

「氷
魚
」
「寄
る
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
、
単
に

「網
代
」
の
縁
語
と
し
て

「氷
魚
」
や

「寄
る
」
を
詠

ん
だ
歌
は
次

の
五
首
で
あ
る
。

㈱
氷
魚

の
よ
る
た
び
に
ぞ
払
ふ
田
上
や
ゐ
ぐ
ら
に
か
か
る
あ
じ
ろ
木
の
布

鰤
山
風
に
木
の
葉
ふ
り
し
く
う
ち
河
の
網
代
は
ひ
を
の
よ
る
所
か
な

㎜
水
浪
の
も
ら
で
残
る
と
み
え

つ
る
は
あ
じ
ろ
の
ひ
を
の
よ
る
に
ぞ
有
け
る

㎜
ひ
を
の
よ
る
川
せ
に
み
ゆ
る
網
代
木
は
た
つ
白
浪
の
う

つ
に
や
有
る
ら
ん

㎜
ひ
ま
も
な
く
し
き
波
か
く
る
網
代
木
を
ひ
を
の
よ
る
と
や
人
の
み
る
ら
ん

ー
こ
の
五
首
は

い
ず
れ
も
網
代
を
氷
魚

の
寄
る
と
こ
ろ
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
「網
代
」
と
し
て
の
縁
語

「氷
魚
」
や

「
寄
る
」

に
よ
る
歌
例
は

前
掲
の
屏
風
歌
や
障
子
歌
、
定
数
歌
等
に
み
ら
れ
、
多
数
の
例
歌
が
挙
げ
ら
れ

る
。
「
氷
魚
」
や

「寄
る
」
の
縁
語
や
掛
詞
に
よ
る
詠
歌
は
伝
統
的
な
技
巧

の

ひ
と

つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
縁
語

「氷
魚
」
や

「寄
る
」

を
詠

み
い
れ
た
歌
十
四
首
う
ち

の
七
首
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f阯∴)
は
掛
詞
と
し
て

「氷
魚
」

に

「
日
を
」

を
掛
け
て
い
る
。

脳
武
士
の
と
し
よ
る
を
も
し
ら
ぬ
か
な
あ
じ
う
に
ひ
を
や
か
ぞ
へ
ざ
る
ら
ん

㎜
田
上
の
瀬
瀬
の
あ
じ
う
に
日
を

へ
つ
つ
わ
が
心
さ

へ
よ
す
る
こ
ろ
か
な

㎜
風
ふ
け
ば
田
上
川
の
あ
じ
ろ
木
に
み
ね
の
紅
葉
も
日
を

へ
て
そ
よ
る

㎜
つ
か
の
ま
に
つ
も
る
あ
じ
ろ
の
木
の
葉
に
て
日
を

へ
て
よ
ら
む
程
を
知
る

か
な

晒
ゆ
ふ
だ
た
み
田
上
川
の
あ
じ
ろ
木
の
ゐ
ぐ
ら
に
ひ
を
も
く
ら
す
比
か
な

聯
神
な
月
宇
治
の
あ
じ
ろ
の
ひ
を
よ
り
も
年
の
よ
る
こ
そ
哀
な
り
け
れ

㈱
あ
じ
ろ
木
に
浪
の
よ
る
よ
る
や
ど
り
し
て
あ
や
し
く
日
を
も
く
ら
し

つ
る

か
な

こ
の
七
首
は

「氷
魚
」
を
掛
詞
と
し
て

「日
に
経
る
」
「日
を
も
暮

ら
す
」
と

し
、
時
間
の
経
過
を
意
識
し
た
詠
歌
に
仕
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

「氷
魚
」

を

「
日
を
」
に
掛
け
る
詠
歌
は
屏
風
歌
や

『古
今
六
帖
』
第
三
帖
に
氷
魚
と
言

う
項
目
に
み
ら
れ
、
数
多
く

の
例
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

「氷
魚
」

に

(34)
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「
日
を
」
を
か
け
る
掛
詞
は
新
し
い
技
巧
と
は
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
縁
語

「寄
る
」
に

「夜
」
を
掛
け
て
い
る
詠
歌
は
三
首

(
㎜

.
㈱

・」

㎜
)
で
あ
る
。

㈱
さ
ざ
波
や
あ
ふ
み
の
海
の
あ
じ

ろ
木
に
波
と
共
に
や
ひ
を
の
よ
る
ら
む

㎜
か
か
り
火
の
な
か
ら
ま
し
か
ば

ひ
を
の
よ
る
網
代

の
ほ
ど
を
い
か
で
し
ら

ま
し

㎜
あ
じ
ろ
木
に
浪
の
よ
る
よ
る
や
ど
り
し
て
あ
や
し
く
日
を
も
く
ら
し
つ
る

か
な

「寄
る
」
に

「夜
」
を
掛
け
た
例
歌

は
数
多
な
く
、
管
見

の
範
囲
に
お
い
て

『元
輔
集
』
の
屏
風
歌
に

一
首

(
93
)
見
出
せ
る
。

93
月
影
の
田
上
川
に
き
よ
け
れ
ば
あ
し
ろ
の
ひ
を
の
よ
る
も
み
え
け
り

や

『赤
染
衛
門
集
』
(『私
家
集
大
成

中
古
1
』
13
)
に

ひ
と
の
も
と
よ
り
、
暗
き
ほ
ど
に
ひ
を
お
こ
せ
た
る
に

魏
あ
し
ろ
木
に
よ
る
と
は
聞
し
物

な
れ
と
日
を
く
れ
す
と
は
け
ふ
こ
そ
は
み

れ

ど
あ
り
、
明
ら
か
に

「寄
る
」
は
縁
語
で
あ
り
、
「夜
」
を
掛
け
た
詠
歌
と
受

け
と
れ
、
技
巧
の

一
つ
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
。
題
詠
歌
と
し
て
は

『大
納
言
経

寓信
集
』
(
『私
家
集
大
成
中
古
H
』
44
)
に

「月
照
網
代
」
と
い
う
題
で

.
捌
つ
き

・
よ
み
せ

・
の
あ
し
ろ
に
よ
る
ひ
お
は
た
ま
も
に
さ
ゆ
る
こ
ほ
り
な

り
け
り

と
あ
り
、
元
輔

の
詠
歌

(
93
)
の
画
趣
を
基
と
し
、
「月
」
と
呼
応

し
て

「
寄

る
」
を

「夜
」
に
掛
け
、
氷
を
詠
ん
だ
冬

の
歌
に
仕
上
げ
て
い
る
。
こ
の
歌
題

も
ま
た
、
こ
の
詠
歌
の
画
趣
か
ら
生

じ
た
歌
題
と
受
け
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
掛
詞

「寄
る
」
に

「夜
」
を
掛
け
る
技
巧
は
定
着
さ
れ
た
詠

作
方
法
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら

『堀
河
百
首
』

の
三
首
を

み
て
み
る
と
、
㎜
の
歌
は
、
「
月
」
と

「夜
」
を
対
と
し
て
捉
え

て
詠
じ

て
い
る
。
㎜

の
歌
は

「
か
が
り
火
」

か
ら

「
氷
魚
」
を

「火
を
」
を
掛
け
た
と
も
捉
え
ら
れ
、
し
か
も
、
「
か
が
り
火
」
の

関
係
か
ら

「夜
」
を
連
想
さ
せ
、
技
巧
を
屈
指
し
て
い
る
歌
と
言
え
る
。
「
網

代
」
の
詠
歌
で

「か
が
り
火
」
を
詠
じ
た
例
歌
が
な
く
、
新
奇
な
歌
語
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
『堀
河
百
首
』
の
詠
出
歌
人
で
あ
る
俊
頼
の

『散
木
奇

歌
集
』
(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』
㏄
)
鰤
の
歌
に

「月
照
網
代
と
み
る
こ
と
を

よ
め
る
」
と
あ
り
、

餅
あ
し
ろ
に
は
月
の
光
も
あ
る
も
の
を
な
に
ま
す
ら
を
の
か

・
り
た
く
ら
ん

「
か
が
り
火
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

『堀
河
百
首
』
の
詠
出
当
時
に
は

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

㈱
の
歌
は

「よ
る
よ
る
」
と
音
と
意
味
を
重
ね
る
と

い
う
技
巧
に
よ

っ
て
重

層
を
持

っ
た
も

の
に
仕
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

「
よ
る
よ
る
」
と
い
う
重

ね
る
技
巧
に
拠

っ
た

「網
代
」
の
詠
歌
と
し
て

『古
今
六
帖
』
の

「網
代
」
の

項
目
に

㎜
う
ち
川
の
浪
、の
よ
る
よ
る
を
ぞ
鳴
く
あ
じ
う
も
る
て
ふ
人

の
つ
ら
さ
に

と
あ
り
、
こ
の
詠
歌
を
参
考
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「網
代
」
の
詠
歌
に
お

い
て

「寄
る
」
に

「
夜
」

の
掛
詞
は

定
着
し
た
技
法
を
歌
人
達
の
工
夫
に
よ

っ
て
詠
ま
れ
て
い
み
。

・

次
に
、
縁
語
の

「寄
る
」
に

「年
寄
る
」
や

「心
に
寄
る
」
に
寄
せ
て
詠
ん

で
い
る
歌
と
し
て
三
首
あ
る
。

鰤
武
士
の
と
し
よ
る
を
も
し
ら
ぬ
か
な
あ
じ
う
に
ひ
を
や
か
ぞ

へ
ざ
る
ら
ん

㎜
田
上
の
瀬
瀬
の
あ
じ
う
に
日
を

へ
つ
つ
わ
が
心
さ

へ
よ
す
る
こ
ろ
か
な

鰯
神
な
月
宇
治
の
あ
じ
ろ
の
ひ
を
よ
り
も
年
の
よ
る
こ
そ
哀
な
り
け
れ
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こ
の
よ
う
に
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
お
い
て
、
「寄
る
」
に

「年
に
寄
る
」

に
寄
せ
た
歌
例
と
し
て
は
長
暦
二
年
晩
冬
権
中
納
言
師
房
歌
合
に
お
い
て
網
代

の
歌
題
の
詠
歌
に

5
網
代
に
て
ひ
を
の
み
暮
ら
す
宇
治
人
は
年
の
よ
る
を
ぞ
嘆
か
ざ
り
け
る

と
あ
り
、
や
は
り
こ
の
詠
歌
も

「氷
魚
」
を

「
日
を
」
に
掛
け
、

「
日
」
と
対

す
る
も
の
と
し
て

「年
」
を
連
想
し
、
網
代
に
て
暮
ら
す
人
の
加
齢

の
嘆
き
を

詠
ん
で
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に

「氷
魚
」
の
掛
詞

「
日
を
」
か
ら
同
様
の

発
想
に
よ
る
詠
歌
と
し
て
は

『曽
根
好
忠
集
』
に

躅
網
代
守
る
宇
治

の
川
瀬
は
年
つ
も
り
い
く
そ
月
日
を
か
ぞ

へ
き
ぬ
ら
ん

と
あ
り
、
二
句
目
が

「宇
治
の
川
長
」・
と
な

っ
て
い
る
伝
本
も
あ
り
、
「川
長
」

と
し
た
本
文
に
従

っ
た
な
ら
ば
、
網
代
の
番
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
月
日
を
経
過

　
　
　

と
そ
の
嘆
き
を
詠
じ
て
い
る
。

弁

乳
母
の
詠
歌
は
こ
の
好
忠

の
詠
歌
を
基
に

し
た
発
想
に
よ
る
と
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
身

の

詠
嘆
の
歌
と
し
て

「網
代
」
を
詠
じ
た
歌
は

『拾
遺
集
』
の
恋
三
に

嬲
数
な
ら
ぬ
身
を
宇
治
川
の
網
代
木
に
多
く
の
日
を
も
す
ぐ
し
つ
る
か
な

と
あ
り
、
「網
代
」
に
詠
嘆
の
発
想

に
よ
る
詠
歌
が
身
出
せ
、
発
想
と
し
て
定

着
し
て
い
た
と
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
詠
嘆

の
発
想
と
共

に
掛
詞

「寄
る
」
に

「年
寄
る
」
を
掛
け

た

『堀
河
百
首
』
の
二
首

(
5

ρh)

02

・
03

)
も

「年
寄
る
」
に
寄
せ
て
詠
む
発
想
の

基
は
こ
れ
ら
詠
歌
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「年
寄
る
」

に
寄
せ

る
詠
法
は
比
較
的
新
し
い
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
詠
歌

も
従
来
の
発
想
を
用
い
な
が
ら
、
公
実
の
歌

(
5201
)

の
初
句

「
武
士

の
」

は

『万
葉
集
』
の
人
麻
呂
の
歌

(
462
)

の
初
句

「も
の
の
ふ
や
」

と

い
う
序
詞
か

ら

「も
の
の
ふ
」
を
連
想
し
た
と
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。

国
信
の
歌

(㎜
)
は

「寄
る
」
を

「心
さ

へ
よ
す
る
」
と

い
う
よ
う
に
心
に

寄
せ
る
と
い
う
技
巧
に
拠

っ
た
例
歌
と
し
て
は
管
見
の
範
囲
で
は

『蜻
蛉
日
記
』

中
巻

(安
和
二
年
八
月
)
に

一
首
見
出
せ
る
の
み
で
、
珍
し

い
技
巧
の
に
よ
る

詠
歌
で
あ
り
、
技
巧
の
探
索
と
受
け
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

網
代
木
に
心
を
よ
せ
て
ひ
を
ふ
れ
は
あ
ま
た
の
よ
こ
そ
た
び
ね
し
て
け
り

以
上
の
よ
う
に
、
『堀
河
百
首
』
に
お
け
る

「網
代
」

の
詠
歌
は
縁
語
、
掛

詞

『氷
魚
」
や

「寄
る
」
に
よ
る
伝
統
的
な
技
法
を
用
い
な
が
ら
、
屏
風
歌
や

定
数
歌
に
発
想
や
歌
語
を
求
め
な
が
ら
。
歌
人
た
ち
の
工
夫
に
よ

っ
て
新
た
な

詠
作
方
法
を
作
り
上
げ
て
い
る
姿
が
看
取
れ
る
。

次
に
、
縁
語
や
掛
詞
を
用

い
な
い
詠
歌
は
次
の
二
首

(
8

A囗U

o2

・
03
)
で
あ
る
。

㎜
あ
じ
ろ
木
に
に
し
き
お
り
か
く
田
上
や
そ
の
杣
山
に
木
の
葉
ち
る
ら
し

㎜
田
上
や
そ
の
む
ら
ぎ
み
に
あ
ら
な
く
に
ま
つ
網
代
木
を
き
て
ぞ
う
ら
む
る

こ
の
よ
う
に

「網
代
」

の
詠
歌
は
縁
語
、
掛
詞
に
よ
る
詠
歌
が
多
数
を
占
め

て
い
る
な
か
に
お

い
て
こ
の
二
首
は
特
徴
的
な
詠
歌
と
言
え
よ
う
。
そ
の

一
首

で
あ
る
師
頼
の
歌

(8201
)
に
詠
ま
れ
て
い
る

「木
の
葉
」
は

『万
葉
集
』
よ
り

詠
ま
れ
、
「
紅
葉
」
と
共
に
詠
む
例
が
挙
げ
ら
れ
る
が

「網
代
」

に
読
ま
れ
た

例
歌
は
見
当
た
ら
な

い
。
だ
が
、
『堀
河
百
首
』
の

「網
代
」

に
お

い
て
三
首

(只
)

∩ノ自

厂O

o2

・
03

・
03
)
見
出
せ
る
。
そ
の
な
か
の

一
首
は
俊
頼
の
詠
歌
で
あ
る
。

鯲

つ
か
の
ま
に
つ
も
る
あ
じ
ろ
の
木

の
葉
に
て
日
を

へ
て
よ
ら
む
程
を
知
る

か
な

し
か
も
、
『散
木
奇
歌
集
』
に
お
い
て
、
も
う

一
首

(鰯
)

に

「
都

の
人
も

う
で
き
て
落
葉
浮
浪
と

い
へ
る
こ
と
を
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
に

r

鯔
み
と
せ
ま
て
人
も
す
さ
め
ぬ
に
し
き
木
と
み
れ
は
あ
し
ろ
の
こ
の
は
也
け
り

と
あ
り
、
「木

の
葉
」
を

「網
代
」
を
詠
む
際
に
俊
頼
が
好
ん
で
詠
じ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
師
頼
と
基
俊
の
歌

(
8

「O

o2

・
03

1

1
)
は

「木
の
葉
」

の
み
で
な
く
、
川
と
山
と
組
み
合
わ
せ
、
散
る
紅
葉
を
眺
望
を
詠
じ
、

『堀
河

(36)
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百
首
』
詠
出
歌
人
達
に
は
好
ま
れ
た
歌
語
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
『堀

河
百
首
』
以
前
の

「網
代
」
の
詠
歌

に
は

「木
の
葉
」
を
詠
じ
た
例
歌
が
見
え

な
い
こ
と
か
ら
、
歌
語
に
拠

っ
て
新

し
い
要
素
を
取
り
入
れ
た
歌
で
あ
り
、
し

か
も
、
歌
語
の
拡
張
の

一
つ
と
捉
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

『堀

河
百
首
』成
立
以
後
に

「木

の
葉
」
を
詠
み
入
れ
た

「網
代
」

の
歌
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
歌

の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

顕
仲

の
歌

(㎜
)
で
は

「む
ら
ぎ

み
」
と

い
う
綱
漁
業

の
綱
主
を
詠
み
、
俗

語
を
歌
語
と
し
て
、
大
衆
の
場
に
身
を
置
い
て
詠
ん
だ
生
活
感
溢
れ
る
歌
に
仕

上
げ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
二
首
は
縁
語
、
掛
討

「氷
魚
」
や

「寄
る
」

と
言
う
技
巧
に
拠
ら
な
い
故
に
新
奇
な
歌
語
を
求
め
、
歌
語
の
工
夫
に
よ

っ
た

歌
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「網
代
」
の
歌
題
を
詠
法

の
特
徴
と
し
て
従
来
の
縁
語
、

掛
詞
で
あ
る

「氷
魚
」
や

「寄
る
」

の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
新

奇
な
歌
語
に
よ

っ
て
新
た
な
歌
の
世
界
を
求
め
て
詠
じ
、
歌
人
ご
と
に
詠
作
方

法

の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

4

『堀
河
百
首
』
の

「網
代
」
の
詠
歌
に
お

い
て
、
類
型
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
歌
語
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
「網
代
」

の
詠
歌
に
お
い
て

「
浪
」

が
詠
ま
れ
る

例
歌
と
し
て
は

『万
葉
集
』
の
人
麻
呂
の
歌

(
脳
)
に

「浪
」
が
詠
み
入
れ
ら

れ
、
そ
れ
以
来
、
数
多
く
の
例
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

脳
も
の
の
ふ
や
や
そ
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
ざ
よ
ふ
浪
の
ゆ
く

へ
し
ら
ず
も

波
に
関
し
て
歌
語
を
入
れ
る
こ
と
は

「網
代
」
の
伝
統
的
な
詠
歌
方
法
の

一
つ

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
屏
風
歌
に
お
い
て
波
と
関
連
し
た
歌
語
と
し
て

は

「し
ら
波
」
の
例
歌
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
屏
風
絵
の
関
連
と
推

測
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

『堀
河
百
首
』
の

「網
代
」
の
詠
歌
十
六
首
の
う
ち
七
首
ま
で
が

「浪
」
に

関
し
た
歌
語
が
詠
ま
れ
、
伝
統
的
な
詠
作
方
法
を
踏
ま
え
た
詠
歌
と
言
え
よ
う
。

「
網
代
」
の
詠
歌
に

「浪
」
を
詠
み
入
れ
た
の
は
三
首

(㈱

・
聯

・
㎜
)
で
あ

る
。
そ
れ
以
外
に
波
の
種
類
と
し
て
は
枕
詞
と
し
て
の

「
さ
ざ
浪
」

が

一
首

(㎜
)
あ
り
、
こ
の
詠
歌
に
は

「浪
」
も
読
ま
れ
て
い
る
。
そ

の
他

に
は

「
水

波
」
(7301
)
「し
ら
浪
」
(
㎜
)
「
し
き
浪
」
(
㎜
)
が
挙
げ
ら
れ
、
何
れ
も

『
万

葉
集
』
に
見
出
せ
る
歌
語
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
「
し
ら
波
」
以
外
は

い
ず
れ

も

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に

「網
代
」
と
共
に
詠
ま
れ
た
例
歌
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
「
し
ら
波
」
は
歌
語
と
し
て

『万
葉
集
』

か
ら
詠
ま
れ

て
お

り
、
「網
代
」
の
詠
歌
に
お
い
て
は

『柿
本
集
』
に

一
首

(
魍
)
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
屏
風
歌
に
は
数
多
く
の
例
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に

「網
代
」
の
詠
歌
に
お
い
て

「
し
ら
波
」
は
定
着
し
た
歌
語
と
捉
え

る
こ
と

が

で
き
る
だ
ろ
う
。

脳
あ
じ
ろ
の
し
ら
な
み
よ
り
て
せ
か
ま
せ
ば
な
が
れ
る
水
も

の
解
け
か
ら
ま

し
「し
き
浪
」
を
歌
語
と
し
て
詠
み
入
れ
た
歌
は
河
内
の
歌

(㎜
)
で
あ
る
。

㎜
ひ
ま
も
な
く
し
き
浪
か
く
る
網
代
木
を
ひ
を
の
よ
る
と
や
人

の
み
る
ら
ん

「し
き
浪
」
は

『万
葉
集
』
よ
り
詠
ま
れ
て
い
る
が

「し
き
浪
」
に
よ

っ
て

「網
代
」
を
詠
じ
て
例
歌
は
な
く
㍉
新
し

い
歌
語
に
よ
る
詠
歌
と

い
え

る
で
あ

ろ
う
。
「
し
き
浪
」
は

『堀
河
百
首
』
の
他
の
歌
題
に
二
首

の
詠
歌

(跚

・
魏
)

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
当
時
は
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が

判
る
で
あ

ろ
う
。

「水
波
」
は

『
万
葉
集
』
か
ら
み
ら
れ
る
が
、
「網
代
」
に
詠
ま
れ
て
い
る

(37)
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例
歌
は
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、
「
水
波
」
を
歌
語
と
し
て
詠
み
入
れ
た
歌
は
、

管
見
の
範
囲
に
お
い
て
は
数
少
な
く
、
『輔
親
集
』
(
『私
家
集
大
成
中
古
H
』

11
)
に

一
首

(821
)
、
『橘
為
仲
朝
臣
集
』
(『私
家
集
大
成
中
古
H
」
40
)
に

一

首

(
63
)
見

い
出
せ
る
の
み
で
る
。

鵬
水
波
に
ひ
を
は
よ
せ
て
や
と
ま
ら
ま
し
見
る
に
も
あ
か
ぬ
う
ち
の
や
鳥
は

63
水
波
に
流
れ
て
く
た
る
か
は
ら
け
は
花
の
か
け
に
も
く
ら
ざ
り
け
り

こ
の
よ
う
に

「水
波
」
は
歌
語
と
し

て
例
歌
が
少
な
く
、
「網
代
」
を
詠
じ
た

歌
は
見
出
せ
な

い
。
し
か
も
、
「水
波
」
は
例
歌
が
少
な
く
、
漢
詩
文
に
み
ら

れ
る
こ
と

か
ら
、
歌
語
の
拡
張

の

一
つ
と
言
え
る
。
ま
た
、
「
水
波
」
拠

っ
て

「網
代
」
を
詠
じ
た
隆
源
の
歌

(
㎜
)
は
特
徴
的
な

一
首
と
捉
え
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「網
代
」
の
歌
に

「
浪
」
ま
た
は

「し
ら
波
」
「し
き
浪
」

「水
波
」
と
い
う
よ
う
な
浪
の
種
類
を
詠
み
込
心
と
い
う
伝
統
的
な
詠
出
方
法

を
踏
ま
え
な
が
ら
歌
語
の
拡
張
と
い
う
工
夫
が
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『堀
河
百
首
』
の

「網
代
」
の
詠
歌
に
お
い
て
、
特
徴
的
に
歌
語
に
よ

っ
て

詠
じ
て
い
る
歌
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
既
に
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

『堀
河

百
首
』
の
特
徴
と
し
て
は

『万
葉
集
』
に
本
歌
を
求
め
た
泳
法
や
古
語
、
俗
語

を
多
く
詠
み
込
み
斬
新
な
表
現
や
田
家
山
村
に
取
材
を
拡
げ
て
い
る
と
さ
れ
て

　　
　

い
る
。

堀
河
百
首
題

「網
代
」
に
お
い
て
、
田
家
山
村

の
取
材
に
よ
る
歌
語

や
大
衆
の
生
活
を
表
す
俗
語
等
に
よ
る
詠
歌
と
し
て
源
顕
仲
の
歌

(㎜
)
師
時

の
歌

(3301
)
藤
原
顕
仲

の
歌

(刪
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
二
首
は

鵬
氷
魚
の
よ
る
た
び
に
ぞ
払
ふ
田
上
や
ゐ
ぐ
ら
に
か
か
る
あ
じ
ろ
木

の
布

脳
ゆ
ふ
だ
た
み
田
川
川
の
あ
じ
ろ
き
の
ゐ
ぐ
ら
に
ひ
を
も
く
ら
す
比
か
な

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
田
上
の
網
代
木
と

「
ゐ
ぐ
ら
」
が
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。

「ゐ
ぐ
ら
」
は
網
代
の
見
張
り
を
す

る
人
が
座
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
源
顕
仲

の

歌

(
㎜
)
の

「む
ら
ぎ
み
」
と
同
様

に
い
ず
れ
も
、
漁
夫
の
生
活
感
溢
れ
る
俗

語
を
用
い
て
い
る
。
「
ゐ
ぐ
ら
」
は
管
見
の
範
囲
で
は
詠
み
入
れ
た
例
歌
は
な

く
、
新
奇
な
歌
語
の

一
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は

『曽
根

好
忠
集
』
の
歌

(362
)
に
み
え
、
俗
語
に
よ
る
詠
作
方
法
の
影
響
と
看
取
で
き

よ
う
。
殊
に

「
ゐ
ぐ
ら
」
を
詠
み
入
れ
た
こ
の
二
首

の
う
ち
藤
原
顕
仲
は
既
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
歌
人

の
影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
か
ら
す
る

(
7
)

と
師
時
の
歌
か
ら
複
数
の
歌
語
を
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
師
時
の
歌

(
3301
)
に
お
い
て
は

「網
代
木
の
布
」
も
例
歌
が
見

つ
か

ら
な
い
こ
と
か
ら
新
奇
な
歌
語
に
違

い
な

い
だ
ろ
う
。

こ
の

「
ゐ
ぐ
ら
」
と

「網
代
木

の
布
」
を
詠
じ
た
歌
は

『堀
河
百
首
』
以
後

の

「
網
代
」

の
詠
歌
に

見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
歌
を
基
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『万
葉
集
』
を
意
識
し
た
詠
歌
と
し
て
公
実

の
歌

(
脳
)
が
挙
げ
ら

れ
る
は

鰤
武
士
の
と
し
よ
る
を
も
し
ら
ぬ
か
あ
な
じ
う
に
ひ
を
や
か
ぞ

へ
ざ
る
ら
ん

こ
の
詠
歌
は

『万
葉
集
』

の
人
麻
呂

の
網
代
を
詠
ん
だ
歌

(
鰯
)

の
初
句

の

「も

の
の
ふ
の
」
を
意
識
し
た
歌
と
受
け
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
匡
房

の

歌

(
6201
)
も
や
は
り
初
句

「
さ
ざ
浪
」
は
二
句
目
に

「あ
ふ
み
の
海
」

の
枕
詞

で
あ
り
、
藤
原
顕
仲
の
歌

(4301
)
の
初
句

「
ゆ
ふ
だ
た
み
」
も

『
万
葉
集
』
の

詠
歌
を
意
識
し
、
「田
上
」
に
か
か
る
枕
詞
を
詠
み
入
れ
、
万
葉
を
意
識
し
た

詠
作
方
法
と
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

5

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「網
代
」
が
冬
の
歌
題
と
し
て
定
着
す
る
に
当

っ
て
影

響
を
受
け
た
屏
風
歌
や
障
子
歌
が
堀
河
百
首
題

「網
代
」
に
お

い
て
も
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
砥
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
堀
河
百
首
題

「網
代
」
に

(38)



堀河百首題「網代」をめぐって

お
い
て
は
詠
作
方
法
の
特
徴
と
し
て
は
屏
風
歌
や
障
子
歌
の
影
響
が
み
ら
れ
、

技
巧
や
歌
語
も
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

堀
河
百
首
題

「網
代
」
の
詠
作
方
法
に
お
い
て
、
歌
枕
に
よ
る
技
巧
は

『万

葉
集
』
以
来
見
ら
れ
、
殊
に
歌
枕

「
田
上
」

に
拠

っ
た
歌
が
集
中
し
た
の
は

『堀
河
百
首
』
の
成
立
以
後
に
歌
枕
と

し
て
の
定
着
が
み
ら
れ
、
『堀
河
百
首
』

の
成
立
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
俊
頼
の
影
響
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「網
代
」
の
縁
語
、
掛
詞

「氷
魚
」
「
寄
る
」
に
よ
る
詠
歌
は
明
ら
か
に
屏
風
歌

や
障
子
歌
の
技
巧
を
基
に
し
、
そ
れ
ら
に
新
た
な
要
素
を
加
え
入
れ
る
と
い
う

工
夫
に
拠

っ
た
詠
歌
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

殊
に
、
縁
語

「寄
る
」
に

「夜
」

を
掛
け
る
詠
歌
は
元
輔
は
元
輔

の
屏
風
歌

八
93
)
の
画
趣
か
ら
の
影
響
か
ら
と
受
け
取
れ
、
ま
た
、
「寄
る
」
に

「年
寄
る
」

を
掛
け
、
加
齢
の
嘆
き
詠
む
と
言
う

趣
向
は
好
忠
の
歌

(
362
)
の
影
響
が
関
知

、で
き
、
何
れ
も
比
較
的
新
し
い
詠
作
方
法
で
あ
ろ
う
。
歌
語
の
特
徴
と
し
て
は

俗
語
に
よ

っ
て
詠
じ
ら
れ
、
田
家
山
村
に
取
材
し
た

「む
ら
ぎ
み
」
や

「
ゐ
ぐ

ら
」
「網
代

の
布
」
の
よ
う
な
俗
語
に
よ
る
詠
歌
が
挙
げ
ら
れ
、
『万
葉
集
』
に

詠
ま
れ
て
い
る
枕
詞

「
ゆ
ふ
だ
た
み
」
や

「
も
の
の
ふ
の
」
「
さ
ざ
な
み
」
等

、の
詠
法
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
新
し
い
発
想
や
技
巧
は
見
出
さ
れ
な
い
が
屏
風
歌
や
障
子
歌
の
詠

作
方
法
を
基
と
し
て
新
し

い
展
開
を
試
み
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ら
が
堀
河
百
首
題

「網
代
」
詠
作
方
法

の
規
範
と
し
て
定
着
す
る
様
相
が
看

」取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

【注
】

(
1
)
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
編
』
(笠
間
書
院

昭
五

一
)

(
2
)
家
永
香
織
氏

「
『堀
河
百
首
』
と
屏
風
歌

・
初
期
定
数
歌
」

(
「
国
文
と

国
文
学
」
四
月
号

平

一
〇

・
四
)

(3
)
(1
)
に
同
じ
。

(4
)
(2
)
に
同
じ
。

(5
)
神
作
光

一
著

『曽
根
好
忠
集
の
校
本

・
総
索
引
』
(笠
間
書
院

昭
四

八
)
の
校
異
に
よ
る
と
躅
番
の
詠
歌

の
二
句
目

「川
長
」
と
な

っ
て
い

る
の
は
群
書
類
従
本
、
伝
為
相
筆
本
、
桃
園
文
庫
蔵
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
、

高
松
宮
家
蔵
等
が
あ
る
。

(6
)
上
野
理
氏

「俊
頼
と
堀
河
百
首
」
(「文
学

・
語
学
」
42

昭
四

一
・

=

一)

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
編
』
(笠
間
書
院

昭
五

一
)

(7
)
竹
下
豊
氏

「
『堀
河
百
首
』
の
成
立
事
情
と
そ
の

一
性
格
」

(
「
女
子
大

文
学

国
文
篇
」
第
三
六
号

昭
六
〇

・
三
)

本
文
に
引
用
し
た

『万
葉
集
』
『古
今
和
歌
六
帖
』
『拾
遺
集
』

『蜻
蛉
日
記
』

『堀
河
百
首
』
『万
代
集
』
『柿
本
集
』
は
、
『新
編
国
歌
大
観
』

(歌
番
号
も
同

本
に
よ
る
)
に
よ
る
。
た
だ
し
、
表
記
に
つ
い
て
は
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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