
『堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
』
の
雑
部
を
め
ぐ

っ
て

『和
漢
朗
詠
集

』
と
漢
詩
文
学

内

藤

愛

子

『堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
』
(以
下

『
堀
河
百
首
』
と
略
す
)
の
特
色
の

一
つ
と

し
て
、
本
歌
取
り
や
物
語

・
詩
句
取
り

の
よ
う
な
典
拠
を
な
ん
ら
か
に
求
め
ら

れ
る
歌
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
直
接
、
関
接
の
別
は
と
も
か
く
、

『万
葉
集
』

を
は
じ
め
勅
撰
集
や

「記

・
紀
」

『伊
勢
物
語
』

『源
氏
物
語
』
等
の
物
語
類

や

『和
漢
朗
詠
集
』
漢
詩
文
学
と
民
俗
か
ら
故
事
に
至
る
ま
で
、
そ
の
典
拠
は

広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
そ

の
よ
う
に
典
拠
歌
が
多
数
を
占
め
て
い
る

と
い
う
特
色
は

『堀
河
百
首
』
以
前

の
百
首
歌
に
み
ら
れ
、

『好
忠
百
首
』
以

来
の
百
首
歌
と
い
う
定
数
歌
の
特
色
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
(、)

『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
典
拠
を
求

め
ら
れ
る
歌
の
う
ち
、
『和
漢
朗
詠
集
』

や
漢
詩
文
、
中
国
故
事
、
説
話
な
ど
の
漢
詩
文
学
圏
に
典
拠
を
求
め
て
い
る
歌

に
関
し
て
み
て
み
る
と
、
堀
河
百
首
題

の
設
定
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る

『和
漢
朗
詠
集
』
と
共
通
す

る
歌
題
が
大
半
で
あ
る
雑
の
歌
題
に
は
、

　
　
　

橋
本
不
美
男
、
滝
沢
貞
夫
氏
の
御
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
四
季
や
恋

の
歌

題
に
比

べ
て
、

『和
漢
朗
詠
集
』
や
漢

詩
文
、
中
国
故
事
、
説
話
等
に
典
拠
を

求
め
て
い
る
歌
が
多
数
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
点
か
ら
、
今
回
は
雑
の
歌
題
を
中
心
に

『和
漢
朗
詠
集
』
や
漢
詩
文
、

中
国
故
事
、
説
話
が
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
て
い
る
か
又
、
歌
題
と
の
関
係

に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
て
み
た

い
。

な
お
、
本
文
は
群
書
類
従
本
に
拠

っ
た
。
ま
た
、
典
拠
歌
と
判
断
す
る
の
に

際
し
て

『校
本
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
と
そ
の
研
究

古
注
索
引
篇
』
の
古
注

集
成
や
慈
延
の

『堀
川
院
初
度
百
首
抄
』
を
参
考
に
し
た
。

雑
の
部
に
お
い
て

『和
漢
朗
詠
集
』
や
漢
詩
文
、
中
国
故
事
、
説
話
な
ど
と

な
ん
ら
か
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
歌
が

み
ら
れ
る
歌
題
は

「松
」
「竹
」
「苔
」

「鶴
」
「関
」
「橋
」
「懐
旧
」
「夢
」
「述
懐
」
「祝
」
の
十
歌
題
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
歌
題
の
中
に
は

「苔
」
「関
」
「橋
」
「夢
」
の
歌
題
の
よ
う
に

『和
漢
朗

詠
集
』
と

一
致
を
み
な
い
歌
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
歌
題
を
歌
題
別
に
具
体
的
に
影
響
関
係
を
み
て
み
よ
う
。

「松
」
の
歌
題
に
お
い
て
は
永
縁
の
歌

一
首
の
み
が
漢
詩
文
の
詩
旬
に
基
ず

い
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

跚
冬
さ
む
み
後
に
し
ほ
む
と
い
ふ
な
れ
と
変
ら
さ
り
け
り
松
の
み
と
り
は

　
こ
の
歌
は

『論
語
』
子
牢

「子
日
歳
寒
然
後
知
二松
柏
之
後

一レ
凋
也
0
の
詩
句
を

単
に
翻
訳
し
た
も
の
と
言
え
る
。

　

　

　

「竹
」
の
歌
題
に
お
い
て
、
典
拠
の
あ
る
だ
ろ
う
歌
は
搬

・
捌

・
m
の
三
首

み
え
、
そ
の
う
ち
の
二
首
が

『和
漢
朗
詠
集
』
に
典
拠
を
求
め
て
い
る
。

㎜
す

・
し
さ
に
い
く
夜
か
ね
ぬ
る
呉
竹
の
林
は
夏
の
ふ
し
と
な
り
け
り

匡
房
が
詠
じ
た
こ
の
歌
は

『和
漢
朗
詠
集
』
の
源
順
の
詩

に

九
夏
三
伏
之
暑
月

竹
含
錯
午
之
風

玄
冬
素
雪
之
寒
朝

松
彰
君
子
之
徳

(巻
下

松
翊
)

の
前
半
を
詩
句
の
意
を
取

っ
た
詠
歌
で
、
縁
語

・
掛
詞
を
使
用
し
て
技
巧
的
に

仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
隆
源

(
5231

)
の
歌

　32
わ
か
友
と
わ
れ
そ
い
ふ
な
る
呉
竹
の
う
き
ふ
し
繁
き
身
と
も
な
れ

・
は

　
は

『和
漢
朗
詠
集
』
の
篤
茂
の
詩
に

晋
騎
兵
参
軍
王
子
猷

栽
稱
此
君

唐
太
子
賓
客
白
楽
天

愛
爲
吾
友

唐
太
子
賓
客
白
楽
天

愛
爲
吾
友

(巻
下

竹
娚
)

ぼ
　

の
第
三
、
四
句
を
取

っ
て
、
縁
語

・
掛
詞
を
巧
み
に
使

い
我
身
の
歎
き
を
詠
じ

(15)
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た
述
懐
歌
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
中
国
の
故
事
を
典
拠
と
し
た
も
の
は
次
の
仲
実
の
歌
が
上
げ
ら
れ
る
。

　蠍
い
に
し
え
の
七
の
賢
き
人
も
み
な

竹
を
か
さ
し
て
と
し
を

へ
に
け
る

こ
の
歌
は

『普
書
』
に
み
え
る
竹
林
の
七
賢
人
の
故
事
を
引

い
て
い
る
が
、
竹

林
の
七
賢
人
の
故
事
は

『万
葉
集
』
以
来
詠
ま
れ
て
お
り
、
目
新
し
い
故
事
で

は
な
い
。

「苔
」
の
歌
題
は
、
前
述
の
よ
う
に

『和
漢
朗
詠
集
』
の
歌
題
と

一
致
を
み

な

い
歌
題
で
あ
る
が
、

『和
漢
朗
詠
集

』
を
典
拠
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
歌
は
躡

ヨ
.
以
の
二
首
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
次

の
紀
伊
の
歌

㎜
打
な
ら
す
人
も
な
け
れ
ば
君
が
代

は
か
け
し

つ
・
み
も
苔
生
に
け
り

は

『和
漢
朗
詠
集
』
の
国
風
の
詩
に

刑
鞭
蒲
朽
螢
空
去

諌
鼓
苔
深
鳥
不
驚

(巻
下

帝
王

鰯
)

と
あ
り
、
そ
の
後
半
の
詩
句

の
発
想
と
表
現
を
用

い
た
詠
歌
で
、
し
か
も
、
内

容
的
に
も
同
様
に
治
政
を
讃
え
た
歌
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
も

そ
の
詩
歌
を
引

い
て
詠
じ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
次
の
仲
実
の
詠
歌

脳
ふ
む
人
も
な
き
庭
の
面

に
秋
の
よ

は
苔
薤
に
そ
月
は
や
と
れ
る

は
、

『和
漢
朗
詠
集
』
の
平
佐
幹
の
上
句

の
発
想
を
踏
え
た
跡
は
見
え
る
が
関

連
が
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

晦
跡
未
抛
苔
徑
月

避
喧
猶
臥
竹
窓
風

(巻
下

閑
居
㎝
)

次

に
、
漢
詩
句
に
拠

っ
た
と
思
わ
れ

る
も
の
は
師
時

(
7331
)
と
顕
仲

(藤
)

(
1431
)
の
歌
に
見
ら
れ
る
。

㎜
年
ふ
れ
は
苔

の
み
つ
ら
を
ゆ
ふ
か

け
て
岩
の
姿
は
神
さ
ひ
に
け
り

ユ婀
ね
も
な
く
て
岩
ほ
の
上
に
む
す
苔
は
か
み
を
お
ほ

へ
る
心
地
祗
す
れ

こ
の
両
者
の
歌
が

『白
氏
文
集
』
の
遊
二
悟
真
寺
一詩
に

「石
髪
垂
若
レ
鬟
。
」
の

詩
句
の
表
現
に
基
ず

い
て
、
苔
を
角
髪
や
髪

に
見
立
て
る
と

い
う
技
法
や
縁
語

・
掛
詞
を
巧
み
に
使

っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
詩
文
に
拠

る
見
立

て
の
手
法
を
使
う

こ
と
に
よ

っ
て
歌
の
世
界
を
広
げ
て
い
る
。
殊
に
、
師
時
の

歌
は

『源
氏
物
語
』
の
桐
壺
巻
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
少
年

の
髪
形
で
あ
る
角
髪

と
年
を
経
る
と

い
う
対
照
の
お
も
し
ろ

さ
が
み
ら
れ
る
。

「苔
」
歌
題
は

『古
A
7
六
帖
』
に
分
類
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

歌
材
と
し
て
は
従
来
、
賀
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

こ
れ
ら
の
歌
に
は
、

歌
人
達
の
歌
題
に
対
す
る
苦
吟
の
跡
が
推
察
さ
れ
る
。

「鶴
」
の
歌
題
に
お
い
て
は

『和
漢
朗
詠
集
』
の
影
響
が
み
ら
れ
る
の
は
次

の
二
首
で
あ
る
。

『和
漢
朗
詠
集
』
の
神
仙
策
の
文
都

の

鶴
蹄
舊
里

丁
令
威
之
詞
可
聴

龍
迎
新
儀

陶
安
公
之
賀
在
眼

(巻
下

鶴
螂
)

の
第

一
、
二
句

の
発
想
に
拠

っ
た
仲
実

の
歌

ユ鵬
故
郷
を
わ
す
れ
す
き
な
く
ま
な
鶴
は
む
か
し
の
名
を
も
な
の
り
け
る
哉

は
、

『和
漢
朗
詠
集
』
の
詩
句
を
踏
え
た
詠
歌
と
言
え
る
の
だ
が
、

『捜
神
後

記
』
に
み
ら
れ
る
、
漢
の
丁
令
威
が
仙
術
を
学
ん
で
、
鶴
に
化
し
て
天
に
昇

っ

た
と

い
う
故
事
を
直
接
に
、
翻
案
し
た
詠
歌
と
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
、
必
ず
し

も

『和
漢
朗
詠
集
』
の
影
響
と
言
え
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
匡
房

の
歌
は

脇
澤
ふ
か
き
な
か
子
を
お
も
ふ
蘆
田
鶴
は
声
も
心
も
空
に
や
あ
る
ら
ん

　ぎ

『和
漢
朗
詠
集
』
の
五
絃
弾

第

一
第
二
絃
索

ー

秋
風
拂
松
疎
韻
落

第
三
第
四
絃
冷

ー

夜
鶴
憶
子
籠

中
鳴

第
五
絃
聲
尤
掩
抑

瀧
水
凍
咽
流
不
得

(巻
下

管
絃
媼
)

の

一
部
の
詩
句
を
引
き
、
し
か
も

『毛
詩
』
小
雅
、
鶴
鳴
の
「鶴
鳴
コ
于
九
皐
}

聲
聞
二于
天
r

の
詩
句
を
取
り
合
せ
た
詠
歌
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

『毛
詩
』

の
鶴
鳴
は

『枕
草
子
』

(日
本
古
典
文
学
大
系
)
四

一
段

「鳥
は
」
に
引
用
さ

れ
て
お
り
、

一
般
化
し
て
い
た
詩
旬
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
詩
句

の
発
想
を
取

っ

た
歌
と
し
て
は
次
の
隆
源
の
歌
が
上
げ
ら
れ
る
。

㎜
澤
に
す
む
鶴

の
な
く
聲

い
た

つ
ら
に
空

に
き
こ
え
ぬ
な
け
き
を
す
る

ま
た
、
漢
詩
文
学
に
典
拠
を
求
め
た
だ
ろ
う
も
の
と
し
て
永
縁

の
歌
が
上
げ

ら
れ
る
。

鯔
ま
こ
と
に
や
蓬
か
嶋
に
か
よ
ふ
ら
ん
鶴

に
の
る
て
ふ
人
に
と
は

・
や

こ
の
歌
は
、
李
白

の
古
風
の
詩
句

に

「客
有
二鶴
上
仙
2

と
み
え
た
り
、

『列

仙
伝
』
上
巻
に
王
子
喬
の
説
話
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
仙
人
は
鶴

に
乗

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
か
ら
発
想
を
得
て
、
機
知
に
富
ん
だ
歌
に
し
て
い
る
。
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『堀河院御時百首和 歌
』の雑部 をめ ぐって

「関
」

「橋
」
の
歌
題
は

『和
漢
朗
詠

集
』
と

一
致
し
な
い
歌
題
で
あ
り
、
雑

の
歌
題
の
配
列
設
定
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
歌
題
は
歌
枕
を
詠
む
べ
き
歌
題
と

し
て
の
設
定
意
図
が
窺
わ
れ
る
歌
題
で
あ
る
。◎

そ
の
う
ち

「関
」
の
歌
題
で
は

『和

漢
朗
詠
集
』
の
影
響
が
み
ら
れ
る
歌
と

し
て
匡
房
の
歌
が
上
げ
ら
れ
る
。

㎜
相
坂
の
関
の
せ
き
も
り
出

て
み
よ
驛

つ
た
ひ
の
鈴
き
こ
ゆ
な
り

こ
の
歌
は

『和
漢
朗
詠
集
』
の
杜
荀
鶴

漁
舟
火
影
焼
浪

驛
路
鈴
聲
夜
過
山

(巻
下

山
水
覦
)

の

一
部
の
詩
句
を
用

い
、
し
か
も
相
坂

の
関
と

い
う
歌
枕
を
詠
み
入
れ
て
お
り
、

こ
の
点
か
ら
す
る
と
歌
題
設
定
の
条
件
を
満
し
て
い
る
歌
と
言
え
る
。

次
の
仲
実
の
歌
は
、

『史
記
』
の
孟
嘗
君
列
伝
な
ど
に
み
え
る
故
事
を
摂
取

ぞ
　

し
て
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
故
事
は

『枕
草
子
』
等
に
見
え
、
よ
く
知
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

跏
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

「橋
」
の
歌
題
で
は
隆
源

の
歌

　孀
思
ふ
こ
と
橋
柱
に
そ
か
き

つ
け
て
昔
の
人
は
く
ら
ゐ
ま
し
け
る

は

『蒙
求
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
司
馬
相

如
の
相
如
題
柱
の
故
事
を
翻
訳
し
た
詠

歌
で
あ
る
。

「関
」
「橋
」
の
歌
題
に
お

い
て
、
歌
枕
歌
題
と

い
う
設
定
意
図
を
考
え
る
と
、

中
国
の
故
事
を
引

い
た
仲
実
と
隆
源

の
歌
は
特
徴
的
な
も
の
と
言
え
る
。

「懐
旧

」
の
歌
題
に
は
、
公
実
と
隆
源
の
歌
に
中
国

の
故
事
や
説
話
に
基
ず

い
て
詠
ま
れ
た
歌
が
み
え
る
。
公
実

の
歌
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ユ醜
を
の

・
え
の
朽
し
と
こ
ろ
の
仙
人

の
は
か
な
き
世
に
は
何
か

へ
り
け
り

こ
の
歌
は

『述
異
記
』
に
み
え
る
普

の
王
質
の
故
事
を
用
い
て
、
懐
旧
の
心
を

詠
ん
で
い
る
が
、
こ
の
故
事
の
発
想
に
拠

っ
た
歌
は

『古
今
集
』
田
や

『源
氏

す
　

物
語
』

『枕
草
子
』
等
に
し
ば
し
ば
見

え
る
故
事
で
あ
り
、
物
語
類
に
お
い
て

は
斧

の
柄
を
長

い
時
間
が
過
ぎ
る
こ
と
の
譬
え
に
用
い
ら
れ
、
広
く
知
ら
れ
た

故
事
で
あ
る
。

兜
ふ
る
さ
と
は
見
し
こ
と
も
あ
ら
す
斧

の
柄
の
朽
ち
し
と
こ
ろ
そ
恋
し
か
り

け
る

隆
源
の
歌
は

『蒙
求
』
等
に
み
え
る
向
秀
聞
笛
の
故
事
に
基
ず

い
て
、
向
秀
が

嵒
康

の
誅
さ
れ
た
後
、
詠
じ
た
思
旧
賦
の

一
部
分
で
あ
る

「經
二其
舊
盧
ゆ
于
レ

時
日
薄
二
虞
泉
ハ
寒
氷
凄
然
。
隣
人
有
・吹
レ笛
者
ゆ
發
レ聲
寥
亮
。追
判想
曩
昔
激

な
　

宴
之
好
ハ
感
・音
而
歎
。」
を
翻
訳
し
た
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ヨ旧
み
し
宿
の
庭
は
浅
茅
に
あ
れ
に
け
り
と
な
り
の
ふ
え
の
音
計
し
て

「夢
」
の
歌
題
は
前
述
の
よ
う
に

『和
漢
朗
詠
集
』
に
見
出
せ
な
い
歌
題
で

あ
る
が

『和
漢
朗
詠
集
』
を
典
拠
と
し
た
だ
ろ
う
歌
は
顕
仲

(藤
)
の
歌
の
み

で
あ
る
。

　剏
み
る
人
も
あ
る
か
な
き
か
に
成
行
は
は
か
な
き
世
こ
そ
夢
に
は
有
け
れ

で

『和
漢
朗
詠
集
』
の
白
居
易

往
事
眇
茫
都
似
夢

舊
遊
零
落
半
歸
泉

(巻
下

懐
旧
圏
)

の
上
句

の
発
想
と
表
現
に
関
連
が
み
ら
れ
、
こ
の
世
の
無
常
を
夢

に
た
と
え
る

と

い
う
伝
統
的
な
修
辞
に
拠

っ
て
い
る
。

次
に
、

「夢
」
の
歌
題
に
お
い
て
中
国
の
故
事
、
説
話
を
踏
え
た
歌
は
比
較

的
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
匡
房

(
8351

)、
肥
後

(
欟
)
の
歌
は

『荘
子
』

の
斉
物
論
に
あ
る
荘
周
の
胡
蝶
の
夢

の
故
事
を
引

い
て
い
る
が
、
匡
房
の
歌
は

そ
の
故
事
を
翻
案
と
し
て
こ
の
世
の
無
常
を
詠
じ
て
い
る
。
ま
た
、
肥
後
の
歌

は
、
単
に
荘
周
の
故
事
を
翻
訳
し
た
歌
と
も
受
け
と
れ
る
だ
ろ
う
。

　齪
百
年
は
花

に
や
と
り
て
す
こ
し
て
き
此
世
は
て
ふ
の
夢

に
そ
有
け
る

珊
花
園

の
胡
蝶
と
な
る
と
み
し
夢
は
こ
は
ま
ほ
ろ
し
か
う

つ
・
と
や
せ
ん

　

次
に
、
仲
実

の
歌
は

『史
記
』
の
殷
本
紀

に
み
え
る
武
丁
の
夢

の
故
事
を
基
に

し
、
そ
れ
を
翻
訳
し
た
詠
歌
と
言
え
る
。

ヨ嫐
夢

に
み
し
人
を
現
に
え
て
後
そ
世
も
す
な
ほ
に
は
は
や
成
に
け
る

次
の
河
内
の
歌
は

『列
子
』
に
み
え
る
黄
帝

の
夢
の
故
事
や

『枕
中
記
』
の
盧

生
の
夢

の
故
事
な
ど
を
翻
案
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

欟
は
か
な
し
と
た
れ
か

い
ひ
け
ん
さ
め
ぬ
ま
の
夢
の
中

々
久
し
か
り
け
り

従
来
、
夢
は
歌
材
と
し
て
恋
や
哀
傷
、
無
常
な
ど
の
歌

に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
歌
の
よ
う
に
中
国
の
故
事
に
基
ず

い
た
詠
法
は
み
ら
れ
ず
、
新
し
い

詠
法
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
少
な
か
ら
ず

「夢
」
が
歌
題
と
し
て
定
着
さ
れ
て

い
な
い
と

い
う
こ
と
と
の
関
連
が
充
分
に
推
察
さ
れ
る
。

(17)
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「述
懐
」
の
歌
題

に
は

『和
漢
朗
詠
集
』
を
典
拠
と
し
た
だ
ろ
う
歌
は
公
実

と
基
俊

の
歌
で
あ
る
。
公
実
の
歌

珊
何
を
し
て
翁
さ
ひ
に
け
ん
朝
こ
と
に
鏡
の
か
け
を
か

つ
と
が
め

つ
・

ユ

　ユ

は

『和
漢
朗
詠
集
』
の
作
者
名
が
書
れ

て
い
な

い

何
を
し
て
身
の
い
た
す
ら
に
老
ぬ
ら
ん
年
の
お
も
は
む

こ
と
も
や
さ
し
く

(巻
下

述
懐

㎜
)

と
同
様
の
発
想
と
表
現
に
拠

っ
た
嘆
老

の
歌
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
歌
は

『古

今
集
』
や

『古
今
六
帖
』
に
掲

っ
て
い
る
の
で
、
直
接

『和
漢
朗
詠
集
』
に
拠

っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。

基
俊
の
歌
は

『和
漢
朗
詠
集
』
の
正
通
の
詩
句

齢
亞
顔
駟

過
三
代
而
猶
沈

恨
同
伯
鸞

歌
五
噫
而
将
去

(巻
下

述
懐
襴
)

の

一
部
分

の
表
現
を
摂
取
し
て
い
る
か
、

『漢
武
故
事
』
や

『蒙
求
』
に
み
え

る
顔
駟
塞
剥

の
説
話
に
拠

っ
た
の
か
疑

問
が
残
る
が

い
ず
れ
に
し
て
も
、
久
し

く
身
の
徴
官
に
沈
淪
す
る
我
身

の
不
遇
を
歎
く
心
を
重
ね
た
述
懐
歌
に
仕
立
て

上
げ
て
い
る
。

㎜
唐
国
に
し

つ
み
し
人
も
我

こ
と
く

三
代
ま
て
あ
は
ぬ
な
け
き
を
は
せ
し

「述
懐
」
の
歌
題
に
お

い
て
、
漢
詩

文
に
拠

っ
た
も
の
と
し
て
は
仲
実
の
歌

が
上
げ
ら
れ
る
。

珊
隙
過
る
駒
よ
り
も
と
き
陽
炎
の
玉

き
は
る
い
そ
ち
の
春
に
逢
に
け
る
哉

ユ
こ
の
歌
は

『史
記
』
の
留
侯
世
家
に
み
え
る

「人
生
一二

世
間
ハ
如
・白
駒
過
・・

隙
。」
の
詩
句
に
拠
り
、
時
の
過
ぎ
る

こ
と
の
は
や
さ
の
た
と
え
と
し
、
年
老

い

　

た
こ
と
の
嘆
き
を
異
体
の
旋
頭
歌
と
し

て
詠
じ
て
い
る

「祝
」
の
歌
題
で
は
師
時
が
詠
ん
だ
歌

謝
に
き
は

・
ぬ
民
の
か
ま
と
も
あ
ら
し
か
し
国
栄

へ
た
る
君
か
御
代
に
は

ユ
は

『和
漢
朗
詠
集
』
の
作
者
名
が
記

さ
れ
て
い
な

い
宜
)

た
か
き
や
に
の
ぼ
り
て
み
れ
ば
煙
た

つ
民
の
か
ま
ど
は
に
き
は
ひ
に
け
り

(巻
下

刺
史
硼
)

と
同
様
な
発
想

・
表
現
に
拠

っ
て
国
家

の
慶
賀
を
詠
じ
た
歌
で
あ
る
。
「祝
」

歌
題
に
お

い
て

『和
漢
朗
詠
集
』
に
典
拠
を
求
め
た
だ
ろ
う
歌
は
こ
の
歌
の
み

で
あ
る
。
ま
た
、
漢
詩
文
を
摂
取
し
た
だ
ろ
う
歌
は
三
首
あ
り
、
そ
の
う
ち
の

基
俊

(
6951
)
と
河
内

(
㎜
)
の
歌

鵬
奥
山
の
や

つ
お
の
椿
君
か
代

に
い
く
た
ひ
陰
を
か

へ
ん
と
す
ら
ん

1160
枝
し
け
き
し
ら
玉
椿
君
か
代
に
い
く
か

へ
り
か
は
お
ひ
か
は
る

へ
き

　

は
、
共

に

『荘
子
』
の
逍
遥
篇
の

「上
古
。
有
・大
椿
者
の
以
・八
千
歳

一為
レ春
。

八
千
歳
為
レ秋
。」
の
詩
旬
か
ら
、
椿
を
恒
久
の
象
徴
と
し
て
捉
え
、
各
々

「や

つ
お
椿
」
「
し
ら
玉
椿
」
と
詠
み
入
れ
て
、
治
政
に
関
す
る
慶
祝
歌
に
仕
上
げ
て

い
る
。

「や

つ
お
椿
」
は

『万
葉
集
』
に
み
ら
れ
語
を
摂
取
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
し
ら
玉
椿

」
は

『後
拾
遺
集
』
嵎
に
詠
ま
れ
、
同
様
の
内
容
の
歌
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
祝
や
賀
の
歌
に
椿
が
歌
材
と
し
て
用

い
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
肥
後

の
歌

鵬
君
か
代
は
な
る

・
川
の
底
清
み
ち
た
ひ
す
む

へ
き
か
け
そ
み
え
け
る

-

蠶

は

『文
選
』
の
李
蕭
遠

「運
命
論
」
に
み
え
る

「黄
河
清
而
聖
人
生
。」
の
詩
旬

に
摂
取
し
て
、
天
皇
の
治
政
の
慶
賀
を
詠
じ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

『和
漢
朗
詠
集
』
や
漢
詩
文
、
中
国
の
故
事
、
説
話
の
影

響
関
係
を
み
て
き
た
が
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
み
た

い
。

『和
漢
朗
詠
集
』
に
典
拠
を
求
め
ら
れ
る
歌
は

「竹
」
「苔
」
「鶴
」
「関
」

「夢
」
「述
懐
」
「祝
」
の
歌
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
題
に
お

い
て
、

「苔
」

「関
」
「夢
」
以
外

の

『和
漢
朗
詠
集
』
と

一
致
す
る
歌
題
は
そ
の
大
半
は
共
通

す
る
歌
題
の
所
収

の
詩
歌
に
あ
る
句
に
典
拠
を
求
め
て
い
る
詠
歌
で
あ
る
。
ま

た
、

「苔
」
「関
」
「夢
」
の
三
歌
題
に
お
い
て
も

『和
漢
朗
詠
集
』
の
詩
歌
を
典

拠
と
し
た
歌
が
み
ら
れ
、

「苔
」
は

「閑
居
」
「帝
王
」
に
拠

っ
た
歌
が
あ
り
、

「
関

」
に
お
い
て
は

「山
水
」
に
拠

っ
た
歌
、

「夢
」
は

「述
懐
」
の
詩
旬
を

求
め
た
歌
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
堀
河
百
首
題
と

『和
漢
朗
詠
集
』
の
歌
題
と

一
致
す
る
か
い

な
か
は
全
く
関
係
な
く

『和
漢
朗
詠
集
』
に
詩
旬
を
求
め
て
い
る
と
言
え
る
。

漢
詩
文
や
中
国
の
故
事
、
説
話
と
な
ん
ら
か

の
関
連
が
認

め
ら
れ
る
歌
は

「松
」
「竹
」
「苔
」
「鶴
」
「関
」
「橋
」
「懐
旧
」
「夢
」
「述
懐
」
「祝
」

の
歌

題
に
み
ら
れ
る
。
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『堀河院御時百首和歌』 の雑部 をめ ぐって

『和
漢
朗
詠
集

』
や
中
国
の
故
事
、
説
話
に
典
拠
が
求
め
ら
れ
る
歌
を
歌
題

各
に
み
て
き
た
が
、
特
に
、
歌
題
と
の
関
連
性
は
強
く
み
ら
れ
ず
、
歌
題
の
特

徴
と
す
る
迄
の
も
の
は
雑

の
歌
題
に
は
見
出
せ
な

い
。

だ
が
、

『和
漢
朗
詠
集
』
と
共
通
し
な

い

「苔
」
「関
」
「橋
」
「夢
」
の
歌
題

の
う
ち
、
前
述
の
よ
う
に
歌
枕
歌
題
と
し
て
の
設
定
意
図
が
捉
え
る
「関
」
「橋
」

の
歌
題
を
除

い
た

「苔
」
「夢
」
の
歌
題

に
お

い
て
、
漢
詩
文
や
中
国
の
故
事
、

説
話
な
ど
の
漢
詩
文
学
圏
に
な
ん
ら
か
の
関
連
が
み
ら
れ
る
歌
が
数
多
く
み
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

歌
を
み
て
み
る
と
、

『和
漢
朗
詠
集
』

の
詩
歌
や
漢
詩
文
の
詩
句
を
摂
取
し

て
い
る
歌
は
措
辞
や
表
現
、
発
想
が
似

て
い
る
歌
ま
で
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

か
な
り

一
般
化
し
た
詩
句
や
故
事
も
み
ら
れ
る
が
、
中
国
の
故
事
、
説
話
に
拠

っ
た
歌
の
大
半
は
そ
の
故
事
、
説
話
を
翻
案
と
し
た
も

の
や
詩
句
の
翻
訳
し
た

も
の
に
過
ぎ
ず
、
ど
ち
ら
も
新
鮮
な
感
覚
や
新
し

い
詩
情
は
あ
ま
り
現
わ
れ
て

い
な

い
。

『和
漢
朗
詠
集

』
や
漢
詩
文
、
中
国

の
故
事
、
説
話
に
典
拠
を
求
め
、
そ
れ

ら
を
取
り
入
れ
る
か
、
入
れ
な

い
か
は
歌
人
の
歌
題
に
対
す
る
姿
勢
の
相
違
が

受
け
と
め
ら
れ
る
。

『和
漢
朗
詠
集

』
の
詩
句
を
摂
取
し

て
い
る
歌
が
多
数
み
ら
れ
る
の
は
匡
房

で
あ
る
。
匡
房
は

『袋
草
紙
』
な
ど
に
断
片
的
に
知
り
う
る
『和
漢
朗
詠
集
註
』

か
ら
し
て
殊
に
、

『和
漢
朗
詠
集
』
と
の
関
係
が
極
め
て
深

い
こ
と
が
理
解
で

き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
漢
詩
句
や
中
国

の
故
事
、
説
話
を
摂
取
し
て
い
る
歌
が

ま

多
数
を
占
め
て
い
る
歌
人
は
仲
実
や
隆
源

で
あ
る
。
そ
れ
は
漢
詩
文
学
圏
に
対

す
る
関
心
や
知
識
を
示
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
雑
の
部
に
お
け
る

『和
漢
朗
詠
集
』
や
漢
詩
文
、
中
国
故
事
、

説
話
な
ど
の
漢
詩
文
学
圏
に
基
ず

い
た
歌
が
多
数
見
出

せ
る
と
い
う

こ
と
は
、

題
詠
で
あ
る
と

い
う
創
作
上
の
限
定
や
雑
の
歌
題
の
大
方
が
歌
題
と
し
て
定
着

し
て
い
な
い
新
奇
な
歌
題
で
あ
る
と
い
う

こ
と
と
無
関
係
な
も
の
と
は
考
え
難

く
、

『和
漢
朗
詠
集
』
や
漢
詩
文
学
圏

に
拠

っ
て
題
意
の
拡
張

・
拡
充
を
計
る

と
い
う
歌
人
達
の
歌
題
に
対
す
る
積
極

的
な

一
つ
の
試
み
と
受
け
と
め
て
よ
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

・

〈
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
篇
』

(笠
聞
書
院

S
51
)

(
2
)
注
1
に
掲
書
。

(
3
)
川
口
久
雄
校
注

『和
漢
朗
詠
集
』

(岩
波
書
店

S
40
)
の
頭
注

に

「
文
集
、
池

上
竹
下
作

の
詩

に

「水
能
く
性
淡

に
し
て
吾

が
友
た
り
、
竹

心
虚
し
き
を
解
す

即
ち
我
師
。
」
こ
の
句

の
記
憶

ち
が

い
で
竹
を

「吾
が
友
」
と
い
う
L
と
あ

る
。

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

古

注
索
引
篇
』

の
古
注
篇

の

「
陽
明
文
庫
古
注
」
に

「白
楽
天
云
竹
是
空
心
故
為

吾
友

」
と
あ
る
。

『和
漢
朗
詠
集
』

魏
の
歌
が
池
上
竹
下
作
の
詩

に
拠

っ
た
も

の
と
す

る
な
ら
、
隆
源

の
歌
は
そ
の
詩
句
を
踏
え
た
と

い
う

可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。

(4
)
こ
の
詩
歌
の
出
典
は

『白
氏
文
集
』
巻
三
新
楽
府

五
絃
弾

で
あ
る
。

(5
)
拙
稿

「
堀
河
百
首
題
雑
の
歌
題
覚
え
書

」

(
『文
芸
論
叢
』第

17
号
S
55
)

(6
)

『枕
草
子
』

(日
本
古
典
文
学
大
系
)
の

=
二
六
段

頭
の
弁
の
、
職

に
ま
ゐ
り

給

ひ
て
に
見
え
る
。

(
7
)
斧

の
柄
は

『源
氏
物
語
』

の
松
風
の
巻
、
胡
蝶
の
巻
に
引
用
さ
れ
、
『枕
草
子
』

(日
本
古
典
文
学
大
系

)
の
七
四
段

と
三
〇
八
段

の
歌

に
み
え
、
そ

の
歌
は

『拾
遺
集

』
㎜
哀
傷

に
見
え
、

『道
綱
母
集
』
及
び

『蜻
蛉
日
記
』

に
も
見
え

る
。

(
8
)
早
川
光
三
郎
著

『蒙
求
下
』

(「新
釈
漢
文
大
系
58

明
治
書
院

)

(
9
)
こ
の
歌
は

『古
今
集

』
㈱
で
は
読

人
し
ら
ず
の
歌

で
あ
り
、

『古
今
六
帖

』
雑

思
に
も
作
者
名
が
記
さ
れ

て
い
な

い
。
ま
た
、

『和
歌
體
十
種
』
『和
歌
十
體
』

の
直

體
の
歌

に
み
ら
れ
る
。

(
10
)
伝
本

に
は
こ
の
歌
の
後
半

の
部
分

は
異
同
が
激

し
く
み
ら
れ
る
。
注
1
の
掲
書

の
本
文
篇
参
証
。

(
11
)

こ
の
歌
は

『俊
頼
髄
脳
』
に

「
み
か
ど

の
御
製

は
大
鷦
鷯
の
天
皇

の
た
か
み
く

ら
に
の
ぼ
ら
せ
給

ひ
て
遥
か
に
な
か
め
や
ら
せ
給

ひ
て
よ
ま
せ
給

へ
る
御
製
」

と
し
て

「是
は
み
や

こ
う

つ
り
の
は
し
め
に
た
か
み
く
ら
に
の
ぼ
ら
せ
給

ひ
て

民
の
す
み
か
を
御
覧
し
よ
ま
せ
給

へ
る
歌
な
り
」
と
説
く
。
ま
た
、

『新
古
今

集
』
巻
第
七
賀
歌

"
に
み
え
、

「御
調
物
許

さ
れ

て
国
富

め
る
を
御
覧

し
て
」

と

い
う
詞
書
き
が
あ
り
、

「仁
徳
天
皇

御
歌
」
と
作
者
が
書
れ

て
い
る
。

(
12
)
岡
田
正
之

・
佐
久
節
訳

『文
選
下
』

(
国
訳
漢
文
大
成
)

(13
)
柏
木
由
夫
氏

「堀
河
百
首
を
め
ぐ

っ
て
1

藤
原
仲
実

・
源
顕
仲

・
源
俊
頼
の

百
首
歌
ー

」

(
『和
歌
文
学
研
究

』第
35
号
S
51
)
参
証
。

(19)


