
堀

河

百

首

題

述

懐

を

め

ぐ

っ

て

内

藤

愛

子

述
懐
歌
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学

の
詳
細
な
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

峯
岸
義
秋
氏
は
、
平
安
時
代
末
期
の
歌
合

に
お
け
る
述
懐
歌
は
中
世
的
な
和
歌

で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、歌
合
に
お
け

る
述
懐
の
歌
の
史
的
流
れ
に
お
い
て

『
堀

河
百
首
』
は
新
し
い
現
実
に
立

っ
た
述
懐
歌
が
詠
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と

指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
百
首
に
お
け
る
歌
題
述
懐

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
堀
河
百
首

』
は
百
首
歌
と
い
う
比
較
的
新
し
い
和
歌
形
態
で
あ
り
、
そ
の

『
堀
河
百
首

』
に
お
け
る
述
懐

の
歌
題
は
、
雑
の
歌
題
に
属
し
、
雑

の
歌
題
が

す

べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
勅
撰
集
や
歌
合
に
み
ら
れ
な

い
新
奇
に
歌
題
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
述
懐
と

い
う
歌
題
は
堀
河
百
首
題
と
歌
題
の

一
致

が
多
数
に
及
ぶ

『和
漢
朗
詠
集
』

に
み
ら
れ
る
歌
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
、
述
懐
と
い
う
歌
題
を
歌
人
達
が
ど
の

よ
う
に
対
応
し
て
詠
じ
た
か
を
具
体
的
に
作
品
に
即
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と

に
拠

っ
て
述
懐
と
い
う
歌
題
に
対
す

る
詠
歌
意
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
述
懐

と
い
う
題
意
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
方
法
と
し
て
は

『堀
河
百
首
』
の
述
懐

の
歌
題
に
お
け
る
作
品
を
発
想

や
主
題
、
表
現
類
形
を
整
理
し
、
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
述
懐

の
詠
歌
の
う
ち
、
我
身
の
は
か
な
さ
を
主
題
と
し
た
特
徴
的
な

歌
が

一
首
上
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
次

の
師
時

の
歌
で
あ
る
。

　蠏
い
つ
わ
れ
を
わ
か
な
て
し
こ
の

の
こ
り
ゐ
て
今
は
昔
と
ひ
と
り
忍
は
ん

こ
の
歌
は
、
自
分
の
育

て
た
子
供
が

い
つ
し
か
自
分
の
こ
と
を
思

い
出
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
己
の
は
か
な
さ
を
自
覚
し
、

次
の
世
代
を
意
識
し
て
い
る
。
し
か
も
、
間
接
的
表
現
を
利
用
し
、
観
念
的
な

拠
理
し
た
述
懐
歌
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
前
掲
の
歌
と
同
様
で
、
無
常

の
心
を
主
題
と
し
な
が
ら
仏
教
思
想
と

の
関
連
が
み
ら
れ
る
詠
歌
は
次
の
三
首
で
あ
る
。

　蠏
風
を
ま

つ
草
葉
の
露
を
お
ほ
け
な
く
蓮
の
上
に
や
と
れ
と
そ
思
ふ

　研
入
月
の
な
こ
り
の
空
を
な
か
む
れ
は
西
に
心
は
か

・
る
な
り
け
り

ユ齪
今
は
た

・
西
に
心
を
か
け
草
の
葉
に
を
く
露
を
我
身
と
そ
思
ふ

こ
の
三
首
は
、

い
ず
れ
も
我
身
の
は
か
な
さ
を
自
覚
し
た
歌
で
、
仏
教
思
想

と
の
関
連
か
ら

「蓮
の
上
に
や
と
る
」

「
西
に
心
を
か
け
る
」
と
と
ら
え
、
極

楽
浄
土
の
願
い
が
詠
じ
ら
れ
て
お
り
、
来
世
を
意
識
し
て
い
る
。
が
、
仏
教
的

救
済
の
面
を
主
と
し
た
も

の
で
は
な
く
、
自
己
の
は
か
な
さ
に
即
し
た
詠
歌
と

言
え
る
o

作
歌
上
の
手
法
を
み
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
懸
詞
や
縁
語
等
を
巧
み
に
用
い

て
い
る
。
ま
た
、
我
身
の
は
か
な
さ
を
露
に
た
と
え
た
り
、
月
が
沈
ん
で
行

っ

た
空

の
風
景
に
無
常
の
心
を
托
す
と

い
う
手
法
に
拠

っ
て
我
身
の
は
か
な
さ
を

自
覚
し
、
主
体
的
に
詠
嘆
し
て
い
る
。

ま
た
、
堀
河
百
首
題
の
雑
に
は
述
懐
と
は
別
に
無
常
と
い
う
歌
題
が
設
定
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
無
常
の
歌
題
の
な
か
に
、
同
様
な
作
歌
上
の
技
巧
に
拠

っ
て

無
常

の
心
を
詠
じ
た
歌
が
見
出
せ
る
。
無
常
の
心
を
入
月
に
寄
せ
た
歌
と
し
て

(1)
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藤
原
顕
仲

の
歌
が
上
げ
ら
れ
る
。

覦
山
の
端
に
入
ぬ
る
月
そ
哀
な
る
わ
れ
も
さ
こ
そ
は
世
に
は
か
く
ら
め

ユ次
い
で
、
は
か
な
さ
を
露
に
た
と
え
た
詠
歌
と
し
て
は

晒
朝
日
ま

つ
露
は
か
り
な
る
命
も

て
な
か
ら

へ
思
ふ
人
そ
は
か
な
き

㎜
を
く
露
を
我
玉
し
ゐ
と
し
ら
ね

は
や
は
か
な
き
世
を
も

い
と
は
さ
る
覧

騨

ぬ
ま
も
え
こ
そ
た
の
ま
ね
道
芝

の
か

れ
る
露
の
我
身
と
思

へ
は

ユ
こ
の
三
首
の
無
常
の
詠
歌
は
、

い
ず

れ
も
、
我
身

の
は
か
な
さ
と
同
時
に
は
か

な

い
世
の
中
が
主
題
と
し
て
受
け
取

れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
前

に
掲
げ
た
述
懐

の
三
首

の
よ
う
に
無
常
の
心
を
主
題
と
し
な
が
ら

仏
教
思
想

の
裏
付
け
に
拠

っ
た
詠
歌

が
無
常

の
歌
題
に
お
い
て

一
首
み
ら
れ
る
。

そ
れ
は
.次
の
公
任
の
歌
で
あ
る
。

鰡
空
蝉
の
は
か
な
き
世
と
は
し
り
な
か
ら
蓮
を
ね
か
ふ
人
は
ま
れ
也

こ
の
歌
は
、
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
極
楽
浄
土
を
願
う
人
が
稀
れ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
拠

っ
て
世
の
中
の
は
か
な
さ
を
よ
り
強
調
し
、
畳
み
掛
け
る
よ
う

に
無
常
を
詠
嘆
し
て
い
る
。

こ
の
歌

も
、
は
か
な
い
世
を
主
題
に
据
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
無
常
の
歌
と
述
懐
に
お
け
る
三
首
と
を
比
較
す
る
と
、
作
歌
上

の
技
巧
は
共
通
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
が
述
懐

の
三
首
は
我
身

の
は
か
な
さ
を

主
題
と
し
て
詠
嘆
し
て
お
り
、
無
常

の
歌
題
は
世
の
は
か
な
さ
を
主
題
と
し
て

い
る
と
い
う
相
違
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深

い
。
こ
れ
は
、
少
な
か
ら
ず

無
常
と
述
懐
と
の
歌
題
に
対
す
る
詠
歌
意
識

の
相
違
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
は
歌
題
の
も

つ
詠
作
条
件

の
相
違

で
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
歌
題
の
区

別
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

次
に
、
述
懐
の
詠
歌
の
な
か
で
、
嘆
老
と

い
う
共
通
の
発
想
を
も

っ
た
歌
が

五
首
み
ら
れ
る
。

珊
何
を
し
て
翁
さ
ひ
に
け
ん
朝

こ
と
に
鏡
の
か
け
を
か
つ
と
か
め

つ
、

附
な
そ
や
こ
の
我
身
は
こ
し
の
白

山
か
か
』

ら
に
雪
の
ふ
り

つ
も
る
か
な

㎜
隙
過
る
駒
よ
り
も
と
き
陽
炎

の
玉
き
は
る

い
そ
ち
の
春

篷

に
け
る
哉

謝
い
く
め
く
り
す
こ
し
き
ぬ
ら
ん
春
秋
に
そ
む
る
心
を
う

つ
ろ
は
や
つ

・

㎜
む

つ
こ
と
を
い
は
て
も
年

の
へ
ぬ
る
哉
老
を
と
も
な
ふ
人
し
な
け
れ
は

ユこ
れ
ら
五
首
は
、

い
ず
れ
も
老

い
た
我
身
を
自
照
し
、
空
し
く
去

っ
て
行

っ

た
過
去
を
振
り
返
り
悔
む
心
を
述
懐
し
て
い
る
。

詠
作
技
巧
と
し
て
は
顕
季

の
歌

(3751
)
に
お
い
て
年
老

い
た
姿
を
越
の
白
山

に
降
る
雪

に
比
喩
し
て
い
る
が
、
例
え
ば

『拾
遺
集
』
盥
忠
見

の
歌
等
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
常
套
な
手
法
と
言
え
る
。

盥
年
ふ
れ
は
こ
し
の
し
ら
山
お
い
に
け
り
お
ほ
く
の
冬
の
ゆ
き

つ
も
り
つ
、

ま
た
、
紀
伊
の
歌

(
4851
)
は

「来
ぬ
」
に

「
絹
」
を
懸
け
、
そ
の

「絹
」
の

縁
語
と
し
て

「染
る
」
を
用
い
、

「染
る
」
は

「初
る
」
を
懸
け
る
と
い
う
技

巧
を
徴
ら
し
、
年
老

い
た

こ
と
を
詠
嘆
し
て
い
る
。

老
い
を
述
懐

の
歌
と
同
じ
作
歌
上
の
技
巧
を
用
い
た
詠
歌
が

『
堀
河
百
首
』

の
懐
旧
の
歌
題
に
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
新
し
い
技
巧
と
は
言
え
な

い
。

謝
老
ら
く
の
影
み
る
た
ひ
に
ま
す
か

・
み
猶
昔

こ
そ
こ
ひ
し
か
り
け
り

飄
日
に
そ

へ
て
か
し
ら
の
雪
は
積

つ

ぶ

り
に
し
か
た
そ
い
と

・
恋
し
き

ユこ
れ
ら
五
首
の
う
ち
、
典
拠
が
求
め
ら
れ
る
詠
歌
と
し
て
は
公
任
と
仲
実
の

歌
、
二
首
が
上
げ
ら
れ
る
。

公
任
の
歌

跚
何
を
し
て
翁
さ
ひ
に
け
ん
朝
こ
と
に
鏡

の
か
け
を
か

つ
と
か
め
つ

、

ユ
は

『
和
漢
朗
詠
集
』
㎜
に
典
拠
を
求
め
た
詠
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
は

『古
今
集
』
や

『古
今
六
帖
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

『和
漢
朗
詠
集
』
で

は
述
懐
の
歌
題
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
典
拠
を
そ
こ
に
求
め
た
と
考

え
る
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

窺
何
を
し
て
身
の
い
た

つ
ら
に
老

い
ぬ
ら
ん
年
の
お
も
は
む
事
も
や
さ
し
く

こ
の
歌

の
発
想
や
表
現
を
使

い
な
が
ら
、

い
た
ず
ら
に
年
老

い
て
し
ま

っ
た
こ

と
を
悔
や
む
心
を
述
懐
し
て
い
る
。

次
に
、
仲
実
の
歌

(2)



堀河百首題迷懐 をめ ぐって

　蠏
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

は
異
体
の
施
頭
歌
で
あ
り
、
時
の
過
ぎ
去
る
こ
と
の
は
や
さ
を

『史
記
』
等
に

み
ら
れ
る

「
人
生
一二
世
間

一、
如
二白
駒
過

レ隙
。」

の
詩
旬

に
求
め
て
、
年
老

い

　

た

こ

と
を

詠

じ

て

い
る

。

ま

た

、

俊

頼

の
長

歌

(
751

)

に

も

「
隙

行

く

駒

に

」

と

あ

り

、
時

の

過

ぎ

去

る

こ
と

の

は

や

さ

を

こ

の
漢

詩

句

表

現

を

翻

訳

し

て
用

い

る

こ

と

は

か

な

り

一
般

化

さ

れ

て

い
た

と
言

え

そ

う

で

あ

る

。

単

な

る

偶

然

　

か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
ち
ら
の
歌
も

「
い
そ
ち
の
春
」

「
い
つ
・
と
を
」
と
共

に
五
十
と
い
う
年
齢
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。

こ
れ
ら
五
首
の
よ
う
に
、
述
懐
と

い
う
歌
題
に
嘆
老
を
主
題
と
し
た
発
想
の

述
懐
歌
は

『和
漢
朗
詠
集
』
に
詠
じ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
堀
河
百
首
題
の

雑

に
お

い
て
多
数

の
歌
題

一
致
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら

『和
漢
朗
詠
集
』
と
の

影
響
関
係
が
極
め
て
自
然
に
認
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

『句
題
和
歌
』

に
お
い
て
、
す
で
に
嘆
老
を
詠
じ
た
述
懐
歌
が
見
出

さ
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
述
懐
歌
で
嘆
老
を
詠
む
と
い
う

こ
と
は
伝
統
的
な
発
想
と
指
摘
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

『
堀
河
百
首

』
の
述
懐
の
歌
題
に
お
い
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、

一
五

一
旬

に
も
及
ぶ
俊
頼
が
詠
じ
た
長
歌

(
675
)
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ユ

述
懐

の
歌
題
に
長
歌
形
式
に
拠

っ
た
詠
歌
は

『大
納
言
経
信
集
』

に

一
首
と

『
江
帥
集
』
に
二
首
見
出
せ
る
。
ま
た
、

『散
木
奇
歌
集

』
雑
下
、
長
歌
に
は

『堀
河
百
首
』
の
長
歌
を
は
じ
め
と
し
、
三
首
の
長
歌
、
返
歌
が
配
列
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、

「中
納
言

国
信
の
坊
城
の
堂

に
て
人
く

長
歌
よ
ま

せ
け
る
に
、
向
泉
述
懐
と

い
ふ
事
を
よ
め
る
」
と

い
う
詞
書
の
あ
る
長
歌

(2151
)

や

「
刑
部
卿
政
長
の
八
条
に
て
、
人
ー
あ

つ
ま
り
て
長
歌
の
会
せ
ら
れ
け
る
に
、

の

初
冬
述
懐
と
い
へ
る
事
を
よ
め
る
」

と

い
う
長
歌

(4151
)
が
載
せ
て
あ
る
。

こ
れ
ら
の
詞
書
き
か
ら
察
し
て
、
当
時
、
述
懐
歌
を
長
歌
で
詠
じ
て
い
た
こ

と
が
窺
え
、
長
歌
を
詠
む
歌
会
と
い
う
限
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
詠
ま
れ
て
い
た
様

子
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

『
堀
河
百
首
』

に
お
け
る
俊
頼
の
長
歌
を
要
約
す
る
と
、
激
し
く
沸
き
出
す

心
は
あ
る
が
引

い
て
く
れ
る
入
も
な
く
涙
し
、
我
心
の
表
現
を
理
解
し
て
く
れ

る
人
の
な

い
こ
と
を
嘆
く
。
ま
た
、
現
実
生
活
に
お
け
る
不
過
を
嘆
き
出
家
し

ょ
う
と
決
意
し
た
も
の
の
様
々
な
絆
が
あ

っ
て
心
に
添
う
こ
と
が
で
き
ず
、
生

き
て
き
た
人
生
を
振
り
返

っ
て
は
命

の
は
か
な
さ
を
自
覚
し
、
自
分
の
和
歌

に

対
す
る
矜
持
を
示
し
な
が
ら
そ
の
心
に
添
わ
な
い
世
の
中
を
述
懐
し
て
結
ん
で

い
る
。

こ
の
長
歌
は
、
歌
人
と
し
て
の
作
歌
活
動
に
対
し
て
周
囲

の
人
達
は
少
し
も

理
解
を
示
さ
ず
、
評
価
し
な

い
と
い
う
身
の
不
遇
を
悲
嘆
し
て
い
る
こ
と
が
重

要
な
内
容

に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
長
歌
と
い
う
詠
歌
形
式
を
用
い
て
現
実
生
活
に
密
着
し
た
歌

人
と
し
て
の
不
遇
感
を
表
白
す
る
こ
と
は
、
初
期
百
首
歌
の
創
始
者
で
あ
る
好

忠
や
順
の
家
集
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
好
忠
や
順
の

歌
人
の
不
遇
感
を
盛

っ
た
長
歌
形
式
を
俊
頼
が
継
承
し
、

『
堀
河
百
首
』
に
お

い
て
長
歌
形
式
で
詠
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

長
歌
と
同
様
な
発
想
で
、
現
実
に
お
け
る
憂
悶
や
悲
嘆
を
主
題
と
し
た
詠
歌

は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　研
身
の
う
さ
は
す
き
に
し
か
た
を
思
ふ
に
も

い
ま
行
末
の
こ
と
そ
悲
し
き

　蠏
世
中
は
う
き
身
に
そ
へ
る
影
な
れ
や
思
ひ
す

つ
れ
と
は
な
れ
さ
り
け
り

　嫻
あ
き
ら
け
き
世
に
は
嬉
し
く
あ
ひ
乍
う
れ

へ
晴
せ
ぬ
身
を

い
か
に
せ
ん

囓
た
く
ひ
な
く
人
数
な
ら
ぬ
身
の
う
さ
を
思
ひ
も
し
ら
て
す

こ
す
也
け
り

こ
れ
ら
四
首
は
我
身
に
か
か
れ
る
嘆
き
の
表
白
で
あ
り
、
現
実
的
悲
嘆
が
感

得
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、

「憂
き
身
」

「
う
れ

へ
晴
せ
ぬ
身
」

「
人
数
な
ら
ぬ

身
」
と
我
身
を
捉
え
て
、
具
体
的
に
語
り
、
社
会
的
に
恵
ま
れ
な
い
こ
と
を
詠

嘆
し
て

い
る
。

殊
に
、
俊
頼
の
歌

(
7751
)
は
前
述
の
長
歌
の
返
歌
で
あ
り
、
長
歌
の
内
容
を

凝
縮
さ
せ
た
も
の
で
、
現
実
生
活
に
お
け
る
悲
嘆
を
自
覚
し
、
捨
て
去
る
こ
と

(3)
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の
で
き
'な
い
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
。

こ
の
歌
は
、
俊
頼
自
身
が
撰
し
た

『金
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
、
述
懐
歌
が
多

数
入
撰
し
て
い
る

『
千
載
集
』
雑
下

の
巻
頭

に
長
歌
と
共
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
後
世

へ
の
影
響
を
与
え
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
俊
頼
は

『堀
河
百
首
』

に
お
い
て
述
懐
以
外
の
歌
題
が
述
懐
的
色

彩
に
被
わ
れ
、
述
懐

の
歌
題
は
長
歌

で
詠
ま
れ
た
こ
と
は
、
百
首
歌
形
式
の
も

つ

「
沈
淪
訴
嘆
」
と
い
う
性
格
や
前
述
の
よ
う
な
長
歌
を
継
承
し
た
と
思
わ
れ

る
。次

に
、
本
歌
ま
た
は
典
拠
が
求
め

ら
れ
、
し
か
も
現
実
生
活
の
悲
嘆
を
述
懐

　コ

　

し
て
い
る
歌
は
藤
原
顕
仲

(751
)
と
基
俊

(齪
)
の
二
首
で
あ
る
。

藤
原
顕
仲
の
歌

㎜
哀
し
る
人
し
な
け
れ
は
夜
と

・
も
に
我
思
ふ
こ
と
を

い
は
て
や
み
ぬ
る

は

『伊
勢
物
語
』
百
二
十
四
段
の
歌

を
本
歌
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
。

む
か
し
男

い
か
な
る
事
を
思
ひ
け
る
折
に
か
よ
め
る

思
ふ
こ
と
い
は
て
た
た
や
み
ぬ
べ
き
わ
れ
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
は

こ
の
歌

の
発
想
及
び
表
現
を
典
拠
と
し
、
我
身
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が

い
な

い
と
い
う
現
実
的
不
遇
を
訴
嘆
し
て

い
る
姿
が
見
出
さ
れ
る
。

基
俊
の
歌
は
次
の
よ
う
で
あ
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

こ
の
歌
は

『和
漢
朗
詠
集
』
の
述
懐

に
み
ら
れ
る
正
通
の
漢
詩
句

の

一
部
分
を

摂
取
し
て
い
る
か
、

『漢
武
故
事
』

や

『蒙
求
』

に
掲

っ
て
い
る
顔
駟
蹇
剥

の

説
話
に
拠

っ
た
か
は
疑
問
は
残

る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
歌
は
発
想
に
典

拠
が
求
め
ら
れ
る
歌
で
あ
り
、
三
代

ま
で
徴
官

に
沈
淪
し
た
顔
駟
に
我
身

の
社

会
的
地
位
の
不
遇
さ
を
重
ね
合
わ
せ

て
詠
嘆
し
て
い
る
。

齢
亞
顔
四

過
三
代
而
猶
沈

恨
同
伯
鸞

歌
五
噫
而
将
去

(巻
下
述
懐
罵
)

こ
の
よ
う
に
出
典

の
あ
る
歌
は
、
表
現
、
発
想
を
典
拠
を
求
め
な
が
ら
、
社

会
的
に
恵
ま
れ
な

い
我
身
の
現
状
に
対
す
る
深
い
嘆
き
の
訴
え
を
感
得
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
現
実
的
な
悲
嘆
を
詠
じ
た
述
懐
歌
の
な
か
で
、
特
徴
的
発
想
の
歌
が

ユ

一
首
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
国
信
の
歌

(751
)
で
あ
る
。

ユ訂
月
み
て
も
む
な
し
き
空
に
あ
ま
る
迄
君
か
千
世

へ
ん
こ
と
を
し
そ
思
ふ

ユこ
の
歌
は
天
皇

の
御
世
が
永
く
続
く

こ
と
を
願
う
心
境
を
発
想
の
基
盤
と
し

て
詠
じ
ら
れ
た
述
懐
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
作
歌
事
情
を
考
え
て
み
る
と
次
の

よ
う
で
あ
る
。

『堀
河
百
首
』
の
成
さ
れ
た
時
期
に
は
諸
説
が
あ
る
が
最
終
的
奏
覧
は
長
治

三
年

(
一
一
〇
六
)
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
そ
の
長
治
三
年
前
後
は
、『中

右
記
』

『殿
記
』
等

の
記
録
類
を
紐
解

い
て
み
る
と
、
そ
の
頃
堀
河
天
皇
が
病

気
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
作
歌
時
期
が
天
皇
が
病
気
で
あ

っ
た
か
判
断
は
不
可
能
だ
が
、
病

気
が
ち
で
あ
る
天
皇

に
対
す
る
作
者
の
思

い
が
推
察
で
き
る
歌
で
あ
る
。
堀
河

天
皇

で
あ
る
側
近
公
卿
と
し
て
の
国
信
が
病
気
が
ち
と
い
う
現
実
に
お
い
て
詠

嘆
さ
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
有
力
な
近
臣
で
あ
る
作
者
自
身

に
と

っ
て
病
気
が
ち
で
あ
る
堀
河
天
皇
に
対
す
る
思
い
は
公
的
生
活
と

い
う
区

別
な
し
に
、
む
し
ろ
個
人
的
な
悲
嘆
と
し
て
と
ら
え
て
詠
じ
た
と
受
け
止
め
ら

れ
る
。
殊
に
、
堀
河
天
皇

に
対
す
る
思
い
は
、
天
皇

の
崩
御
を

い
た
み
、
天
皇

に
対
し
て
追
悼
愛
惜
を

『懐
旧
百
首
』
と
し
て
詠
じ
た
こ
と
か
ら
も
推
測
し
う

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
、
天
皇
が
病
気
が
ち
で
あ
る
現
実
的
な
悲
し
み
を
発
想
の
契
機
と

し
、
天
皇
の
御
世
が
永
く
続
く
こ
と
を
願
う
と
い
う
作
者

の
心
境
を
述
懐
し
た

詠
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

『堀
河
百
首
』

の
述
懐
に
お
い
て
、
現
実
生
活
に
お
け
る
悲
嘆

を
発
想
の
契
機
と
し
述
懐
す
る
歌
は
八
首
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
現
実
生
活
に
密
着
し
た
悲
嘆
を
主
体
的
に
詠
出
し
て
お
り
、
現
実
の
切
実
さ

(4)
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や
生
活
の
う
ず
き
を
感
得
で
き
る
。

ま
た
、
現
実

に
お
け
る
我
身
の
不
遇
を
発

想

の
契
機
と
す
る
述
懐
歌
は
、
少
な

く
と
も
百
首
歌
形
式
の
創
始
以
来
、
不
遇

感
の
訴
嘆
を
托
す
る
と

い
う
性
格
を
踏
え
て
成
さ
れ
た
詠
作
意
識
と
捉
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
院
政
期
の
思
想
や
感
情
と
の
結
び
付
き
な
し
に
は
成

さ
れ
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
堀
河
百
首

』
に
お
け
る
述
懐

の
歌
題
の
歌
を
類
形
別
に
整
理
し
、

い
く

つ

か
検
討
し
て
み
た
が
述
懐
歌
の
詠
歌
意
識
は
ど
の
類
形
に
お
い
て
も
、
自
己
を

否
定
的
立
場
に
お
い
て
自
照
し
、
悲
嘆
の
主
体
を
詠
出
す
る
と
い
う
様
相
が
う

か
が
え
る
だ
ろ
う
。
殊
に
、
現
実
生
活
の
不
遇
を
発
想
の
契
機
と
し
て
、
し
み

じ
み
と
述
懐
す
る
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
、
述
懐
す
る
心
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
百
首
歌
式
形
の
も

つ
伝
統
的
性
格
を
踏
え
て
、
院
政
期
と
い
う
時
代
思

潮
の
反
映
さ
せ
た
、
新
し
い
現
実
に
立

っ
た
述
懐
歌
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

『
堀
河
百
首
』
に
お

い
て
、
述
懐
が
歌
題
に
組
み
入
れ
ら
れ

る
こ
と
に
拠

っ
て
、
新
し
い
発
想
が
生
ま
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
そ
れ
が
次

第
に

一
般
化
す
る
述
懐
の
歌
題
に
対
す
る
詠
歌
意
識
の
基
盤
と
な

っ
た
と
思
わ

れ
る
。

注ω

峯
岸
義
秋
氏

「歌
合

に
お
け
る
述
懐

の
歌
」

(「
東
北
大
学
教
養
部
文
科
紀
要
1
」

S

33

・
3
)
同
氏
著

『
平
安
時
代
和
歌
文
学
の
研
究
』

(桜
楓
社

)、
田
尻
嘉
信
氏

「述

懐

歌
に
つ
い
て
ー

「
有
心
」

と
の
関
聯
l

L

(
「和
歌
文
学
研
究
十

一
号
」

S
36

・
5
)
松
野
陽

一
氏

「
組
題
構
成
意
識

の
確
立

と
継
承
ー

白
河
院
期
か
ら
崇
徳
院

期

へ

」

(「
文
学

・
語
学
第
七
〇
号
」

S
49

・
1
)

②

注
ω
に
掲
書
。

㈹

伝
本

に
拠

っ
て
は
こ
の
歌
の

「
い
そ
ち

の
春
」

の
部
分
の
異
同
が
激
し
く
み
ら
れ
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
、
本
文
研

究
篇
』

(笠
間
書
院
)
の
本
文
篇
参
照

。

ω

『散
木
奇
歌
集
』
嫐
は

『経
信
卿
家
集
』

齪
の
詞
書
か
ら
推
察
す
る
と
、
永
保
二
年

十
月

の
刑
部
卿
政
長
の
八
条
亭

「
初
冬
述
懐
」
題
長
歌
歌
合

の
歌
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

『大
納
言

経
信
集

』
鵬
と

『江
帥
集
』

跚
の
長
歌
は
ど
ち
ら
も
同
歌
合

の
長
歌
と
推

察

で
き
る
。

㈲

『
曽
祢
好
忠
集
』

1

・
93

・
媽

・
跚
の
四
首

の
長
歌
が
あ
り
、
春
夏
秋
冬

の
は
じ
め

に
長
歌
が
位
置
し
、

い
ず
れ
も
述
懐
歌
で
あ

る
。

『
順
集
』

に
お

い
て
長
歌

(
40
)

が
あ
り
、
そ
れ
は

『拾
遺
集
』
雑
下
腑
に
載

っ
て
お
り
、
不
遇
感
を
訴
嘆
す
る
長
歌

で
あ
る
。
松
野
陽

一
氏
注
ω
論
文
参
照
。

㈲

藤
岡
忠
美
氏

『
平
安
和
歌
史
論
』

(桜
楓
社

)
上
野
理
氏

「
俊
頼

と
堀
河
百
首
歌
」

(
「文
学

・
語
学

42
」
S
41

・
瓰
)
同
氏
著

『
後
拾
遺
集
前
後
』

(笠
間
書
院

)

仞

石
田
吉
貞
説

第

一
次
成
立
康
和
年
間

(
四
年
頃
)
第
二
次
成
立
長
治
元
年
十

二

月
五
日
以
後
年
末
。

上
野
理
氏
説

長
治

二
年
五
月

二
十
九
日
か
ら
翌
三
年

三
月
十

一
日
ま
で
の
間
。

橋
本
不
美
男
氏
説

第

一
次
成
立
康
和
四
、
五
年
、
第

二
次
成
立
長
治
二
年
春

か
ら

翌
三
年
春
ま
で
の
間
。

(5)


