
堀
河
百
首
題

「
夢
」

を
め
ぐ

っ
て

内

藤

愛

子

堀
河
百
首
題
の
選
定
意
識
は
総
合
性
、
網
羅
性
、
基
本
性
が
指
向
さ
れ
、
『和

漢
朗
詠
集
』

の
分
類
と

一
致
率
が
高
く
、
『和
漢
朗
詠
集
』
と
の
関
係
の
深
さ
は
、

　
　

　

先

学

に

よ

っ
て
、

既

に
指

摘

さ

れ

て

い
る

。
殊

に

、

『
堀

河

百

首

』

雑

の
歌

題

は

二
十

題

の
う

ち

十

三

題

が

『和

漢

朗

詠

集
』

と

一
致

し

て

い

る
。

だ

が

、

一
致

し

な

い

「
苔
」

「
河

」

「
野
」

「
関
」

「
橋

」

「
海

路

」

「夢

」

の

七
歌

題

の
う

ち

、

「
河

」

「
野

」

「
関
」

「
橋

」

「
海

路

し

の
五

歌

題

は

既

に
述

べ

た

よ

う

に
、

枕

詞

が
詠

み

込

ま

れ

た
詠

歌

が

多

く

み

ら

れ

る
と

い
う

共

通

の
特

徴

が

み

ら

れ
、

歌

枕

を

詠

み

　
　
　

込
む
べ
き
条
件
と
し
た
歌
題
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
以
外
の

「苔
」
「夢
」

の

二
歌
題
が
ど
の
よ
う
な
選
定
意
識
に
拠

っ
た
か
を
探

っ
て
み
た
い
。
「苔
」

の
歌

　
ヨ

　

題
に
関
し
て
は
既
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、
今
回
は

「夢
」
の
歌
題
を
取
り
上

げ
て
、
歌
題
の
選
定
意
識
を
探
る
手
が
か
り
と
し
て
、
歌
題
の
特
質
に
重
点
を
置

い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
、
夢
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
詠
じ
ら

れ
て
い
た
か
を
具
体
的
に
整
理
し
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

「夢
」
と
い
う
歌
題
は

『堀
河
百
首
』

成
立
以
前
の
勅
撰
集
、
歌
合
に
お
い
て
歌

題
と
し
て
み
え
な
い
歌
題
で
あ
る
。
だ
が
、
歌
材
と
し
て
は

『万
葉
集
』
以
来
詠

ま
れ
て
い
る
。
『万
葉
集
』

で
は
夢

の
ほ
と
ん
ど
が
相
聞
歌
、
恋
歌
の
歌
材
と
し

て
み
ら
れ
る
。
歌
題
と
し
て
み
え
る
の
は

『分
類
名
家
集
』
や

『古
今
六
帖
』
に

「夢
」
と
い
う
分
類
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
だ
ろ
う
。

『部
類
名
家
集
』
は
藤
原
兼
輔
、
源
公
忠
、
坂
上
是
則
、
在
原
元
方
、
藤
原
興
風
、

清
原
深
養
父
の
六
歌
集
で
、
そ
の
う
ち
、
夢
が
歌
題
と
し
て
残

っ
て
い
る
の
は

『深
養
父
集
』
43

(『私
家
集
大
成
』
中
古
1
)
の
名
家
集
切
や

『兼
輔
集
』
48

(
『私
家
集
大
成
』
中
古
1
)
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
歌
題
の
み

収
載
さ
れ
、
『深
養
父
集
』

で
は
、
雑

の
歌
題
と
し
て
分
類
が
な
さ
れ
、
『兼
輔

集
』
で
は
哀
傷
の
歌
題
と
さ
れ
て
い
る
。
「夢
」
が
雑

・
哀
傷
の
い
ず
れ
の
部
立

分
類
が
正
し
い
の
か
判
明
で
き
な
い
が
歌
題
と
し
て
独
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

『私
家
集
大
成
中
古
1
』

の

『兼
輔
集
』
の
解
題

(久
保
木
哲
夫
氏
)
に
よ
れ
ば
、

『兼
輔
集
』
は
綿
密
に
部
類
分
け
さ
れ
、
『後
撰
集
』
を
も
参
考
に
し
た
ら
し
い

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『私
家
集
大
成
中
古
1
』

の

『深
養
父
集
』

名
家
集
切
の
解
題

(片
野
達
郎
氏
)
で
は
、
深
養
父
の
歌
集
と
し
て
最
も
古
い
も

の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
題
か
ら
想
像
す
る
と
、
「夢
」

の
歌
題
分
類
の
相
違
は
伝
本
の
成
立
過
程
の
相
違
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『部
類
名
歌
集
』
の
編
集
目
的
は
久
會
神
昇
氏

『国
宝
西
本
願
寺
三
十

六
人
集
』
に
よ
れ
ば
、
ま

っ
た
く
不
明
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
も
素
材
に
注
意
し

て
分
類
し
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
極
め
て
盛
ん
で
あ

っ
た
歌
合
和
歌
詠
作
、

す
な
わ
ち
題
詠
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。
と
ご
指
摘
が
な
さ
れ

　ユ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『堀
河
百
首
』
の
歌
題
設
定
に
際
し
て

『部
類
名
歌

集
』
を
少
な
か
ら
ず
踏
え
た
と
推
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

『古
今
六
帖
』
で
は
、
第
四
帖
の
恋
に

「夢
」
の
分
類
が
な
さ
れ
、
三
十
二
首
が

並
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は

『万
葉
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
歌
が
含
ま

れ
て
お
り
、
夢
の
う
ち
で
愛
し
い
人
に
逢
え
る
と
い
う
発
想
や
は
か
な
さ
や
た
よ

7
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り
な
さ
と
い
う
心
情
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
の
夢
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
歌
が
多

く
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
漢
詩
集
の
部
立
に
拠

っ
て
分
類
さ
れ
、
漢
詩
の
語
句
を
題
と
し
た
大
江

千
里
の
家
集
で
あ
る

『句
題
和
歌
』
(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』
23
)
に
お
い
て
、

夢
が
挿
入
し
て
い
る
歌
題
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
離
別
、
述
懐
の
部
立
に
見
出
さ

れ
る
。
離
別
部
に
は
.「別
後
相
思
夢
魂
遙
」
96
と
い
う
歌
題
が
み
え
、
述
懐
部

で

は

「浮
生
短
於
夢
」
畑
、
「幻
世
春
来
夢
」
m
、
「夢
中
歓
楽
又
勝
然
」
鵬
の
三
題

が
見
出
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
勅
撰

集
、
歌
合
に
は
歌
題
と
し
て
み
え
な
い

「夢
」
が
、
小
沢
正
夫
氏
の
ご
指
摘
さ
れ
て
い
る
中
国
の
部
類
意
識
の
投
影
が
み

　
ら
　

ら
れ
る

『部
類
名
家
集
』
や

『古
今
六
帖
』
、
漢
詩
集
の
部
立
、
漢
詩
句
を
歌
題

と
し
た

『句
題
百
首
』
に
は
、
分
類
や
歌
題
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
堀
河

百
首
題
と
し
て
夢
の
歌
題
が
選
定
さ
れ
る
に
際
し
て
、
な
ん
ら
か
の
影
響
関
係
が

あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
前
述
の
よ
う
に

『部

類
名
家
集
』
に
は
、
夢
と
い
う
歌
題
が
雑
や
哀
傷
に
分
類
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

察
す
る
と
、
『堀
河
百
首
』
に
お
け
る
歌
題
と
し
て
の
夢
は
決
し
て
新
奇
な
歌
題

で
な
く
、
少
な
か
ら
ず
、
中
国
の
漢
詩

集
の
分
類
意
識
を
踏
襲
し
て
お
り
、
『部

類
名
家
集
』
と
の
関
係
か
ら
歌
題
選
定
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
見

出
さ
れ
る
。

ま
た
、
堀
河
百
首
題
の
雑
の
歌
題
の
う
ち
、
前
掲
の
よ
う
に

『和
漢
朗
詠
集
』

と
の
共
通

一
致
す
る
歌
題
は
十
三
題
で
あ
り
、
現
存
す
る

『部
類
名
家
集
』

の
断

簡
と

一
致
す
る
歌
題
は

「松
」
「苔
」

「山
ど

「河
」

「野
」
「懐
旧
」
の
七
歌
題
で

あ
る
が
、
恐
ら
く
、
中
国

の
分
類
意

識
が
な
さ
れ
て
い
る

『部
類
名
家
集
』
や

『和
漢
朗
詠
集
』

の
歌
題
構
成
を
参
考

に
し
て
堀
河
百
首
題
の
選
定
が
な
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

次
に
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
の
百
首
歌

に
お
い
て
夢
が
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
か
み
て
み
る
と
、
『好
忠
百
首
』
や

『順
百
首
』

に
は
夢
を
歌
材
と

し
た
歌
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
夢
が
独
立
し
た
歌
題
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い

る
の
は

『相
模
百
首
』
の
み
で
あ
る
。
『椙
模
百
首
』
は
、
『椙
模
集
』

29

(
『私

家
集
大
成
』
中
古
H
)
の
な
か
に
、
相
模
と
箱
根
権
言
の
神
体
と
の
や
り
と
り
と

い
う
形
式
を
と

っ
た
三
篇
の
百
首
歌
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
三
篇
の
歌
題

は
お
お
よ
そ
同
じ
で
、
四
季
の
部
は
三
部
立
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
他
に
、
さ
い

は
ひ
や
命
を
申
、
子
を
ね
か
ふ
、
思
、
心
の
う
ち
を
あ
ら
わ
す
、
ゆ
め
、
雑
と
あ

り
、
具
体
的
な
歌
題
が
な
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
雑
の
歌
題
と
は
別
に
夢
が

独
立
し
た
歌
題
と
し
て
各
々
五
首
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
三
篇
の
五
首
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

鋤
い
か
て
と
く
ゆ
め
の
し
る
し
を
み
て
し
か
な
か
た
り
つ
た
ふ
る
た
の
し
ひ
も

せ
ん

鋤
ま
と
は
す
る
さ
め
す
る
ゆ
め
の
よ
な
れ
と
も
う
れ
し
き
こ
と
を
み
る
よ
し
も

か
な

鑞
あ
さ
か
ら
む
ゆ
め
の
か
き
り
は
し
き
た
え
の
と
こ
の
ち
り
と
も
う
ち
は
ら
は

な
む

跚
ぬ
る
た
ま
の
う
ち
に
あ
は
せ
し
よ
き
こ
と
を
ゆ
め
く

か
み
よ
ち
か

へ
さ
ら

な

む

謝

い

つ
く

し

き

丶
み
が

お

も

か

け
あ

ら

は
れ

て
さ

た

か

に

つ
く

る
ゆ

め

を

み

せ

な

む

鯉
ゆ
め
な
ら
は
こ
と
か
た
さ
ま
に
ち
か
へ
つ
丶
か
た
り
あ
は
せ
む
し
る
し
あ
ら

せ
む

媼
う
れ
し
さ
は
身
に
あ
き
る
ま
て
み
ち
ぬ
ら
む
ゆ
め
心
に
も
思
あ
は
せ
よ

姐
あ
し
き
こ
と
ゆ
め
み
あ
は
せ
て
し
き
た
へ
の
ち
り
ゐ
る
こ
と
を
は
ら
ふ
は
か

り
そ

輔
よ
き
こ
と
に
あ
ら
ぬ
こ
と
を
は
ゆ
め
は
か
り
み
せ
し
と
の
み
も
い
そ
か
る

㌧

か
な

鵬
い
ま
は
た
丶
み
に
は
丶
な
れ
ぬ
か
け
な
れ
は
ゆ
め
な
ら
す
と
も
み
え
さ
れ
め

や
は

($)



別
う
き
こ
と
を
ち
か
ふ
る
ゆ
め
の
み
え
た
ら
は
ね
て
も
さ
め
て
も
う
れ
し
と
思

は
む

鵬
い
さ
や
ま
た
さ
か
し
き
こ
と
の
み
え
ぬ
よ
に
ゆ
め
を
は
い
か
丶
思
と
く

へ
き

鵬
し
き
た
え
の
ち
り
は
ゆ
め
に
も
ま
さ
り
け
り
よ
な
く

つ
も
る
な
み
た
な
か

れ

て

脚

う

き

こ
と

を

い

そ
き

も

み

せ

は

よ
と

丶
も

に
た

丶
ゆ

め

ぬ

し

の

か

み
を

ほ
か

は

む

鵬

う

つ

丶
と

も

ゆ
め

と

も

わ

か

す
身

に

そ

へ
る
か

の
ま

ほ

ろ

し

と

さ

ら

は

た

の

ま

む

こ
の
三
篇
の
作
者
に
関
し
て
は
諸
説
が
あ
り
、
百
首
歌
の
や
り
と
り
と
い
う
形

式
で
、
配
列
順
は
お
お
よ
そ
対
応
し
て
い
る
。
夢
の
五
首
は
、
い
ず
れ
も
夢
に
こ

の
世
、
こ
の
身
の
は
か
な
さ
や
不
安
を
托
し
て
詠
し
て
お
り
、
殊
に
、
調
、
姐
、

鵬
の
三
首
は
中
国
詩
的
世
界
の
影
響
を
う
け
た
閨
怨
を
主
題
と
し
た
夢
の
歌
と
捉

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
既
に
、
小
野
小
町
の

「夢
」
を
対
象

　　
　

と

し

た
歌

群

に
見
出

さ

れ

る

。

堀河百首題 「夢 」をめ ぐって

古

今

集

春
下

物

名

恋
一

恋
二

恋
三

恋
四

恋
五

哀
傷

雑
下

34

1

1

5

9

8

1

3

3

3

後

撰

集

春
中

夏

恋
一

恋
二

恋
三

恋
四

恋
五

雑
二

哀
傷

28

1

3

3

2

6

5

2

1

5

拾

遺

集

別

恋
一

恋
二

恋
三

恋
四

雑
賀

雑
恋

哀
傷

24

1

2

6

4

4

3

1

3

後

拾

遺

集

春
上

哀

傷

恋
一

恋
二

恋
三

恋
四

雑
一

雑
二

雑
三

釈
経

16

2

3

2

2

2

1

1

1

1

1

金

葉

集

秋

恋
上

恋
下

雑
下

11

ユ

3

4

3

詞

花

集

夏

恋
上

恋
下

雑
下

5

1

2

1

1

千

載

集

春
上

夏

冬

羇
旅

哀
傷

恋
一

恋
二

恋
三

恋
四

恋
五

雑

上

雑
中

雑
下

釈
経

39

1

2

2

2

3

2

4

2

4

1

4

ηー

1

4

新

古

今

集

春
下

秋

下

冬

哀
傷

羇
旅

恋
二

恋
三

恋
四

恋
五

雑
上

雑
中

雑
下

神

祇

釈
経

67

2

4

5

8

6

4

9

5

6

4

2

7

2

3

(9)
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こ
の
よ
う
に
、
百
首
歌
形
式
で
夢
を
歌
題
と
し
た

『相
模
百
首
』
が
堀
河
百
首

題
選
定

へ
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

勅
撰
集
に
お
い
て
、
歌
材
と
し
て
夢

が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
概
略
的

に
見
て
み
よ
う
。
八
代
集
に
お
い
て
、
夢
と
い
う
歌
材
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
歌
を

　フ
　

抽
出
し
、
各
勅
撰
集
の
部
立
ご
と
に
分
布
を
整
理
し
、
表
に
し
て
み
た
。

こ
の
表
の
よ
う
に
、
八
代
集
に
お
い
て
、
夢
と
い
う
歌
材
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る

歌
が
恋
、
哀
傷
、
雑
の
部
立
に
集
中
的

に
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
見
出

せ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
国
漢
詩
文
の
分
類
意
識
の
影
響
と
受
け
取
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
と
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
勅
撰
集
の
恋
の
部
立
は
恋
の
情
況
に
応
じ

て
部
立
が
な
さ
れ
て
お
り
、
恋
の
部
立

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
分
布
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
恋
の
部
立
に
は
夢
の
う
ち
で
愛
し
い
人
に
逢
う
こ
と
や

『万
葉
集
』
の
相
聞
歌
以
来
、
恋
情
を
夢
に
託
し
て
歌
う
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な

い
が
万
葉
的
恋
情
と
は
異
な
り
、
夢
に
現
実
の
は
か
な
さ
、
た
よ
り
な
さ
と
い
う

心
情
を
託
す
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
表
白
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

哀
傷
の
部
立
は
な
き
人
に
夢
で
逢
う
こ
と
や
人
の
死
に
対
す
る
悲
し
み
や
心
情
を

夢
の
は
か
な
さ
に
託
し
て
い
る
。

初
歩
的
だ
が
、
現
象
面
か
ら
み
て
特
徴
的
な
こ
と
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
『後

拾
遺
集
』
を
境
に
し
て
、
雑
の
部
立
に
配
列
さ
れ
て
い
る
夢
を
歌
材
と
し
た
詠
歌

数
が
、
哀
傷
の
部
立
に
配
列
さ
れ
て
い
る
歌
数
よ
り
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る

こ
と
や

『後
拾
遺
集
』
に
は
勅
撰
集
初
出
の
部
立

で
あ
る
釈
経
の
部
立
に
夢
を
歌

材
と
し
た
詠
歌
の
分
布
が
み
ら
れ
、
そ
の
後
、
増
加
す
る
傾
向
が
顕
著
に
み
ら
れ

る
。
『後
拾
遺
集
』
は
、
上
野
理
氏
の
ご
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
か
ら

　
　
　

中
世

へ
の
転
換
期
の
作
品
を
網
羅
す
る
勅
撰
集
と
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の
よ
う
な

現
象
が
和
歌
史
の
流
れ
に
お
い
て
中
世
化
し
て
ゆ
く
時
期
と

一
致
す
る
と
い
う
こ

と
は
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

殊
に

『千
載
集
』

で
は
、
雑
の
部
立

に
配
さ
れ
る
歌
数
が
恋
の
部
立
の
歌
数
よ

り
多
く
の
数
値
を
示
し
て
お
り
「
釈
経

の
部
立
に
お
け
る
歌
数
の
増
加
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
哀
傷
の
部
立
に
夢
を
歌
材

と
し
て
詠
じ
た
歌
の
な
か
に
、
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
夢
に
た
と
え
、
無
常
の
情

を
主
題
と
し
た
花
山
院
御
製
の
歌

(
055
)
が
見
出
さ
れ
る
。

世
の
は
か
な
き
こ
と
を
思
ひ
て
、
詠
ま
せ
給
う
け
る

細
う

つ
丶
と
も
夢
と
も
え
こ
そ
分
き
果
て
ね
い
つ
れ
の
時
を
い
つ
れ
と
か
せ
ん

ま
た
、
雑
の
部
立
に
お
い
て
、
夢
の
は
か
な
さ
に
無
常
の
情
や
述
懐
の
情
を
托

し
た
詠
歌
が
み
ら
れ
、
雑
歌
上
巻
の
覚
審
法
師

の
歌

(5201
)
に

「述
懐
の
心
を
詠

め
る
」
と
い
う
詞
書
き
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
詠
歌
は
重
苦
し
い
述
懐
歌
が
並
列

さ
れ
て
い
る
歌
群
の

一
首

で
あ
る
。

脳
過
き
来
に
し
四
十
の
春
の
夢
の
夜
は
憂
き
よ
り
ほ
か
の
思
い
出
で
ぞ
な
き

雑
歌
中
巻
に
は
、
無
常
を
主
題
と
し
た
歌
群
構
成
が
み
ら
れ
、
そ
の
中
に
無
常
の

心
を
夢
に
寄
託
し
て
詠
じ
た
歌
が
五
首
配
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
五
首
は
次
の
よ

　

ロ　

ア

う
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
m

.
m

.
m
の
三
首
は
百
首
歌
が
並
置
さ
れ
て
お
り
、

俊
成
の
歌

(
㎜
)
は
堀
河
百
首
題
を
詠
じ
た
歌
で
あ
り
、
他
の
三
首
は

『久
安
百

首
』
の
歌
題

「無
常
」
の
詠
歌
で
あ
る
。

世
の
常
な
き
事
を
思
ひ
て
詠
み
侍
り
け
る

権
僧
正
永
縁

　12
夢
と
の
み
こ
の
世
の
こ
と
の
見
ゆ
る
か
な
覚
む
べ
き
ほ
ど
は
い
つ
と
な
け
れ

ー
ど題

知
ら
ず

読
人
し
ら
ず

㎜
憂
き
こ
と
の
ま
ど
ろ
む
ほ
ど
は
忘
ら
れ
て
醒
む
れ
ば
夢
の
心
地
こ
そ
す
れ

述
懐
百
首
歌
の
中
に
夢
の
歌
と
て
詠
め
る

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

脳
憂
き
夢
は
名
残
り
ま
で
こ
そ
悲
し
け
れ
こ
の
世
の
後
も
な
ほ
や
歎
か
ん

百
首
歌
奉
り
け
る
時
、
無
常
の
心
を
詠
め
る

藤
原
季
通
朝
臣

脳
現
を
も
現
と
い
か
ま
定
む
べ
き
夢
に
も
夢
を
見
ず
は
こ
そ
あ
ら
め

(io)



堀河百首題 「夢」 をめ ぐって

上
西
門
院
の
兵
衛

蠏
こ
れ
や
夢
い
つ
れ
か
現
は
か
な
さ
を
思
ひ
分
か
で
も
過
ぎ
ぬ
べ
き
か
な

ユこ
の
よ
う
に
、
八
代
集
で
は

『千
載
集
』
に
お
い
て
、
夢
が
歌
題
と
し
て
初
め

て
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
堀
河
百
首
題
の
夢
で
あ
り
、
組
題
百
首
の
歌
題
と
し

て
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
『新
古
今
集
』
に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
が
見
出
さ

れ
、
「夢
」
は
独
立
し
た
歌
題
で
な
く
、
堀
河
百
首
題
の

一
歌
題
と
し
て
定
着
化

し
て
ゆ
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
夢
と
い
う
歌
材
は
、
単
な
る
は
か
な
さ
を
表
白
す
る
の
み
で
な
く
、
無

常
の
情
や
述
懐
の
情
を
託
し
た
観
念
的
な
歌
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
夢
と
い
う
歌
材
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
価
値

や
発
想
の
転
換
が
あ

っ
た
と
捉
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

単
な
る
現
象
面
の
抽
出
に
滞
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
え

て
、
改
に
考
え
直
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

次
に
、
『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
、
夢
の
歌
題
を
ど
の
よ
う
に
歌
人
達
が
捉
え

て
い
た
か
を
詠
歌
に
即
し
て
具
体
的
に
い
く

つ
か
の
主
題
や
類
形
表
現
の
パ
タ
ー

ン
に
分
け
て
整
理
し
て
み
た
い
。

十
六
首
の
う
ち
、
夢
の
は
か
な
さ
や
そ
の
は
か
な
さ
に
現
実
の
は
か
な
さ
を
比

喩
し
た
り
、
そ
う
い
う
心
情
を
託
し
て
詠
じ
た
歌
が
最
も
多
数
を
し
め
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　留
中
々
に
浮
世
は
夢
の
な
か
り
せ
は
わ
す
る
丶
ひ
ま
も
あ
ら
ま
し
も
の
を

跏
ね
覚

つ
≧

は
い
か
に
し
て
嬉
し
き
そ
夢
は
は
か
な
き
物
と
し
る
ー

跚
み
る
人
も
あ
る
か
な
き
か
に
成
行

は
は
か
な
き
世
"茎

夢
に
は
有
け
れ

9154
う

つ

丶
に
も

ま

ほ
ろ

し

の
世

と

思

ふ
身

に

又
夢

を

さ

へ
何

と

み

る

ら

ん

翻
何
に
か
は
う
つ
あ

う
さ
も
な
く
さ
ま
ん
苗歹
み
る
程
の
な
き
世
也
せ
は

ユこ

の

五

首

の

う

ち

、

源

顕

仲

の
歌

(
2451

)

は
夢

が

は

か

な

い
も

の

と

い
う

イ

メ
ー

ジ

と

同
時

に
、

現

実

に
な

い
永

遠
神

秘

な
世

界

で
あ

る
と

捉

え

て
、
趣

向

を

凝

ら
し

た
歌

に
仕

上

げ

て

い

る
。

鵬

・
鵬

・
盥

の

三
首

は

「
世
」

に

「夜

」

を

掛

-
■
一

-
ー
一

1

け
、
「夜
」
は

「夢
」
の
縁
語
で
あ
る
。
珊
は

「浮
き
」
に

「憂
き
」
を
掛
け
、

ユ

㎜
は

「夢
」
の
縁
語

で

「み
る
」
を
用
い
、
㎜

・
㎜
は
夢
の
対
立
概
念
と
し
て

「現
」
を
詠
み
入
れ
る
と
い
う
今
ま
で
に
使
わ
れ
て
き
た
技
巧
を
用
い
、
い
ず
れ

も
夢
に
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
譬
え
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
う
ち
、
藤
原
顕

仲
の
歌

(6451
)
は

『古
今
集
』
第
十
六
哀
傷
歌
跚
や

『和
漢
朗
詠
集
』
の
白
居
易

の
詩
句
を
発
想
の
典
拠
と
し
た
詠
歌
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

藤
原
敏
行
朝
臣
の
身
ま
か
り
に
け
る
時
に
よ
み
て
か
の
家
に
遺
し
け
る

紀

友
則

嬲
寝

て
も
見
ゆ
寝
て
も
見
え
け
り
大
方
は
う
つ
せ
み
の
世
そ
夢
に
は
あ
り
け
る

㍑
往
事
眇
范
都
似
夢

舊
遊
零
落
半
歸
泉

(下
巻

懐
旧
)

こ
の
五
首
の
よ
う
に
、
夢
と
い
う
歌
材
は
こ
の
世
の
は
か
な
さ
と
い
う
無
常
観

を
内
包
し
、
観
念
的
な
歌
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次

の
二
首
の
恋
愛
歌
は
、
現
実
に
逢
え
な
い
が
夢
の
中
で
恋
し
い
人
に
逢
う
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
お
り
、
夢
に
対
す
る
古
代
的
信
仰
を
基

と
し
た
発
想

で
、
少
な
か
ら
ず

『万
葉
集
』
を
意
識
し
た
詠
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　54
わ
く
ら
は
に
恋
し
き
人
に
逢
と
み
る
嬉
し
き
夢
は
さ
め
も
あ
ら
な
ん

5154
か
な
ふ
や
と
亀
の
ま
す
ら
に
と
は

㌧
や
な
恋
し
き
人
を
夢
に
み
つ
る
を

ー
こ
の
二
首
は
、
い
ず
れ
も
夢
と
い
う
も
の
に
恋
人
と
の
相
逢
い
を
求
め
、
思
い
つ

つ
寝
る
と
恋
し
い
人
と
の
相
逢
と
い
う
こ
と
を
基
と
し
た
発
想
の
歌
で
あ
ろ
う
。

殊
に
、
黝
の
源
師
時
の
歌
に
み
え
る

〃亀
の
ま
す
ら
"
は

『万
葉
集
』
に
み
ら
れ

る
歌
材
で
あ
り
、
恋
し
い
人
と
の
相
逢
い
の
切
願
を
詠
じ
て
い
る
。

旅
の
別
れ
の
情
や
懐
旧
の
情
を
主
題
と
し
た
詠
歌
は
、
藤
原
公
実
の
歌

(7351
)

と
藤
原
顕
季
の
歌

(11
)
の
二
首
が
み
ら
れ
る
。

　駱
遠
妻
は
野

へ
の
は
つ
草
か
り
そ
め
の
夢
の
う
ち
に
も
逢
そ
嬉
し
き

　翩
う
た
た
ね
の
夢
な
が
り
せ
は
別
に
し
昔
の
人
を
ま
た
み
ま
し
や
は

こ
れ
ら
は
、
夢
が
は
か
な
い
も
の
と
い
う
認
識
の
上
で

〃
か
り
そ
め
の
夢
"

〃う
た
た
ね
の
夢
"
と
い
う
よ
う
に
は
か
な
さ
を
よ
り
強
調
し
、
夢
の
中
で
故
郷

に
残
し
て
き
た
愛
し
い
妻
や
古
人
と
逢
う
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
詠
じ
、
前
掲
の

11
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二
首
と
類
想
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
謝
は
、
序
詞
や
縁
詞
、
掛
語
な
ど
を

1

用
い
技
巧
的
な
歌
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

漢
詩
文
を
発
想
の
典
拠
と
し
た
詠
歌

が
十
六
首
の
う
ち
五
首
掲
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
大
江
匡
房

(835
)、
肥
後

(
珊
)
の
二
首
は
、
荘
子

『斉
物
論
』

に
あ

1

1ー畠

る
、
中
国
の
荘
周
が
胡
蝶
と
な

っ
た
夢
を
み
て
、
覚
め
て
後
、
自
分
が
夢
で
胡
蝶

に
な

っ
た
の
か
、
胡
蝶
が
今
、
夢
の
中

で
自
分
に
な
っ
て
い
る
の
か
疑

っ
た
と
い

　

う

「胡
蝶

の
夢
」
の
故
事
を
発
想
の
原
典
と
し
、
麗
は
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
主

題
と
し
、
謝
は
そ
の
翻
訳
歌
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

　

讎
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

ユ㎜
花
園
の
胡
蝶
と
な
る
と
み
し
夢
は

こ
は
ま
ほ
ろ
し
か
う

つ
丶
と
や
せ
ん

藤
原
仲
実
の
歌

(
3451
)

ヨ54
夢
に
み
し
人
を
現
に
え
て
後
そ
世
も
す
な
ほ
に
は
や
成
に
け
る

ユ
は
、
『史
記
』
第
三
殷
本
記
に
み
え
る
、
殷
の
武
丁
が
位
に
つ
き
、
殷
を
復
興
し

よ
う
と
す
る
が
賢
人
を
得
ず
、
三
年
間
政
事
は
皆
宰
相
に
委
ね
、
後
、
夢
を
み
て
、

そ
の
賢
人
を
尋
ね
得
て
政
事
が
大
い
に
治

っ
た
と
い
う

「武
丁
の
夢
」
と
い
う
伝

説
を
典
拠
と
し
て
求
め
、
翻
訳
し
た
詠
歌
と
言
え
る
。
藤
原
仲
実
は

『堀
河
百

首
』
の
他
の
歌
題
に
お
い
て
、
漢
文
学
、
漢
詩
文
を
典
拠
と
し
た
詠
法
の
歌
が
数

多
く
み
ら
れ
、
仲
実

の
詠
法
の
特
徴
の

一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

永
縁
の
歌

(
8451
)

翻
な
か
き
夜
の
夢
の
中
に
て
み
る
夢

は
い
つ
れ
う
つ
丶
と
い
か
て
定
め
ん

は
、
荘
子

『斉
物
論
』
の
な
か
の

「夢
中
夢
レ
夢
」
と
い
う
詩
句
を
典
拠
と
し
て

翻
案
し
た
歌
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

河
内
の
歌

(
2551
)

讎
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

ユ
は
、
『列
子
』
第
二
黄
帝
や
沈
既
済

『枕
中
記
』
に
み
ら
れ
る
。
盧
生
が
邯
鄲
市

上
で
道
士
呂
翁
の
枕
を
借
り
て
眠
り
、

一
生
の
経
歴
を
夢
み
た
と
い
う

「盧
生
の

夢
」
と
い
う
伝
説
を
翻
案
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
夢
の
は
か
な
さ
を
前
提
に
し
な

が
ら
構
成
の
お
も
し
ろ
さ
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
五
首
の
よ
う
に
、
漢
詩
文
や
中
国
の
伝
説
、
故
事
等
を
典
拠
と
し
て
い

る
が
、
い
ず
れ
の
典
拠
も

『堀
河
百
首
』
成
立
期
に
は
、
か
な
り

一
般
化
し
て
い

た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
典
拠
を
漢
詩
文
や
中
国
の
伝
説
、
故
事

に
求
め
る
詠
法
は

『堀
河
百
首
』
の
夢
の
歌
題
の
特
徴
的
な
詠
法
の

一
つ
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
に
漢
詩
文
、
中
国
の
伝
説
、
故
事
に
典
拠
を
求
め
、

一
首
の
内
容
に
深

み
を
与
え
よ
う
と
す
る
詠
法
は
、
本
百
首
に
お
け
る
新
し
い
詠
法
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。

十
六
首
の
な
か
で
、
夢

の
歌
題
を
述
懐
歌
と
し
て
詠
じ
た
の
は
源
俊
頼
の
歌

(41
)
の
み
で
、
特
徴
的
な

一
首

で
あ
る
。
夢
の
歌
題
以
外
の
歌
題
に
お
い
て
も

述
懐
の
情
を
詠
じ
た
歌
が
多
数
み
ら
れ
、
そ
の
な
か
の

一
首
で
あ
る
。

　54
さ
丶
か
に
の
い
と
う
か
り
け
ん
身
の
程
を
思

へ
は
夢
の
心
地
こ
そ
す
れ

ーこ
の
歌
に
お
い
て
、
「さ
さ
か
に
」
は

「
い
と
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
り
、
「
い

と
」
は

「
糸
」
と
副
詞
と
し
て
の
非
常
に
と
い
う
意
味
を
掛
け
る
技
巧
的
な
歌
に

　　
　

仕
立
て
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
主
題
は
、
蜘
蛛
の
糸
の
よ
う
に
極
め
て
切
れ

や
す
く
は
か
な
い
も
の
に
卑
官
な
わ
が
身
を
象
徴
し
、
夢
に
そ
の
無
常
観
を
表
白

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
、
夢
の
歌
題
の
詠
歌
の
特
徴
は
夢
と
い

う
歌
材
の
も

つ
伝
統
的
な
発
想
、
表
現
構
成
や
修
辞
な
ど
を
基
に
し
な
が
ら
新
奇

な
詠
法
の
創
意
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
歌
材
と
し
て
の
夢
は
、
単
な
る
夢
の

は
か
な
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
譬
え
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
世
の
は
か
な
さ
と
い
う
無

常
感
を
託
す
観
念
的
、
情
趣
的
な
歌
材
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
夢
と
い
う
歌
材
の
価
値
の
転
換
が
少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
と
指
摘

で

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
漢
詩
文
の
詩
句
や
中
国
説
話
や
故
事
を
典
拠
と
し
、

歌
の
広
が
り
を
も
た
せ
、
内
容
を
深
め
る
効
果
を
ね
ら
っ
た
新
し
い
詠
法
や
述
懐

歌
と
し
て
詠
じ
た
り
す
る
、
新
し
い
詠
作
方
法
上
の
試
み
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ

は
、
夢
と
い
う
歌
題
が
勅
撰
集
や
歌
合
に
歌
題
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
た
め
に

様
々
な
発
想
や
表
現
類
形
が
見
出
さ
れ
、
詠
作
方
法
の
模
索
が
成
さ
れ
た
と
受
け

取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
少
な
か
ら
ず
、
堀
河
首
題

「夢
」
の
詠
歌

(12)



堀河百首題 「夢」 をめ ぐって

の
特
徴
の

一
つ
で
あ
り
、
歌
題
の
特
質

と
し
て
掲
げ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
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句
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が
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る
伝
本
が
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ら
れ
る
。
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古
今
集
』

で
は

「
い
と
か
か
り
」

の
歌

で
入
集

し

て
い
る
。
も
し
、
「
い
と
か
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り
」

と

し
た
場
合
、

「か

か

り
」

は

「
糸
」

の
縁

語

で
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」

を
掛

け
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る
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