
堀
河
百
首
題

「
野
」
を

め
ぐ

っ
て

内

藤

愛

子

堀
河
百
首
題
の
雑
の
歌
題
の
う
ち
、
「
山
」
「
河
」
「野
」
「
関
」
「
橋
」
「海
路
」

の
六
歌
題
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
歌
枕
、
地
名
、
名
所
が
歌
題
設
定

に
当

っ
て
重
要
な
要
素
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
雑
の
歌
題
の
配
列
に
お
い

て
も
、
集
中
的
に
並
ら
べ
ら
れ
、
配
列
構
成
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

六
歌
題
の
う
ち
、
今
回
は
、
「
野
」

の
歌
題
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
詠
ま
れ
て

い
る
歌
枕
、
地
名
、
名
所
の
特
性
を
抽
出
し
、
そ
の
歌
題
の
特
徴
を
と
ら
え
て
み

た
い
。

「
野
」
と
い
う
単
題
は
、
堀
河
百
首
題
と
共
通
す
る
歌
題
が
多
数
見
ら
れ
る
。

『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
見
ら
れ
る
。
が
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
の
勅
撰
集
や

歌
合
の
歌
題
と
し
て
見
当
ら
な
い
。
『古
今
六
帖
』
第
二
帖
に

「
野
」
の
分
類
が

見
ら
れ
、
し
か
も
、
「春
の
野
」
「
夏
の
野
」
「
秋
の
野
」
「
冬
の
野
」
等
と
細
分
類

が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
「
野
」

の
十
六
首
の
詠
歌
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
前
述
の
と

お
り
、
歌
枕
、
地
名
、
名
所
が
詠
ま
れ
、
そ
れ
と
共
に

「
草
」
や

「花
」
を
詠
み

込
ま
れ
た
歌
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。

具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
「
浅
茅
」
(
㈱

・
脇
)
「
さ
さ
め
」
(
脳

・
細
)
「
ぬ
る

て
」
(
睇
)
「
萩
」
(
跏
)
「草
」
(
蜥

・
㎜

・
鰤
)
「花
」
(脳

・
蹴

・
跏

・
隔
)
で

あ
る
。

そ
の
う
ち
、
「草
」
、
「
衣
」、
「
露
」
の
歌
語
と
歌
枕
、
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
類

型
表
現
の
詠
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

㎜
あ

つ
さ
ゆ
み
い
る
の
の
く
さ
の
ふ
か
け
れ
は
あ
さ
ゆ
く
人
の
ぞ
て
そ
露
け
き

(
顕
季
)

跏
月
き
よ
み
あ
け
の
・
は
ら
の
夕
露
に
さ
さ
め
わ
け
く
る
こ
ろ
も
さ
ぬ
れ
ぬ

(仲
実
)

跏
宮
城
野
の
秋
の
萩
原
わ
け
ゆ
け
は
上
葉
の
露
に
神
そ
ぬ
れ
ぬ
る

(永
縁
)

こ
れ
ら
の
三
首
は
、
後
朝
の
別
れ
を
意
識
し
た
詠
歌
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
と
し
て
次
の
四
首
が
見
え
る
。

脳
秋
の
野
を
心
の
さ
ら
に
わ
け
ゆ
け
は
を
の
か
い
ろ
い
ろ
さ
け
る
花
か
な

嬲
み
や
き
野
の
ち

・
の
草
葉
を
む
す
ひ
を
き
て
花
み
ん
程
は
絶
す
通
は
ん

跏
さ
ま
く

に
心
そ
と
ま
る
み
や
き
の

・
花
の
色
く

む
し
の
こ
ゑ
く

嘶
と
も
か
く
も
人
に
い
は
て
の
野
へ
に
き
て
ち
く
さ
の
は
な
を
ひ
と
り
み
る
哉

と
あ
り
、

い
ず
れ
も
、
秋
の
野
に
た
く
さ
ん
咲
い
て
い
る
花
を
注
目
し
た
類
型
発

想
及
び
類
型
表
現
の
詠
歌
で
あ
り
、
嬲

・
陥
に
は
、
季
節
を
表
わ
す
歌
語
は
詠
ま

れ
て
い
な

い
が
、
秋
の
野
と
捉
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
季
節
及
び
季
節
を
表
わ
す
歌
語
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
は
十
六
首
中
九
首

み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
季
節
を
表
わ
す
歌
語
が
詠
ま
れ
て

い
る
。
秋
と
い
う
季
節
を
詠
み
入
れ
た
歌

(
4041

)
の
み
で
、
秋
の
季
節
を
表
わ
す

歌
材
と
し
て
は
、
「
す
が
る
」
(
6931
)
「
虫
の
声
」
(
跏
)
「う
ず
ら
な
く
」
(
聯
)
が

あ
り
、
晩
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
季
節
を
表
わ
す
歌
語
と
し
て

「
霜
枯
」
(
㎜

・

跚
)
「
枯
野
」
(
㎜
)
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

28



こ
の
よ
う
に
、
「
野
」
の
歌
題
に
お
い
て
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
は
、
少

な
か
ら
ず
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
季
節
を
意
識
し
て
捉
え
て
い
た
と
言

っ
て
間

違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「野
」
の
詠
歌
の
特
徴

の

一
つ
と
し
て
、
十
六
首

の
う
ち
、
十
二
首
ま

で
が
、
歌
枕
、
地
名
、
名
所
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
野
」
の
詠
歌
に
み
ら
れ
る
歌
枕

、
地
名
、
名
所
は
、
「
粟
津
野
」、
「
あ
け
の

の
原
」
、
「
い
は
て
野
」
、
「入
野
」
、
「
ゐ
な
の
伏
原
」、
「
小
倉
」、
「嵯
峨
」
、
「吹
上

小
野
」
、
「布
留
野
」
、
「宮
城
野
」
、
「武
蔵
野
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
枕
、
地
名
、

名
所
の
各
々
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
れ
ら
の
歌
枕
、
地
名
、
名
所
の
う
ち
、
「あ
け
の
の
原
」
、
「
い
は
て
の
」
は
、

集

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
の
勅
撰
集

に
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
歌
枕
、
地
名
で
あ
り
、

33第

ど
ち
ら
も

『堀
河
百
首
』
の

「野
」

の
詠
歌

一
首
の
み
に
詠
み
込
ま
れ
た
も
の
で

要

あ
る
。

紀

「あ
け
の
の
原
」
は
、
藤
原
仲
実

の
歌

(
993、上
)
に

究

細
月
き
よ
み
あ
け
の

・
は
ら
の
夕
露
に
さ

・
め
わ
け
く
る
こ
ろ
も
さ
ぬ
れ
ぬ

研

と
あ
り
、
「
あ
け
の
の
は
ら
」
は
所
在

不
明
の
地
名
で
あ
る
。
「あ
け
の
の
は
ら
」

の

「あ
け
」
が

「
明
」
と
同
音
か
ら
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
拠

っ
て
初
句

の

「月
き
よ
み
」
と
対
応
す
る
地
名
で
あ
り
、
音
か
ら
連
想
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
生

か
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

「あ
け
の
の
は
ら
」
は
、
管
見
の
範
囲
に
寄
る
と
先
例
歌
が
な
く
、
『
堀
河
百

首
』
成
立
以
後
に
お
い
て
も
詠
ま
れ

て
お
ら
ず
、
藤
原
仲
実
の
歌

一
首
の
み
で
あ

り
、
独
創
的
で
、

一
過
性
の
地
名
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
、

「
あ
け
の
の
は
ら
」
は
、
後
世
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
歌
枕
表
現
に
成
り
得
ず
、

し
か
も
そ
れ
は
、
従
来
に
な
い
地
名

に
拠

っ
て
新
奇
さ
を
希
求
し
た
と
言
え
る
。

次

に

、

「
い
は

て

の
」

に

つ

い
て
検

討

し

て

み
よ

う

。

「
い
は

て

の
」

は

『
堀

河

百

首

』

に
お

い

て
、

隆

源

の
歌

(
5041

)

一
首

の
み

に

詠

ま

れ

て

い
る

。

蠅
と

も

か

く

も

人

に

い
は

て

の

の

へ
に

き

て
ち

く

さ

の
は

な
を

ひ
と

り

み

る
哉

「
い

は

て
」

は

、

『
八

雲

御

抄

』

に

「
い
は

て
山

」

が

見

え

、

そ

こ

に

は

国

名

不

記

と

あ

り

、

そ

の
所

在

に

関

し

て
明

確

で

な

い
歌

枕

、

地
名

で
あ

る
。

隆

源

の
歌

は

、

「
い
は

て
」

が
、

そ

の
音

か

ら

く

る

イ

メ

ー
ジ

か

ら

コ
言
わ

で

」

に

掛

け

た

用

法

に

拠

っ
て
、

野

に

咲

く

、

た

く

さ

ん

の
花

を

一
人

で

見

に

い
く

心

情

を

詠

じ

て

い
る

。

「
い

は

て
」

は

、

『
堀

河

百

首

』

成

立

以

前

の
勅

撰

集

に

お

い
て

、
管

見

し

た

と

こ

ろ

に

拠

る
と

、

先

例

が

見

当

た

ら

な

い
。

だ

が

、

『
堀

河

百

首

』
成

立

以

後

の
勅

撰

集

に

お

い
て

は

、

「
い
は

て

」

や

「
い
は

て

の
山

」

と

い
う

歌

枕

、

地

名

が

詠

ま

れ

て

い
る

。

「
い
は

て
」

は
、

『
千

載

集

』

(
礑

)
、

『
新

古

今
集

』

(
捌

)

に

詠

ま

れ

、

「
い
は

て

の
山

」

は

『
千

載

集

』

(
ー

ワ5

民
U
●
ρhU

ρnU

ρnU
)

に

見

ら

れ

る
。

跚

思

へ
ど

も

い
は

で
忍

ぶ

の
す

り

衣

心

の
う

ち

に

乱

れ

ぬ

る

か
な

聯
み

ち

の
く

の

い
は

で
忍

ぶ

は

え

そ

し

ら

ぬ

か
き

つ
く

し

て

よ

つ
ぼ

の

い
し

ぶ

み

㎝

思

へ
ど

も

い
は

で

の
山

に

年

を

経

て

朽

ち

や

は

て

な

ん
谷

の
う

も

れ

木

鰤

人

し

れ

ぬ

涙

の
川

の
み

な

か

み

や

い
は

で

の
山

の
谷

の

し
た

水

い
ず

れ

も

、

恋

愛

の
詠

歌

で
、

「
い
は

て
」

に

「
言

は

で
」

を

掛

け

て

、

忍

ぶ

恋

情

を

托

し

て

い
る

。

こ

の
よ

う

に

、

「
い

は

て

の
」

は
、

『
堀

河

百

首

』
詠

出

当

時

に

お

い

て
初

出

で

新

奇

な

歌

枕

、

地

名

で
あ

り

、

『
堀

河

百

首

』

以

後

に

も

詠

み
続

け

ら

れ

、

歌

枕

と

し

て

の
定

着

化

が

み
ら

れ

る

。

し

か

も

、

「
い
は

て
」

に

関

連

し

た
歌

枕

は
多

様

化

さ

れ

た

と

捉

え

ら

れ

る

。

「
野
」

の
歌
題
に
お
い
て
、
歌
例
の
掲
げ
ら
れ
な

い
地
名
と
し
て

「吹
上
小

野
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
源
国
信
の
詠
歌

(
5931
)
で

脳
浜
風
の
ふ
き
あ
け
の
を
の
の
あ
さ
ち
は
ら
波
よ
る
か
ら
に
た
ま
そ
ち
り
け
る
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堀河百首題 「野」 をめ ぐって

と
あ
り
、
「
吹
上
」
は
、
「吹
き
上
げ
」
の
音
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
活
か
し
、
「
浜

風
」
の
縁
語
と
し
て

「
波
」
が
詠
み
込
ま
れ
、
縁
語
表
現
を
駆
使
し
て

一
首
を
構

成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
は
、
「吹
上
浜
」
の
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を

意
識
し
た
詠
作
方
法
で
あ
る
。

「
吹
上
浜
」
や

「
吹
上
」
は
、
紀
伊
の
国
の
歌
枕
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
『
古

今
集
』
(
272
)
や
そ
の
詞
書
に
み
ら
れ
、
同
歌
は
、
『古
今
六
帖
』
(
欄
)
に
も
み

ら
れ
、
そ
れ
以
来
詠
ま
れ
て
い
る
歌
枕
で
あ
る
。

軅
秋
風
の
吹
上
に
た
て
る
白
菊
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
浪
の
寄
す
る
か

『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
、
「吹
上
浜
」
を
詠
じ
た
歌
は
次
の
二
首
で
あ
る
。

嬲
浦
風
に
ふ
き
あ
け
の
は
ま
の
浜
千
鳥
な
み
た
ち
く
ら
し
よ
は
に
な
く
な
り

弸
お
き

つ
風
ふ
き
あ
け
の
は
ま

の
さ
む
け
れ
は
冬
の
よ
す
か
ら
千
鳥
な
く
な
り

い
ず
れ
も
、
「吹
き
上
げ
」
の
意

か
ら
、
風
が
連
想
さ
れ
、
「吹
上
浜
」
と

「
千

鳥
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「吹
上
浜
」
と

「千
鳥
」
の
組
合
わ
せ
歌
は
、
『堀
河
百

首
』
以
前
に
は
見
ら
れ
な

い
。

こ
の
よ
う
に
、
「
吹
上
小
野
」
は
、
『古
今
集
』
以
来
詠
ま
れ
て
い
る

「吹
上
」

や

「吹
上
浜
」
か
ら
創
作
さ
れ
た
か
、
「浜
」
が

「小
野
」
に
改
変
さ
れ
た
も
の

と
推
察
さ
れ
、
新
奇
な
歌
枕
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次

に
、

「
入

野

」

に

つ

い

て
検

討

し

て

み

よ
う

。

『
堀

河

百
首

』

に

お

い

て

「
入

野
」

を

詠

み
入

れ

て

い
る
歌

は

二
首

(
7-

7

6

・
39

1⊥

1

)
挙

げ

ら

れ

る

。

餅

ふ

ゆ
草

と

見

え

し

入

野

の
を

さ

さ

わ

ら

や
よ

ひ

の
あ

め

に

ふ

か

み
と

り

な

り

㎜
あ

つ
さ

ゆ

み

入

野

の
く

さ

の
深

け

れ

は

あ

さ

ゆ

く

人

の
ぞ

て

そ
露

け

き

い
ず

れ
も

、
「
入

野

」

と

「
草

」

が

詠

ま

れ

て

い
る
。

藤

原

顕

季

の
歌

(
甜
)

は

、

「
入

野

」

の

「
入

る

」

に

「
射

る

」

を

掛

け

、

し

か

も

、

「
射

る

」

の
枕

詞

と

し

て

「
梓

弓

」
を

置
き

、
技

巧
的

な
詠

法

に
拠

っ
て

い
る

。

「
入

野

」

は

、

山

城

の
国

の
歌

枕

で
、

『
万

葉
集

』

二
首

(
㎜

・
㎜

)
見

ら

れ

る

。

跚

た
ち

の
し

り

さ

や

に

い
り

の
に
く

す

ひ
く

わ

き

も

ま

そ

て

に

き

せ

て

む
と

か

も
夏
草
か
る
も

㎜
さ
を
し
か
の
入
野
の
す
す
き
は
つ
を
は
な

い
つ
れ
の
と
き
か
妹
か
て
ま
か
む

こ
の
二
首

の
う
ち
、
後
の
歌

(
1822
)
は
、
『新
古
今
集
』
(
躅
)
や

『人
麿
集
』

(
451
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
「
さ
を
鹿
の
い
る
の
の
薄
初
尾
花

い
つ
し
か
妹

が
手
枕
に
せ
む
」
と
な
り
、
下
句
に
改
変
が
み
ら
れ
る
。

「
入
野
」
は
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
の
勅
撰
集
に
お
い
て
、
詠
ま
れ
た
歌

例
が
見
当
ら
ず
、
『
同
百
首
』
以
降
に
お
い
て
、
『
千
載
集
』
(m
)
で
は

「
入
野

の
原
」
が
み
ら
れ
、
『新
古
今
集
』
(
躅
)
で
は
、
前
述
の
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

m
み
ち
と
ほ
み
入
野
の
原
の
つ
ほ
す
み
れ
は
る
の
か
た
み
に
つ
み
て
か

へ
ら
ん

こ
の
詠
歌
は
、
詞
書
に
、
「嘉
承
二
年
后
宮
の
歌
合
に
、
菫
菜
を
詠
め
る
」
と
あ

り
、
出
典
は
歌
合
歌
で
あ
る
。

ま
た
、
『
堀
河
百
首
』
以
降
の
私
家
集
に
は
、
「
入
野
」
を
詠
み
入
れ
た
歌
例
が

数
多
く
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『清
輔
集
』
姻

(『
私
家
集
大
成

・
中
古
H
』
83
)

や

『後
鳥
羽
院
御
集
』
跚

(『
私
家
集
大
成

・
中
世
H
』
1
)
に

姻
さ
を
し
か
の
入
野
の
す

・
き
ほ
の
め
か
せ
秋
の
さ
か
り
に
な
り
は
て
す
と
も

跚
さ
を
し
か
の
い
る
の

・
す

・
き
露
し
け
み
た
か
手
枕
に
月
や
と
る
ら
ん

と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
入
野
」
は
、
『万
葉
集
』
に
典
拠
を
求
め
た
歌
枕
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
『堀
河
百
首
』
の
詠
出
当
時
以
降
よ
り
、
「
入
野
」
は
、
詠
ま
れ
、

歌
枕
と
し
て
定
着
化
し
た
と
推
測
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
入
野
」
と
同
様
に
掛
詞
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
歌
枕
、
地
名
と
し
て

「
粟
津

野
」
と

「布
留
野
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
万
葉
時
代
に
詠
ま

れ
て
い
る
歌
枕
、
地
名
で
あ
る
。

『
堀
河
百
首
』
に
お
い
て

「
粟
津
野
」
を
詠
じ
た
の
は
、
肥
後
の
歌

(
蠅
)

一

首
で
あ
る
。

跏
わ
か
せ
こ
か
狩
に
の
み
く
る
あ
は
つ
の
に
草
か
く
れ
つ
・
う

つ
ら
な
く
な
り
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「
粟
津
野
」
は
、
近
江
の
国
の
歌
枕
で
、
現
在
の
大
津
市
膳
所
に
あ
た
る
。
「
粟

津
」
は
、
『催
馬
楽
』
(23
)
に

23
鷹
の
子
は

麿
に
賜
は
ら
む

手
に
据
ゑ
て

粟
津
の
原
の

御
栗
栖
の
め

く
り
の

鶉
狩
ら
せ
む
や

さ
き
む
た
ち
や

と
あ
り
、
「
粟
津
野
」
は
、
『古
今
六
帖
』
(
㎜
)
に
見
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
詠
歌

は
、
大
伴
家
持
の
詠
作
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

跏
お
も
ひ
で
て
こ
ひ
し
く
も
あ
る
か
あ
は
つ
の
の
小
萩
が
下
に
わ
が
ゆ
き
し
か

り

『
堀
河
百
首
』
以
前
の
勅
撰
集
に
お
い
て
は
、
『後
拾
遺
集
』
(
45
)
に

一
首
の
み

詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
『堀
河
百
首
』
の
詠
作
歌
人
達
と
同
時
代
の
歌
人

で
あ
る
権
僧
正
静
円
の
作
で
あ
る
。

45
あ
は
つ
の
の
す
ぐ
ろ
の
薄
つ
の
ぐ
め
は
ふ
ゆ
た
ち
な

つ
む
こ
ま
そ
い
は
ゆ
る

ま
た
、
『堀
河
百
首
』
の
詠
出
歌
人

で
あ
る
大
江
匡
房
の

『
江
帥
集
』
狸

(『
私
家

集
大
成
中
古
1
』
51
)
に
あ
り
、
歌
題
に
も
見
出
せ
る
。

粟
津
原
有
臂
鷹
之
人

狸
も
ろ
か

へ
り
そ
ら
と
る
た
か
を
ひ
き
す
ゑ
て
あ
は
つ
の
は
ら
を
か
る
や
た
か

こ
そ

こ
の
よ
う
に
、
「
粟
津
野
」
は
、
万
葉
の
歌
人
に
拠

っ
て
詠
ま
れ
た
歌
枕
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
典
拠
と
し
て
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
当
時
の
歌
人
達
に
注
目
さ
れ

た
歌
枕
と
受
け
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

肥
後
の
歌

(
6041
)
は
、
「
粟
津
野
」
の

「粟
津
」
に

「
逢
は
ず
」
の
意
を
響
か

せ
た
掛
詞
の
用
法
に
拠

っ
た
詠
歌
で
あ
り
、
し
か
も
、
発
想
の
典
拠
と
し
て

『
伊

勢
物
語
』
第
百
二
十
三
殺
の
詠
歌

に
求
め
、
そ
の
歌
は

『古
今
集
』
(軅
)、
『
古

今
六
帖
』
(
1911
)
に
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

軅
野
と
な
れ
は
鶉
と
な
り
て
な
き
を
ら
む
狩
た
に
や
は
君
は
来
さ
ら
む

ま
た
、
「
わ
か
せ
こ
」
と

い
う
万
葉
的
な
歌
語
を
意
識
的
に
使
用
し
な
が
ら
、
狩

に
の
み
来
る
我
夫
を
鶉
に
托
し
、
憂
き
心
を
添
え
て
、
逢
え
な
い
恨
み
の
心
を
詠

じ

て

い
る

。

次
に
、
「布
留
野
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
二
首

(螂

鯲
)
挙
げ
ら
れ
る
。

媼
い
に
し
え
の
ふ
る
の
・
み
ち
を
た
つ
ね
き
て
し
水
を
わ
れ
も
む
す
ひ
つ
る
哉

(河
内

・
野
)

嫐
く
ち
に
け
り
人
に
か
よ
は
ぬ
い
そ
の
か
み
ふ
る
の

・
さ
は
に
わ
た
す
ま
ろ
は

し

(藤
顕
仲

・
橋
)

こ
の
二
首
の
他
に
、
「布
留
京
」
を
詠
じ
た
歌
と
し
て
二
首

(
36

・
齠
)
見
え
る
。

36
い
そ
の
か
み
ふ
る
の
み
や
こ
に
は
る
く
れ
ば
霞
た
な
び
く
た
か
ま
と

の
山

(師
頼

・
霞
)

㎜
わ
が
心
す
き
に
し
か
た
に
た
ち
か

へ
り
ふ
る
の
み
や
こ
ぞ
今
も
こ
い
し
き

(師
時

・
田
家
)

こ

の
四
首
は
、
「布
留
野
道
」
「布
留
沢
」
「
布
留
京
」
が
詠
み
入
れ
、
「布
留

野
」
に
関
連
し
た
歌
枕
、
地
名
が
多
数
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
布
留
野
道
」

以
外

の

「布
留
野
沢
」
「布
留
京
」
は
、
管
見
の
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
詠
歌
以

前
の
歌
例
を
挙
げ
ら
れ
ず
、
新
奇
な
意
図
を
も

っ
た
歌
枕
、
地
名
と
言
え
る
。

「布
留
野
道
」
は
、
『
貫
之
集
』
脳

(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』
57
)
に
同
歌
は

『古
今
六
帖
』
(㎜
)
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『和
泉
式
部
集
』
覦

(『私
家
集

大
成
中
古
H
』
1
)
や

『
伊
勢
大
輔
集
』
95

(『
私
家
集
大
成
中
古
H
』
24
)
に

見
ら
れ
る
。

脳
い
そ
の
上
ふ
る
の
の
道
の
草
分
け
て
清
水
く
み
に
は
又
も
か

へ
ら
ん

覦
今
よ
り
は
ふ
る
の
の
み
ち
に
草
し
け
み
わ
す
れ
行
に
は
さ
そ
ま
と
ふ
ら
ん

95
い
そ
の
か
み
ふ
る
の
の
み
ち
の
し
る
へ
に
は
今
日
行
末
も
君
こ
そ
は
せ
め

い
ず
れ
も
、
「布
留
」
に

「古
」
や

「
経
る
」
を
掛
け
た
恋
愛
歌
に
仕
上
げ
て
い

る
。「

布
留
野
」
は
、
大
和
国
の
歌
枕
で
、
『万
葉
集
』
(
㎜

・
㎜
)
に
見
ら
れ
る
。
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闘
石
上
布
留
の
早
稲
田
を
秀
で
ず
と
も
縄
だ
に
延

へ
て
守
り
つ
つ
居
ら
む

㎜
石
上
布
留
の
神
杉
神
さ
ぶ
る
恋
を
も
我
は
さ
ら
に
す
る
か
も

こ
の
二
首

の
よ
う
に
、
「神
杉
」
「
早
稲
田
」
を
詠
み
入
れ
て
い
る
。
「布
留
」
は

「
古
」
と
同
音
で
、
し
か
も

「
石
上
」
に

「
そ
の
か
み
」
を
掛
け
た
り
、
古
め
か

し
く
神
さ
び
た
イ
メ
ー
ジ
に
依
拠
し
、
そ
れ
以
後
、
「古
」
に
掛
け
た
表
現
や
、

古
い
も
の
の
象
徴
を
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
布
留
」
に
関
連
し
た
歌
枕
、
地
名
を
ち
な
み
に

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
の

勅
撰
集
に
お
い
て
、
挙
げ
て
み
る
と
、
『古
今
集
』
に
は
、
「布
留
の
中
道
」
(
晒
)

「
ふ
る
か
ら
の
小
野
」
(
688
)
が
あ
り
、
『後
撰
集
』
に
は
、
「布
留
の
山
」
(49
)

「
布
留
野
」
(
跚
)
「
布
留
の
わ
さ
た
」
(
鵬
)
が
み
え
、
『拾
遺
集
』
に
は
、
「布

留
の
社
」
(
768
)
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「布
留
」
は
、
『万
葉
集
』
以
来
詠
み

続
け
ら
れ
た
歌
枕
で
あ
り
、
し
か
も
、
「布
留
」
に
関
連
し
た
歌
枕
、
地
名
の
多

様
化
が
成
さ
れ
て
い
る
。

「
野
」
の
歌
題
に
お
い
て
、
「布
留
野
」
を
詠
じ
た
の
は
、
河
内
の
歌

(躙
)

で
、
「布
留
野
」
の

「布
留
」
に

「古
」
の
同
音
を
響
か
せ
、
「
経
る
」
を
掛
け
、

し
か
も
発
想
の
典
拠
は
、
『古
今
集
』
跚
に
求
め
て
い
る
。

脚
い
に
し

へ
の
野
中
の
し
水
ぬ
る
け
れ
と
も
と
の
心
を
し
る
人
そ
く
む

跏
石
上
ふ
る
の
の
み
ち
の
草
わ
け
て
し
み
つ
く
み
に
は
ま
た
も
か

へ
ら
ん

ま
た
、
河
内

の
歌
と
類
型
発
想
の
詠
歌
は
、
前
掲

の

『古
今
六
帖
』
(
㎜
)
の
詠

歌
で
あ
り
、
そ
の
詠
歌
と
何
ら
か

の
影
響
関
係
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
野
」
の
歌
枕
、
地
名
、
名
所

の
う
ち
、
『万
葉
集
』
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
も

の
と
し
て

「
武
蔵
野
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
武
蔵
野
」
は
、
『万
葉
集
』
巻
十
四
に

「
武
蔵
国
の
歌
」
と
し
て
独
立
し
た
歌
群
が
見
ら
れ
る
。
殊
に
、
「武
蔵
野
」
は
、

『
古
今
集
』
(
跚
)
に

跚
む
さ
さ
き
の
ひ
と
も
と
ゆ
え

に
む
さ
し
の
の
草
は
み
な
か
ら
あ
は
れ
と
そ
見

ゆ

と
あ
り
、
『古
今
六
帖
』
(
撒
)
に
お
い
て
も

㎜
武
蔵
野
の
草
の
ゆ
か
り
と
き
く
か
ら
に
お
な
じ
野
べ
と
も
む
つ
ま
し
き
か
な

と
あ
り
、
「
草
」
と
結
び
付
け
て
詠
ま
れ
る
歌
例
は
、
『古
今
集
』
以
来
多
く
見
ら

れ
る
。『堀

河
百
首
』
に
お
い
て
、
「
武
蔵
野
」
を
詠
み
込
ん
だ
詠
歌
は
四
首
見
出
せ

る
。
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

覿
む
さ
し
の
は
ま
た
や
か
な
く
に
春
く
れ
は
い
そ
き
も
え
い
つ
る
下
蕨
か
な

盥
む
さ
し
の
に
こ
と
し
は
も
え
よ
紫
の
わ
ら
ひ
は
草
の
ゆ
か
り
な
ら
ね
と

跖
む
さ
し
の
に
わ
か
し
め
ゆ
ひ
し
若
草
を
む
す
ひ
そ
め
つ
と
人
や
し
る
ら
ん

㍑
旅
人
の
ゆ
く
ほ
と
と
ほ
き
む
さ
し
の
は
草
さ

へ
ふ
か
く
な
り
に
け
る
か
な

そ
の
う
ち
二
首

(
2

4

り0
●
4

1

1
)
は
、
「
早
蕨
」
の
詠
歌
で
、
「
武
蔵
野
」
と

「蕨
」
の

組
み
合
せ
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
既
に
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
以
前

ぽ
　

に
歌
例
の
な
い
組
み
合
せ
で
あ
り
、
新
し
い
試
み
で
あ
る
。
「
野
」
の
歌
題
で
詠

ま
れ
た
の
は
、
藤
原
顕
仲
の
歌

(
2041
)
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
『古
今
集
』
以
来
の

「
草
」
を
詠
み
入
れ
る
作
法
を
用
い
、
武
蔵
野
ま
で
の
遠

い
道
の
り
を
、
草
が
深

く
な
る
と
い
う
時
間
的
推
移
に
拠

っ
て
表
現
し
た
歌
と
言
え
る
。

次

に

、

「
猪

名

伏

原
」

に

つ
い

て
検

討

し

て

み
よ

う

。

「
猪

名

」

は

、

摂

津

の
国

の
歌

枕

で

あ

り

、

『
万

葉

集

』

以

来

、

「
猪

名

」

の
枕

詞

「
し

な

が

鳥

」

と

共

に

詠

作

し

た

も

の
が
多

数

を
占

め

て

い
る

。

『
堀

河

百

首

』

に

お

い
て

、
「
猪

名

伏

原

」

を

詠

じ

た

の
は

、

二

首

(
nJ

3

99

.
踟

)
あ

り

、

そ

の
う

ち

一
首

は

「
野

」

の
歌

題

の

藤

原
基

俊

の
詠

歌

(
3041

)

で
あ

る

。

跚

む

か

し

み

し
道

た

つ
ね

れ

と

な

か
り

け
り

ぬ

る

て
ま

し

り

の
ゐ

な

の
伏

原

「
猪

名

伏

原
」

の

「
猪

名

」

に

関

し

て

は
、

田
尻

嘉

信

氏

が

既

に

詳

細

な

論

考

で

ご
指

摘

の
と

お
り

、
古

く

『
万
葉

集

』

で

は
、

「
猪
名

野

」

(
跚

・
㎜
)

「
猪

名

湊

」

(
872

)

「
猪

名

山

」

(
跚

)

が

詠

ま

れ

て

い
る

。

「
猪

名

伏

原

」

は

、

勅

撰

集

に

お

い
て
、

『
拾

遺

集

』

(
鵬

)

に
見

出

せ

る
。
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髑
し
な
か
鳥
猪
名
の
伏
原
と
ひ
わ
た
る
し
き
か
羽
音
お
も
し
ろ
き
か
な

『
堀
河
百
首
』
に
お
い
て
、
「
猪
名
」
に
関
連
し
た
歌
枕
、
地
名
、
名
所
が
数

多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
猪
名
伏

原
」
(
OJ

3

99

.
幽
)、
「
猪
名
湊
」
(
鰯
)、
「猪
名
野

の
沖
」
(
6441
)、
「
猪
名
端
山
」
(
踞
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

弸
し
な
か
と
り
ゐ
な
の
伏
原
風

さ
え
て
こ
や
の
池
み
つ
氷
し
に
け
り

(氷

・
仲

実
)

螂
風
さ
む
み
夜
や
ふ
て
ぬ
ら
む
し
な
か
鳥
ゐ
な
の
湊
に
千
鳥
し
は
な
く

(千
鳥

・
藤
顕
仲
)

躙
お
ほ
み
舟
ゐ
な
の

・
沖
の
や
ほ
ち
に
か
ら
ろ
計
そ
ま
か
ち
し
け
ぬ
く

(海
路

・
源
顕
仲
)

雌
し
な
か
鳥

ゐ
な

の
は
山
に
旅
寝
し
て
よ
は
の
ひ
か
た
に
め
を
さ
ま
し
つ
つ

(旅

・
俊
頼
)

こ
の
よ
う
に
、
「猪
名
」
は
、
『
堀
河
百
首
』
の
詠
出
歌
人
達
に
注
目
さ
れ
、
多

様
化
さ
れ
た
歌
枕
、
地
名
、
名
所
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
宮

城

野

」

は

、

陸

奥

の
歌

枕

で

あ

る
。

殊

に
、

『
古

今

集

』

に

み
ら

れ

る

二

首

(
4

1

0
u
・
G9

6

1
)

が

有

名

で

あ

る

。

硼

宮
木

の

の
も

と

あ

ら

の
小

萩

露

を

お

も

み
風

を

ま

つ
こ
と

き

み

を

こ

そ

ま

て

㎜

み

さ

ふ

ら

ひ

み

か

さ

と
申

せ
宮

木

の

の
木

の

下
露

は

あ

め

に

ま

さ

れ
り

ま

た

、

「
宮

城

野

」

は
、

「
も

と

あ

ら

の
小

萩

」

「
小

萩

」

「
露

」

「
木

の
下

露

」

な

ど

の
歌

語

と

い

っ
し

ょ

に
詠

じ

ら

れ

て

い

る
歌

例

が
多

数

を
占

め

て

い
る
。

『
堀

河

百
首

』

に

「
宮

城

野
」

を

詠

み
込

ん

だ

歌

は

六

首

み

ら

れ
、

そ

の
う

ち

の
半

数

の

三
首

が

「
野

」

の
歌

題

の

詠

歌

で

あ

る

。

ま

た

、

「
野
」

の

歌

題

に

お

い

て

、
「
宮

城

野

」

は

一
番

多

く

詠

ま

れ

た

歌

枕

、

地

名

、
名

所

で

あ

り

、

そ

の

三

首

(
殳
U

O

画4

鎗

・
⑳

・
40

)
は

次

の
よ

う

で
あ

る

。

脇

み

や
き

野

の
ち

・
の
草

葉

を

む

す

ひ

を
き

て
花

み

ん
程

は
絶

す

通

は

ん

む

へ

蜘
さ
ま
く

に
・毛
そ
と
ま
る
み
や
き
の
・
花
の
色
く

む
し
の
こ
ゑ
く

幽
宮
城
野
の
秋
の
萩
原
わ
け
ゆ
け
は
上
葉
の
露
に
袖
そ
ぬ
れ
ぬ
る

こ
の
三
首

の
う
ち
、
永
縁
の
歌

(
4041
)
は
、
「
萩
原
」
と
あ
り
、
萩
の
花
を
詠
ん

で
い
る
と
判
か
る
が
、
そ
の
他

の
源
顕
仲

の
歌

(
8931
)
と
源
俊
頼
の
歌

(跏
)
の

二
首
は
、
「
宮
城
野
」
と
共
に
野
に
咲
く
花
を
詠
み
、
萩
の
花
と
い
う
限
定
が
成

さ
れ
て
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
『古
今
集
』
以
来
、
「
宮
城
野
」
に
は
、
「
小

萩
」
「萩
」
と

い
う
定
着
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
て
い
る
が
、
殊
に
、
源
俊
頼

の
歌
に
お
け
る

「花

の
い
ろ
い
ろ
」
は
、
萩
の
花
だ
け
で
な
く
、
宮
城
野
の
秋
に

咲
く
多
種
類
の
花
に
注
目
し
て
い
る
。
秋
の
野
に
咲
く
花
々
を
詠
じ
た
歌
は
、
既

に
、
『万
葉
集
』
(
翻
)
に
、
「
山
上
臣
憶
良
、
秋
野
の
花
を
詠
む
歌
」

翻
秋
の
野
に
咲
き
た
る
花
を
指
折
り
か
き
数
ふ
れ
は
七
種
の
花

と
あ
り
、
発
想
の
典
拠
を

『万
葉
集
』
に
仰

い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
宮
城
野
」
と
秋
の
花
と
い
う
組
み
合
せ
は
、
『
古
今
集
』
以
来
、

定
着
し
た

「宮
城
野
」
と

「萩
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
り
、
新
し
い
組
み
合

一

せ
に
拠

っ
た
新
奇
な
試
み
の

一
つ
と
受
け
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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「野
」
の
歌
題
の
詠
歌
に
お

い
て
、
俊
頼
の
歌
と
同
様
に
、
秋
の
野
辺
の
花
々

に
視
点
を
置

い
た
詠
歌
と
し
て
、
源
師
頼
の
歌

(
6931
)
と
隆
源
の
歌

(
踊
)
が
挙

げ
ら
れ
る
。

脳
秋
の
野
を
心
の
さ
ら
に
わ
け
ゆ
け
は
を
の
か
い
ろ
い
ろ
さ
け
る
花
か
な

蜘
と
も
か
く
も
人
に
い
は
て
の
野

へ
に
き
て
ち
く
さ
の
は
な
を
ひ
と
り
み
る
哉

俊
頼
の
詠
歌
は
、
『
堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
の
間
に
少
な
か
ら
ず
影
響
関
係
が
あ

っ
た
と
予
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
野
」
の
歌
題
の
う

ち
、
四
首

(
脳

・
脇

・
跏

・
臨
)
が
、
秋
の
野
に
咲
く
花
々
を
注
視
し
た
類
型
的

発
想
の
詠
歌
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
野
」

の
歌
題
に
お
け
る
特
徴
的
な
詠
法
の

一

つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
α

「
野

」

の
歌

題

で

、

一
首

の
歌

の
中

に

複

数

の

歌
枕

、
名

所

を

詠

み
込

ん
だ

歌

が

一
首

(
1041

)

挙

げ

ら

れ

る

。



堀 河百首題 「野」をめ ぐって

開
み
わ
た
せ
は
さ
か
も
枯
野
と
な
り
に
け
り
今
や
を
く
ら
は
も
み
ち
な
る
ら
ん

こ
れ
は
、
源
師
時

の
詠
歌
で
、
「
嵯
峨
」
と

「小
倉
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

「嵯
峨
」
は
、
「
嵯
峨
野
」
と
捉
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「小
倉
」
も

「
小
倉

山
」
を
さ
し
、
嵯
峨
の
西
に
あ
る
山
で
、
古
来
、
も
み
じ
の
名
所
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
名
所
、
歌
枕
は
、
嵯
峨
の
近
辺
の
名
所
、
歌
枕
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

よ
く
詠
ま
れ
、
か
な
り

一
般
化
さ
れ
て
い
る
名
所
、
歌
枕
で
あ
る
。

こ
の
師
時
の
歌
の
よ
う
に
、
上
句
か
ら
下
句
を
推
定
す
る
と

い
う
構
成
を
も
つ

詠
歌
は
、
『古
今
集
』
㎜
に
見
ら
れ
る
。

㎜
深
山
に
は
あ
ら
れ
降
ら
し
外
山
な
る
ま
さ
き
の
か
つ
ら
色

つ
き
に
け
り

こ
の
よ
う
な
発
想
に
、
「嵯
峨
」
や

「
小
倉
」
の
歌
枕
や
名
所
を
詠
み
入
れ
る
こ

と
は
、
土
地
の
実
在
性
が
あ
り
、

二
つ
の
地
理
的
関
係
が
こ
の
歌
に
と

っ
て
大
事

な
要
素
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
嵯
峨
」
や

「小
倉
」
と
い
う
か
な
り

一
般
化
し
た
歌
枕
、
名

所
複
数
詠
み
込
む
と

い
う
詠
法
は
、
新
し
い
工
夫
の

一
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
よ
う
に
、
「野
」
に
詠
ま
れ
た
歌
枕
、
地
名
、
名
所
の
特
徴
を
み
て
み

る
と
、
『堀
河
百
首
』
に
お

い
て
新

た
に
注
視
さ
れ
た
歌
枕
、
地
名
と
し
て
は
、

「あ
け
の
の
は
ら
」
や

「
い
は
て
野
」
挙
げ
ら
れ
、
「
い
は
て
野
」
は

『
堀
河
百

首
』
詠
出
当
時
を
機
縁
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
推
察
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、
「
入
野
」
や

「
粟
津
野
」
の
よ
う
に
、
『
催
馬
楽
』
や

『万
葉
集
』
に
詠
ま
れ

た
歌
枕
で
、
そ
の
後
詠
歌
例
が
な
く
、
し
か
も

『堀
河
百
首
』
詠
出
時
代
を
契
機

に
歌
枕
と
し
て
定
着
化
し
て
い
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
堀
河
百
首
』
の

詠
出
歌
人
達
に
拠

っ
て

「猪
名
伏
原
」
や

「布
留
野
」
の
よ
う
に
多
様
化
さ
れ
た

歌
枕
、
地
名
が
み
げ
ら
れ
、
「宮
城
野
」
の
よ
う
に
、
「宮
城
野
」
と

「花
」
と
い

う
歌
枕
と
の
目
新
し

い
組
み
合
せ
に
拠
る
歌
枕
表
現
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
歌
枕
、
地
名
が
重
要
な
役
割
を
持

っ
て
い
る
歌
題
の

一
つ
で
あ

る

「野
」
に
お
い
て
は

『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
の
間
で
馴
染
み
の
な
い
、
新

し
く
珍
し

い
歌
枕
、
地
名
を
追
求
す
る
こ
と
に
苦
心
し
て
い
る
姿
が
窺
え
る
。
そ

れ
は
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
は
、
既
成
の
歌
枕
、
名
所
以
外
に
新
奇
な
地

名
を
詠
み
込
む
こ
と
に
拠

っ
て
詠
歌
世
界
の
拡
大
を
計

っ
た
も
の
と
言
え
る
。
し

か
も
、
堀
河
百
河
題

「
野
」
に
お

い
て
は
、
「
い
は
て
」、
「入
野
」
、
「粟
津
野
」

の
よ
う
に
、
後
世
に
影
響
を
与
え
、
新
し
い
歌
枕
表
現
の
獲
得
に
契
機
に
な

っ
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

〈注
〉

(
1
)
鳥
井
千
佳
子
氏

「
「堀
河
百
首
」
と
そ
の
背
景

周
辺
の
歌
学
書
と
の

関

連

に

お

け

る
ー

」

(
「
中

古

文

学

」
第

36
号

昭

61

・
3

)

(2
)
田
尻
嘉
信
氏

「元
永
六
年
十
月
二
日

『内
大
臣
家
歌
合
』
の
名
所
詠
」

(「跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
」
第
34
号

昭
61

・
4
)

引
用
し
た

『
万
葉
集
』
、
『古
今
六
帖
』
及
び
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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