
堀

河

百

首

題

「
山

」

を

め
ぐ

っ
て

堀
河
百
首
題
の
雑

の
歌
題
の
う
ち

、
「
山
」
「河
」
「野
」
「関
し
「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
に
占
め
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
、
雑

の
歌
題
配
列
に
お

い
て
、
二
十
歌
題
の
う
ち
、
六
歌
題

は
集
中
的
に
並
ら
べ
ら
れ
、
構
成
意
識
に

拠

っ
て
配
列
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
六
歌
題
の
う
ち
、
今
回
は
、
「山
」

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
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

「山
」
と
い
う
歌
題
は
、
堀
河
百
首
題
と
共
通
す
る
歌
題
が
多
数
あ
る

『和

漢
朗
詠
集
』
に
見
ら
れ
、
六
歌
題
の
中
で
唯

一
の
共
通
す
る
歌
題

で
あ
る
。

ま
た
、
『万
葉
集
』
第
十
巻

秋
雑

歌

の
中

に
、
「山
を
詠
む
」
(㎜
)
や
秋
相

聞

の
中
に

「
山
に
寄
す
る
」
(
8922

)
が
見
ら
れ
る
。

『古
今
和
歌
六
帖
』
第
二
に

山
と
い
う
大
き
な
分
類
が
み
ら
れ
、
そ
の
中
に

「や
ま
」
と

い
う
細
分
が
成
さ

れ
て
い
る
。

勅
撰
集
に
お

い
て
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
歌
題
と
し
て
は
見
ら
れ
ず
、

『拾
遺
集
』
雑
上

(
094

)
に

「
山
を
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
が
み
ら
れ
る
。

こ

の
よ
う

に
、
「
山
」
は
、
歌
題
と

い
う
明
確
な
意
識
は
な

い
に
し
ろ
、
『万
葉

集
』
以
来
、
主
題
と
さ
れ
、
伝
統
的
に
詠
み
続
け
ら
れ
て
い
る
。

堀
河
百
首
題

「
山
」
の
詠
歌
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「山
」

の
詠
歌
で
、
類
形
的
発
想
に
拠

っ
た
歌
を
み
て
み
る
と
、
旅
に
出
て
詠

じ
た
歌
が
五
首

(
磁
・
66
・
70
・
η
・
お

3

3

3
-
00

り0
)
み
え
る
。

内

藤

愛

子

甜
あ
ら
し
ふ
く
こ
く
れ
の
雪
を
う
ち
は
ら
ひ
け
ふ
ご
ゑ
ぬ
る
や
さ
や
の
な
か

や
ま

鰯
駒
な

へ
て
く
れ
ぬ
と
人
は
こ
そ
け
と
も
道
そ
は
る
け
き
富
士

の
柴
山

㎜
東
路
や
し
ら
ぬ
さ
か
ゐ
に
や
と
り
し
て
雲
ゐ
に
み
ゆ
る
筑
波
山
か
な

㎜
白
露
の
か

・
る
旅
ね
も
な
ら
は
ぬ
に
深
き
山
路
に
日
は
く
れ
に
け
り

　餅
あ
し
か
ら
の
山
の
た
う
け
に
け
ふ
き
て
そ
ふ
し
の
た
か
ね
の
ほ
と
は
し
ら

る

・

こ
の
五
首
の
う
ち
、
隆
源
の
歌

(
2731
)
の
み
、
歌
枕
、
地
名
が
詠
ま
れ
ず
、
旅

の
体
験
に
即
し
た
詠
歌
と
受
け
取
れ
る
。
そ
の
他
四
首
は
、
写
真
的
な
詠
歌
で

あ
り
、
歌
枕
、
地
名
に
拠

っ
て
、
よ
り
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
け
る
効

果
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
山
を
賞
め
讃
え
の
類
歌
と
し
て
二
首

(
㎜

・
㎜
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

㎜
か
み
さ
ふ
る
葛
城
山
の
た
か
け
れ
は
あ
さ
ゐ
の
く
も

の
は
る

・
ま
そ
な
き

ヨ鵬
あ
さ
み
と
り
か
す
み
て
わ
た
る
た
え
ま
す
よ
り
み
れ
と
も
あ
か
ぬ
妹
背
山

か
な

こ
の
二
首
は
、

い
ず
れ
も

「か
み
さ
ふ
る
」
、
「
み
れ
と
も
あ
か
ぬ
」
と

い
う
、

『万
葉
集
』

の
歌
語
に
拠

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
堀
河
百
首
題

「
山
」
に
お
い
て
、
類
形
的
表
現
や
発
想
に
拠

る
歌
が
数
少
な
く
、
様

々
な
発
想
に
拠

っ
て
お
り
、
詠
歌
の
多
様
性
を
示
し
て

い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「山
」
と
い
う
主
題
が
、
『万
葉
集
』
以
来
読
み
続
け
ら
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れ

て

い
る

と

い
う

伝

統

的

な

主

題

で

あ

る

こ

と

と

無

関

係

に

は

考

え

ら

れ

な

い

で
あ

ろ
う

。

次

に

、

「
山

」

歌

題

の

特

徴

の

一
つ

と

し

て

、

十

六

首

の
う

ち

、

十

一
首

ま

で

が

、

歌

枕

、

地
名

が

詠

み
込

ま

れ

、

し

か

も

、

同

一
の
歌

枕

、

地

名

に

よ

る

詠

歌

は

み
ら

れ

な

い
。

「
山

」

の

詠

歌

に

み

ら

れ

る

歌

枕

、

地

名

は

、

「
葛

城

山
」
、

「
妹

背

山

」
、

「
佐

夜

の
中

山

」
、

「
越

の

尾

山

」
、

「
富

士

の
柴

山
」
、

「
小

泊

瀬

山

」
、

「
荒

山
」
、

「
筑

波

山

」
、

「
黒

髪

山

」
、

「
ま

ゆ

み

山

」
、

「
足

柄

山

」

で
、

十

一
首

い
ず

れ

も
違

っ
た

歌

枕

、

地

名

に

拠

っ
て
詠

作

し

て

い

る
。

そ

の
う

ち

、

「
葛

城

山

」
、

「
妹

背

山

」
、

「
小

泊

瀬

山

」
、

「
富

士

柴

山

」
、

「
荒

山

」
、

「
筑

波

山

」
、

「
黒

髪

山

」
、

「
足

柄

山
」

は

『
万

葉

集

』

に
例

歌

が

挙

げ

ら

れ

る
。

ま

た

、

「
越

の
尾

山

」
、

「
富

士

柴

山

」
、

「
荒

山

」
、

「
黒

髪

山

」
、

「
ま

ゆ

み

山

」

は

、

『
堀

河

百

首

』

成

立

以

前

に
例

歌

が

み

え

な

い
歌

枕

、

地

名

で
あ

る
。

そ

れ

ら

の
歌

枕

、

地

名

に

つ

い
て
各

々
を

具

体

的

に

検

討

し

て

み

た

い
。

ま
ず

、

そ

れ

ら

の
う

ち
、

『
万

葉

集

』

に

例

歌

が
挙

げ

ら

れ

る
歌

枕

、

地

名

か

ら

検

討

し

て

み

よ
う

。

「
葛

城

山

」

は

、

『
万

葉

集

』

(
鵬

・
㎜

・
撕

)
以

来

、

詠

ま

れ
続

け

て

い

る

伝

統

的

な
歌

枕

で
あ

る
。

勅

撰

集

に

お

い
て

は

、

『
古

今
集

』

(
㎜

)

『
後

撰

集

』

(
193

)

『
拾

遺

集

』

(
襴

・
㎜

)

に

あ

り

、

そ

の
う

ち

、

『
拾

遺

集

』

(
捫

)

は

、

『
人

麿

集

』

(
捌

Y

(
『
私

家

集

大

成

中

古

1
』

2

)

に
も

み

え

る

。

『
堀

河

百

首

』

に

お

い

て

「
葛

城

山

」

を

詠

ん

だ

の

は

、

藤

原

公

実

の
歌

(
㎜

)

で

あ

る

。

㎜

か

み

さ

ぶ
る

葛

城

山

の

た

か

け

れ

ば

朝

ゐ

る
雲

の

は

る

る

ま

そ

な

き

と
あ

り

、

「
葛

城

山

」

と

「
雲

」

と

い
う

組

み

合

せ

の
例

歌

は
多

数

み
ら

れ

、

例

え

ば

、

『
万

葉

集

』

(
嬲

)

『拾

遺

集

』

(
躙

)

に

み

ら

れ

る
。

そ

れ

ら

は
作

歌

の

パ

タ

ー

ン
化

さ

れ

た

組

み
合

せ

と

捉

え

ら

れ

る
。

撕

は

る

や

な

き

か

つ
ら

き

や

ま

に

た

つ
く

も

の
た

ち

て

も

ゐ

て
も

い
も

を

し

そ
お
も
ふ

捫
あ
し
ひ
き

の
か

つ
ら
き
に
ゐ
る
雲

の
た
ち
て
も
ゐ
て
も
君
を

こ
そ
お
も

へ

し
か
も
、
「か
み
さ
ぶ
る
」
と
い
う
万
葉
的
な
表
現
を
使
用
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
葛
城
山
」
の
伝
統
的
な
詠
法
を
踏
襲
し
、
し
か
も
、
万
葉

風
な
表
現
に
拠

っ
た
称
讃
歌
と
受
け
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「妹
背
山
」
は
、
『万
葉
集
』
(
暫

・
齟

・
㎜
)
に
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
脚
は
、

暫
お
く
れ
ゐ
て
こ
ひ
つ
つ
あ
ら
は
き
の
く
に
の
い
も
せ
の
や
ま
に
あ
ら
ま
し

も
の
を

と
あ
り
、
紀
伊
国
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
勅
撰
集
に
も
詠
歌
が
み

ら
れ
、
伝
統
的
に
詠
ま
れ
て

い
る
歌
枕
、
地
名
と
言
え
る
。
勅
撰
集
で
は
、

『古
今
集
』
(
嬲
)
『後
撰
集
』
(
謝

・
伽
)
に
例
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

嬲
な
が
れ
て
は
い
も
せ
の
や
ま

の
中
に
お
つ
る
よ
し
の
の
川
の
よ
し
や
よ
の

中
謝
君
と
わ
れ

い
も
せ
の
や
ま
も
秋
く
れ
は
色
か
は
り
ぬ
る
も
の
に
ぞ
あ
り
け

る

-

伽
む
つ
ま
し
き

い
も
せ
の
や
ま
の
中
に
さ

へ
隔

つ
る
雲

の
は
れ
す
も
あ
る
か

な

そ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も

「妹
背
山
」
の

「妹
背
」
か
ら
人
事
に
即
し
た
詠
歌
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
詠
法
に
拠

っ
た
も

の
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
臨

の
よ
う

に
、
隔

つ
も
の
と
し

て
雲
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
発
想
で
、
霧
や

霞
を
詠
ん
だ
例
歌
も
あ
る
。

ま
た
、
『拾
遺
集
』
(916
)
に
は
、
『万
葉
集
』
(
圏
)
の
歌
が
ひ
か
れ
て
い
る
。

鵬
お
ほ
な
む
ち
す
く
な
み
神
の
作
れ
り
し
い
も
せ
の
や
ま
を
み
る
そ
う
れ
し

き
こ
の
歌
は
、
「妹
背
山
」
を
讃
め
称
え

た
歌
で
あ
り
、
こ
の
歌
と
同
様
な
発

想
で
詠
ま
れ
た
歌
が

『堀
河
百
首
』

の
源
国
信
の
歌

(
脇
)
で
あ
る
。

(12)
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跚
あ
さ
み
と
り
か
す
み
て
わ
た
る

た
え
ま
よ
り
み
れ
と
も
あ
か
ぬ
い
も
せ
や

ま
か
な

源
国
信
の
歌
は
、
従
来

の

「妹
背

山
」
を
詠
じ
た
も
の
と
異
な
り
、
叙
景
的

に
仕
上
げ
て
い
る
。
し
か
も

『万
葉

集
』
㎜
の
発
想

に
拠
り
な
が
ら
、
「
み
れ

ど
も
あ
か
ぬ
」
と
い
う
万
葉
集
的
表
現
を
使

っ
た

「妹
背
山
」

の
称
讃
歌
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
少
な
か
ら
ず
、
新
し

い
歌
枕
表
現
志
向
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

「小
泊
瀬
山
」
は
、
大
和

の
歌

枕

で
、
『万
葉
集
』
嬲
に
み
ら
れ
る
。
し
か

も
、
勅
撰
集
で
は
、
『後
撰
集
』
㈱
に

一
首
み
え
る

の
み
で
あ
る
。

遡
事
し
あ
ら
は
小
泊
瀬
山
の
石
城

に
も
隠
ら
は
と
も
に
な
思
ひ
そ
我
か
背

㎜
す
が
は
ら
や
伏
見

の
く
れ
に
み
わ
た
せ
は
霞
に
ま
か
ふ
を
は

つ
せ
の
や
ま

『堀
河
百
首
』
以
前
に

「小
泊
瀬

山
」
は
、
例
歌
が
少
な
い
歌
枕
、
地
名
で

あ
る
。

だ
が
、
『堀
河
百
首
』
に
は
、
三
首

(88

・
痂

・
㎜
)
詠
ま
れ
て
い
る
。

88
た
ち
返
る
春
の
し
る
し
は
か
す

み
し
く
を
は
つ
せ
山
の
ゆ
き
の
む
ら
き

へ

(俊
頼

・
残
雪
)
・

鵬
常
よ
り
も
を
は
つ
せ
山
の
よ
ふ

こ
と
り
声
む

つ
ま
し
く
き
こ
ゆ
な
る
哉

(源
顕
仲

・
呼
子
鳥
)

絣
ゆ
ふ

つ
く
ふ
さ
す
ゆ
ふ
く
れ
に

み
わ
た
せ
は
く
も
そ
か

・
れ
る
を
は

つ
せ

の
山

(仲
実

・
山
)

そ
の
う
ち
、
歌
題

「山
」
の
詠
歌
は
、
㎜
の
詠
歌
で
、
そ
の
歌
は

『後
撰
集
』

嬲

(同
歌
は

『古
今
和
歌
六
帖
』
躍

「
山
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。)
の
二
、
三

句
に
類
似
が
見
ら
れ
、
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『堀
河
百
首
』

の
詠
出
歌
入
で
あ
る
大
江
匡
房
の

『江
師
集
』
38

(『私
家

集
大
成
中
古
H
』
51
)
に

38
あ
ま

の
か
は
く
も

の
し
か
ら
み

こ
え
に
け
り
は
な
ち
り

つ
も
る
を
は
つ
せ

の
や
ま

と
あ

り

、

『
堀

河

百

首

』

詠

出

歌

入

達

の
間

で

「
小

泊

瀬

山

」

は

か
な

り

詠

ま

れ

て

注

目

さ

れ

て

い
た

歌

枕

と

言

え

る
。

ま

た

、

「
小

泊

瀬

山

」

は

、

『
能

因

歌

枕

』
、

『
和

歌

初

学

抄

』

に

み
え

、

『
堀

河

百

首

』

詠

出

時

を

契

機

に
し

て

歌

枕

と

し

て

定

着

化

が

な

さ

れ

た

と

捉

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

筑

波

山

に

関

連

す

る

歌

枕

、

地

名

と

し

て

は

、

「
筑

波

山

」
、

「
筑

波

嶺

」
、

「
筑

波

嶺

の

山

」

等

が

挙

げ

ら

れ

る
。

そ

の
う

ち

の

「
筑

波

山

」

は

、

『
万

葉

集

』

に

例

歌

が

み

ら

れ

る

が

、

管

見

す

る

と

こ
ろ

に

よ

る

と
、

『
堀

河

百

首

』

成

立

以

前

の

勅

撰

集

で

は

、

あ

ま

り

詠

ま

れ

て

お

ら
ず

、

『
後

撰

集

』

に

二

首

(
4

βU

ワ4

●
00

ρnU

ρ0
)

み
ら

れ

る

の

み

で
あ

る
。

鯏

今

は

て

ふ

心

つ
く

は

の
山

見

れ

は

こ
す

ゑ

よ

り

こ
そ

色

か

は

り

け

れ

鰯

人

つ
て

に

い

ふ
事

の

は

の
中

よ

り

そ

思

ひ

つ
く

は

の
山

は
見

え

け

る

私

家

集

に

お

い

て
、

『
信

明
集

』

16

(
『
私

家

集

大

成

中

古

1
』

79

)

に

は

、

⑯

と

し

を

へ
て

君

に

お

も

ひ
を

つ
く

は

や

ま

み

ね

を

く

も

ゐ

に

お

も

ひ

や

る

　

ユ

か
な

と
あ
り
、
詞
書

に

「
こ
の
お
な
し
御
時
に
、
く
に
く

の
と
こ
ろ
ゐ
＼
ゑ
に
か

か

せ

た
ま

へ
り

し

御

屏

風

に

」

と
あ

り

、

国

々

の
名

所

が
描

か

れ

た

屏

風

歌

の

一
首

と
し

て

「
筑

波

山

」

が

み
ら

れ

る
。

こ

れ

ら

は

宀

い
ず

れ

も

恋

愛

歌

で
、

「
心

つ
く

」
、

「
お
も

ひ

つ
く

」

の

「
つ
く

」

に

「
筑

波

山

」

の

「
つ
く

」

を

掛

け

て

い
る
。

「
筑

波

山

」

に

は

、

こ

の

よ

う

な

恋

の
表

象

と

し

て
捉

え

る

例

歌

が
多

く

み

ら

れ

る
。

そ

の
な

か

で
、

注

目
さ

れ

る

の
は

、

『
曽

丹

集

』

謝

(
『
私

家

集

大

成

中

古

1

』

鵬

)

や

『千

頴

集

』

醜

(
『
私

家

集

大

成

中

古

1
』

鵬

)

で
あ

る
。

そ

れ

ら

は

、

自

由

な

奇

抜

な

発

想

が

み

ら

れ

る
。

謝

つ
く

は

や

ま

は

や

ま

の
し

け

り

し

け

・
れ

と

ふ

り

し

く

雪

は

さ

は

ら

さ

り

け

り

(13)



㎜
つ
く
は
や
ま

つ
く
く

物
を

お
も
ふ
に
は
な
け
き
の
か
す
そ
お
も
ひ
ま
さ

け
る

こ
の
二
首
は
、

い
ず
れ
も
、
百
首
歌

の
形
態
を
も
っ
た
な
か
に
配
列
さ
れ
た
歌

で
あ
り
、
し
か
も
、
好
忠
の
第
四
句

の
み
が
異

っ
た
歌
が
、
そ
の
当
時
交
友
関

係
の
あ

っ
た
源
重
之

の

『重
之
集

』
嬲

(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』
35
)
に
見

出
さ
れ
る
。
ま
た
、
千
頴
の
歌

(
201
)
も
同
様
に
、
上
三
句
ま
で
が
同
じ
詠
歌

が
、
清
原
元
輔
の

『
元
輔
集
』
姐

(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』
m
)
に
見
出
さ

れ
る
。

鏘
つ
く
は
や
ま
は
山
し
け
山
し
け
け
れ
と
お
も
ひ
い
る
に
は
さ
は
さ
り
け
り

川

つ
く
は
や
ま

つ
く

つ
く
も
の
を

お
も
ふ
か
な
き
み
を
み
さ
ら
ん
ほ
と
の
こ

こ
ろ
よ

こ
の
よ
う
に
、
「筑
波
山
」
は
、
曽
根
好
忠
と
同
時
代
の
歌
人
達
で
、
『万
葉

集
』
に
関
心
を
示
し
、
し
か
も
百
首
歌
を
詠
む
と
い
う
、
影
響
関
係

の
み
ら
れ

る
共
通
の
基
盤
に
拠

っ
て
詠
ま
れ
た
歌
枕
、
地
名
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
、
「筑

波
山
」
を
詠
ん
だ
歌
は
、
藤
原
顕
仲

(
㎜
)

で
あ
る
。

㎜
東
路
や
し
ら
ぬ
さ
か
ひ
に
や
と
り
し
て
く
も
ゐ
に
み
ゆ
る
つ
く
は
や
ま
か

な

旅
路
に
あ
る
哀
感
を
下
句
に
寄
せ
て

い
る
。
掛
詞
の
よ
う
な
技
巧
を
用

い
ず
、

叙
景
的
に
仕
上
げ
、
歌
枕
の
詠
法

の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人

で
あ
る
大
江
匡
房
の
家
集

で
あ
る

『江
師

集
』
捌

(
『私
家
集
大
成
中
古
11
』

51
)
に

捌
心
さ
し
君
に
つ
く
は
の
や
ま
な

れ
は
は
ま
な
の
は
し
に
わ
た
す
と
を
し
れ

と
あ
り
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
当
時

に

「筑
波
山
」
は
詠
ま
れ
て
い
た
歌
枕
、

地
名
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「筑
波
山
」
は
、
先
行

の
百
首
歌
に
多
く
の
例
歌
が
み
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
先
行

の
百
首
歌
詠
出

歌
人
達
が
注
視
し
た
歌
枕
、
地
名
で
あ
り
、

そ
れ
ら
と
の
何
ん
ら
か
の
影
響
関
係
を
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「足
柄
」
に
関
し

た
歌
枕
、
地
名
と
し
て

『万
葉
集

』
に
は
、
「足
柄

の
御

坂
」
、
「足
柄

の
箱
根
」
、
「足
柄
の
峰
」
等
、
数
多
く
挙
げ
ら
れ
る
。

『万
葉
集
』

に
お
い
て
、
「
足
柄
山
」

は
次
の
二
首

(
謝

・
飆
)
で
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以

前

の
勅
撰
集
に
は
例
歌
を
み
な
い
。
だ
が
、
『興
風
集
』
34

(『私
家
集
大
成
中

古
1
』
10
)、
『元
真
集
』
29

(
『私
家
集
大
成
中
古

1
』
28
)
に
例
歌
を
挙
げ

ら
れ
る
の
み
で
、
あ
ま
り
詠
ま
れ
た
歌
枕
、
地
名
と
言
え
な

い
。

謝
鳥
総
立
て
足
柄
山
に
船
木
伐
り
木
に
伐
り
行
き

つ
あ
た
ら
船
木
を

跏
我
が
背
子
を
大
和

へ
遣
り
て
待

つ
し
た
す
足
柄
山
の
杉
の
木

の
間
か

『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
は
、
「
足
柄
山
」
を
詠
じ
た
歌

(
儡

・
跏
)
は
二

首
み
ら
れ
、
注
目
さ
れ
た
歌
枕
、
地
名
と
言
え
る
。

㈱
あ
し
か
ら

の
や
ま
の
た
う
け
に
け
ふ
き
て
そ
ふ
し
の
た
か
ね
の
ほ
と
は
し

ら
る
る

(
河
内

・
山
)

跏
あ
し
か
ら
の
や
ま
の
も
み
ち
は
散
る
な

へ
に
き
よ
み
か
せ
き
に
秋
風
そ
吹

く

(師
頼

・
関
)

こ
の
二
首
は
、
既
に
、
竹
下
豊
氏
の
ご
指
摘
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
も

一
首

の
中

　
　

に
複
数
の
歌
枕
、
地
名
を
詠
じ
て
い
る
。

㎜
は
、
「
足
柄
山
」
と

「清
見
が
関
」

で
、
跏
は
、
「足
柄
山
」
と

「富
士

の
高
嶺
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
は
、

土
地
の
実
在
性
が
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
歌
枕
、
地
名

の
地
理
的
関
係
に
拠

っ
て

一
首
が
成
り
立

っ
て
い
る
。

儡
は

「
足
柄
山
」
と

「清
見
が
関
」

の
季
節
の
訪

れ
の
相
違
が
示
さ
れ
て
い
る
。

跏
は
、
「
足
柄
山
」
と

「富
士
の
高
嶺
」
の
相

違
に
拠

っ
て
そ
の
高
さ
を
捉
え
た
詠
歌
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

一
首

の
う
ち

に
複
数

の
歌
枕
、
地
名
を
詠
じ
た
歌
は
、
歌
題

「野
」

の
源
師
時

の
歌

(
㎜
)
に
も
み
ら
れ
る
。

跚
見
わ
た
せ
は
さ
か
も
か
れ
野
と
成
り
に
け
り

い
ま
や
小
倉

に
も
み
ち
ぢ
る

ら
ん

(14)



こ
の
よ
う
に

『堀
河
百
首
』
に
お

い
て
、

一
首
に
複
数
の
歌
枕
、
地
名
を
詠

む
と

い
う

こ
と
は
、
詠
法

の
新

た
な

工
夫

の

一
つ
で
あ
り
、
『堀
河
百
首
』
に

お
け
る
特
徴
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
『万
葉
集
』
の
み
に
例
歌

を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
歌
枕
、
地
名
と

し
て
、
「黒
髪
山
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
黒
髪
山
」
は
、
『万
葉
集
』
%

・
㎜
に
み
え
る
が
、
勅
撰
集
に
は
歌
例
が

見
当
ら
ず
、
管
見
す
る
範
囲
で
は
詠
ま
れ
て
い
な

い
歌
枕
地
名
で
あ
る
。

躅
ぬ
ば
た
ま

の
黒
髪
山
を
朝
越
え

て
山
下
露

に
濡
れ
に
け
る
か
も

姻
ぬ
ば
た
ま

の
黒
髪
山
の
山
菅
に
小
雨
降
り
し
き
し
く
し
く
思
ほ
ゆ

　
だ
が
、
『堀
河
百
首
』

で
は
、
「黒
髪
山
」
を
詠
ん
だ
歌
が
三
首
(
鸚

・
鯤

・
㎜
)

挙
げ
ら
れ
る
。

爛
旅
ひ
と
の
ま
す
け
の
か
さ
や
く
ち
ぬ
ら
ん
く
ろ
か
み
山

の
五
月
雨
の
こ
ろ

(仲
実

・
五
月
雨
)

蛻
う
ば
た
ま
の
く
ろ
か
み
や
ま
に
雪

ふ
れ
は
な
も
う

つ
も
る
る
も
の
に
そ
あ

け
け
る

(俊
頼

・
雪
)

齠
う
ば
玉
の
黒
髪
山
の
い
た
た
き

に
雪
も

つ
も
ら
は
し
ら
か
と
や
み
ん

(隆
源

・
山
)

三
首

い
ず
れ
も
、
『万
葉
集
』
の
歌

を
典
拠
と
し
た
詠
歌

で
あ
る
。
蛻

・
㎜
の

二
首
は
、
「ぬ
ば
た
ま
」
を
用
い
、
黒
の
枕
詞
で
あ
る
。
「
黒
髪
山
」
の

「黒
」

の
対
照
と
し
て

「白
」
か
ら

「雪
」

を
連
想
し
て
い
る
。
㈱
は
、
「黒
髪
山
」
の

「
黒
髪
」
と

「白
髪
」

の
対
照
の
お
も
し
ろ
さ
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

発
想
に
拠

っ
て
奇
知
に
富
ん
だ
技
巧

的
な
歌
に
仕
立
て
上
げ
て
い
る
。

ま
た
、
『堀
河
百
首
』
の
詠
出
歌

人
で
あ
る
藤
原
仲
実
の

『綺
語
抄
』
に
、

『万
葉
集
』
か
ら

%
の
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「黒
髪
山
」
は

当
代
の
歌
人
達
に
関
心
を
も
た
れ
た
歌
枕
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

「黒
髪
山
」
の
所
在

に
関
し
て
は
、
『万
葉
集
』

の
歌
か
ら
奈
良
市
北
部

の

佐
保
山
の

一
部
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『五
代
集
歌
枕
』
『入
雲
御
抄
』
に
は
下
野

と
み
え
、
栃
木
県
日
光

の
男
体
山
と
さ
れ
、
所
在
は
ど
ち
ら
で
あ
る
か
判
明
で

き
な

い
。

こ
の
よ
う

に
、
「黒
髪
山
」
は
、
『万
葉
集
』
を
典
拠
に
求
め
た
歌
枕
で
あ
り
、

奇
知
に
富
ん
だ
技
巧
的
な
工
夫
が
な
さ
れ
た
詠
作
方
法

に
拠

っ
た
歌
が
多
く
、

新
奇
な
意
図
を
も

っ
た
歌
枕
、
地
名
と
言
え
る
。
し
か
も
、
『堀
河
百
首
』
を

契
機

に
し
、
「黒
髪
山
」
は
、
歌
枕
、
地
名

と
し
て

一
般
化
し
、
定
着
化
を
示

し
て
い
る
。

歌
題

「山
」
で
、
『万
葉
集
』
に
例
歌

の
み
え
な

い
歌
枕
、
地
名
と
し
て

「小

奮
中
山
」、
「越
の
尾
山
」
、
「ま
ゆ
み
の
山
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ

の
う

ち

の

「
小
夜
中
山
」

は
、

『万
葉
集
』
に
例
歌
が
み
え
な

い
が
、

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前

の
勅
撰
集

に
お

い
て
、
『古
今
集
』
に
二
首

(
謝

.

㎜
)、
『後
撰
集
』
に

一
首

(胼
)
に
み
ら
れ
る
。

謝
東
路
の
佐
夜
の
中
山
な
か
な
か
に
な
に
し
か
人
を
思
ひ
そ
め
け
む

㎜
か
ひ
が
ね
を
さ
や
に
も
み
し
か
け
け
れ
な
く
よ
こ
ほ
り
ふ
せ
る
さ
や

の
な

か
や
ま

弸
東
路

の
さ
や
の
中
山
中
中
に
あ
ひ
見
て
の
ち
そ
わ
ひ
し
か
り
け
る

そ
の
う
ち
、
『古
今
集
』
㎜
は
、
東
歌

に
配
列

さ
れ

「甲
斐
歌
」
と

い
う
詞
書

が
み
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
小
夜
中
山
」
は

「東
路

の
」
と
共

に
詠
ま
れ
、

人
事
詠
の
歌
が
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
同
音
反
復
的
歌
枕
表
現
で
詠
ま
れ

て
い
た
。

『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
、
「小
夜
中
山
」
が
み
え
る
の
は
源
師
頼
の
歌

(
刪
)

で
あ
る
。

謝
あ
ら
し
ふ
く
こ
ぐ
れ
の
ゆ
き
を
う
ち
は
ら
ひ
け
ふ
こ
え
ぬ
る
や
さ
や
の
な

か
や
ま

旅

の
哀
感

が
に
じ
み
出
て
い
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人

(15)



で
あ
る
源
俊
頼

の

『散
木
奇
歌
集
』
鵬

(『私
家
集
大
成
中
古

H
』
62
)
に
、

窺
都
を
は
心
に
か
け
て
あ

つ
ま
ち
の
さ
や
の
な
か
山
け
ふ
や
こ
ゆ
ら
ん

と
あ
り
、
歌
枕
を
背
景
に
し
て
旅
路
の
場
面
が
思
い
う
か
べ
ら
れ
、
旅
人
の
心

情
を
表
わ
し
て
い
る
。
先
の
師
頼

の
歌

(4631
)
と
下
句
が
、
類
似
し
た
表
現
で

あ
り
、
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
同
音
反
復
的
歌
枕
表
現
と

い
う
伝
統
的
な
詠
作
方
法
を
踏
襲

せ
ず
、
詠
法

の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
「小
夜
中
山
」
は
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
当

時
に

一
般
化
さ
れ
た
歌
枕
で
あ
ろ
う
と
言
え
よ
う
。

次

に
、

『
万

葉

集

』

に

例

歌

が

み

え

ず

、

し

か

も

、

『
堀

河

百

首

』

成

立

以

前

に

は

例

歌

を

挙

げ

ら

れ

な

い
歌

枕

、

地

名

と

し

て

「
越

の
尾

山

」

が

あ

り

、

そ

れ

に

つ

い
て

検

討

し

て

み

よ
う

。

『
堀

河

百

首

』

に

お

い

て

、

「
越

」

に

関

連

し

た
歌

枕

、

地

名

を
挙

げ

て

み

る

と

、

「
越

の
白

山

」

(
嬲

・
㎜

)

「
越

の
尾

山

」

(
躡

)

が

挙

げ

ら

れ

る
。

嬲

か

き

く

ら

し

た

ま

ゆ

ら

や

ま

す

ふ

る

ゆ

き

の

い
く

へ
つ
も

り

ぬ

こ

し

の
し

ら

山

(
師

頼

・
雪

)

㎜

な

そ

や

こ

そ

の
我

身

は

こ

し

の
し

ら

山

か

か

し

ら

の

ゆ

き

の

ふ
り

つ
も

る

か

な

(
顕

季

・
述

懐

)

こ

の

二

首

は

、

い
ず

れ

も

「
越

の
白

山

」

の

「
白

」

か
ら

の
連

想

か
ら

「
雪

」

が
詠

ま

れ

て

い
る
。

そ

れ

は
、

『
古

今

集

』

(
謝

・
脚

)
以

来

の
発

想

に
拠

っ
て

い
る

が

、

嬲

は
、

叙

景

歌

で
あ

り

、

㎜
は

、

奇

知

に

富

ん

だ
歌

に

な

っ
て

い
る
。

こ

の

よ
う

に

、

「
越

の
白

山

」

は

、

か

な

り

一
般

化

さ

れ

た
歌

枕

、

地

名

で
あ

る

の

に

対

し

て

、

「
越

の
尾

山

」

は

、

『
堀

河

百

首

』

で

は

、
藤

原

顕

季

の
歌

(
5631

)

の

み

で
あ

る
。

「
越

の
尾

山

」

は

、

『
万

葉

集

』

に

見

え

ず

、
勅

撰

集

に

も

歌

例

を

挙

げ

ら

れ

な

い
特

殊

な

歌

枕

、

地

名

で
あ

る
。

躡

み

ね

た

か

き

こ

し

を

や

ま

に

い
る

人

は

し

は

く

る

ま

に

て

く

た

る

な

り

け

り

だ
が
、
管
見
の
範
囲
で
は
唯

一
、
『師
中
納
言
俊
忠
集
』
13

(『私
家
集
大
成

中
古
11
』
57
)
に
み
え
る
。

13
お
ほ

つ
か
な

こ
し
の
を
や
ま
の
し
ゐ
し
は
の
あ
を
は
も
み
へ
す

つ
も
る
し

ら
雪

こ
の

『師
中
納
言
俊
忠
集
』
に
は
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
と
の
贈
答
歌

が
み
ら
れ
、
俊
忠
と

の
交
友
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
「越

の

尾
山
」
は
、
少
な
く
と
も

『堀
河
百
首
』
詠
出
当
時
に
は
詠
ま
れ
、
あ
る
共
通

の
基
盤
の
と
こ
ろ
で
詠
ま
れ
た
特
殊
な
歌
枕
、
地
名
と
推
察
さ
れ
、

一
過
性
で

定
着
が
成
さ
れ
な
か

っ
た
歌
枕
、
地
名
と
推
察

で
き
る
。

錨
は
、
高
き
山
間
で

の
生
活
の
様
子
を
特
殊
な
歌
枕
、
地
名
に
拠

っ
て
詠
作
し
た
歌
で
あ
る
。

ま
た
、
脳
の
歌
の

「
柴
車
」
と

い
う
語
彙

は
、
『万
葉
集
』
や
勅
撰
集
に
歌

例

の
な

い
特
殊
語
で
、
「
山
」
の
歌
題
に
は
、
大
江
匡
房
の
歌

(
2631

)
に
も
み

え
る
。

肥
柴
車
お
ち
く
る
ほ
と
に
あ
し
ひ
き
の
山

の
た
か
さ
を
そ
ら
に
し
る
か
な

こ
の
歌
は
、
柴
車
が
山
か
ら
落
て
く
る
距
離
に
拠

っ
て
、
そ
の
山
の
高
さ
が

判
断
で
き
る
と
し
、
理
知
的
な
詠
歌
と
い
え
る
。

「柴
車
」
と

い
う
語
彙
は
、
管
見
す
る
範
囲
で
歌
語
と
し
て
は
み
え
ず
、
特

殊
語
と
言
え
る
。
し
か
も
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達

に
は
注
目
さ
れ
て
い

た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次

に
、

「
富

士

柴

山

」
、

「
荒

山
」
、

「
ま

ゆ

み
山

」

に

つ

い
て
検

討

し

て

み

よ
う

。

「
富

士

柴

山

」
、

「
荒

山

」
、

「
ま

ゆ

み

山

」

は

、

『
堀

河

百

首

』

成

立

以

前

、

管

見

の
範

囲

で

は

勅

撰

集

、

私

家

集

に

例

歌

が
見

当

ら

な

い
歌

枕

、

地

名

で

あ

る
。

だ

が

、

「
ま

ゆ

み

山

」

以

外

は

、

『
万

葉

集

』

に

例

歌

を

見

出

せ
る

。

そ

れ

ら

は
、

単

に

、

富

士

の
周

辺

の

柴

が

生

い
茂

っ
て

い
る

山

、

荒

れ

た

山

、

檀

が

生

い
茂

っ
て

い
る

山

と
解

釈

す

る

こ

と

が
可

能

で
あ

ろ
う

。

ま
ず

、

「
富

士

柴

山

」

は

、

『
万

葉

集

』

(
欟

)

に

、

(16)



跚
あ
ま
の
は
ら
ふ
じ
の
し
ば
や
ま

こ
の
く
れ
の
と
き
ゆ
つ
り
な
は
あ
は
ず

か

3
も
あ
ら
む

と
あ
り
、
「富
士

の
柴
山
」
は
、
田
辺
幸
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
「現
在
の
十
里
木
東

　
ヨ

方
付
近
に
そ
の
お
も
か
げ
を
残
す
」

と
い
っ
て
い
る
。

『堀
河
百
首
』
で
は
、
源
顕
仲

の
歌

(脇
)
の
み
で
、

躅
駒
な

へ
て
く
れ
ぬ
と
人
は
い
そ
け
と
も
道
そ
は
る
け
き
富
士

の
柴
山

と
あ
り
、
こ
の
歌

は
、
「富
士

の
柴

山
」
や

「暮
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
少
な
か
ら
ず

『万
葉
集
』

㎜
を
影
響
を
受
け
た
歌
で
あ
り
、
し
か
も
、

旅
路
で
の
哀
感
を
詠
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「富
士
の
柴
山
」
は
、
『万
葉
集
』
を
典
拠
と
し
た
歌
枕
、
地

名
と
言
え
る
。
ま
た
、
『堀
河
百
首
』
以
降

の
私
家
集
に
詠
ま
れ
た
歌
例
が
数

多
く
あ
り
、
例
え
ば
、
『出
観
集
』
脚

(
『私
家
集
大
成

・
中
古
11
』
81
)
に

脚
夕
立
に
ぶ
し

の
し
は
山
雲
か
け

て
き
よ
み
か
せ
き

の
な
こ
ろ
を
そ
行

と
あ
る
。

『八
雲
御
抄
』
第
五
名
所
部
に
は
、
「
ふ
じ
」
の
と
こ
ろ
に

「
ふ
じ

の

し
ば
山
と
も
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も

「富
士
柴
山
」
は
、
『堀
河
百
首
』

の
詠

出
当
時
よ
り
歌
枕
と
し
て
定
着
化
し

て
い
っ
た
と
推
察
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

「荒
山
」
は
、
『万
葉
集
』
(
嬲

・
㎜

・
舗
)
に
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
次
の

二
首
は

「
荒
山
中
」
を
詠
ん
で
い
る
。

嬲
お
ほ
き
み
は
神
に
し
ま
せ
は
槇

の
立
荒
山
中
に
う
み
を
な
す
か
も

脚
あ
し
ひ
き
の
荒
山
中
に
送
り
置
き
て
帰
ら
ふ
見
れ
は
心
苦
し
も

『堀
河
百
首
』
に
お
い
て
、
「
荒

山
」
の
詠
歌
は
源
師
時
の

一
首

(
㈱
)
の

み
で
あ
る
。

跚
う

は
そ
く
は
を
こ
な
ひ
す
ら
し
ま
き
の
た
つ
あ
ら
な
か
や
ま
に
ま
ふ
し
さ

し

つ
・

こ
の
歌

の
三
、
四
句
目

「槇

の
立

荒
山
中
に
」
は
、
『万
葉
集
』
嬲
の
引
用

で
あ
り
、
山
中
で
の
仙
道
修
行
者

の
修
行
者
で
あ
る
優
婆
塞
の
様
子
を
詠
じ
て

い
る
。
「荒
山
」
は
、
歌
枕
、
地
名

と
捉
え
ず
、
単
に
、
荒
れ
て
い
る
山
と
解

せ
る
が
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
『万
葉
集
』
に
典
拠
を
求

め
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「荒
山
」
は
、
管
見
の
範
囲
に
拠

る
と

『堀
河
百
首
』
以
後
に
例
歌
を

挙
げ
ら
れ
、
『八
雲
御
抄
』
に

「豊
前
」
と
記
さ
れ
、
歌
枕
、
地
名
と
し
て
定

着
化
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
ま
ぶ
し
さ
し
」
は
、
『曽
丹
集
』
躅

(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』
鵬
)
に
、

躅
ま
ぶ
し
さ
し
鳩
吹
く
秋
の
山
人
は
を
の
か
あ
り
か
を
知
ら
せ
や
は
す
る

と
あ
り
、

こ
の
歌
が
初
出
の
歌
語
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
歌
を
出
典
と
し
た
詠

歌
が

『堀
河
百
首
』
に
見
出
せ
る
。

嬲
ま
ふ
し
さ
す
さ
つ
を
身

に
も
絶
え
か
ね
て
鳩
吹
く
秋
の
を
と
た
て
つ
也

1

(旅
恋
)

こ
の
歌

(3221
)
は
、
藤
原
仲
実
の
詠
歌
で
、
「ま
ふ
し
さ
す
」
「鳩
吹
く
秋
」

と
い
う
詞
を
摂
取
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
ま
ふ
し
さ
す
」
は
、
藤
原
仲
実

の
歌
に
み
え
、
『散
木
奇
歌

集
』
娚
の
詞
書
に

「障
子
絵
に
ま
ふ
し
と
い
ふ
こ
と
を
し
て
、
し
し
ふ
え
ふ
く

所
」
と
あ
り
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
当
時

に
は
、
か
な
り

一
般
化
し
た
歌
語
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
藤
原
師
時

の
歌

は
、
『万
葉
集
』
を
典
拠
と
し
、
し
か
も
、

猟
師
で
は
な
く
、
山
中
修
行
中
の
憂
婆
塞
を

い
う
仏
教
語
を
詠
み
入
れ
、
新
し

い
歌
境
を
創
り
出
そ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
出
さ
れ
る
。

次
に
、
「
ま
ゆ
み
山
」
を
詠
ん
だ
歌
は
、
紀
伊

(5731
)
の

一
首

の
み
で
あ
る
。

　
　

諞

引

つ

れ

て

ま

と

ゐ

せ

ん

と

や

お

も

ふ

と

ち

春

は
ま

ゆ

み

の
山

に

入

ら

ん

「
ま

ゆ

み

山

」

は

、

『
万

葉

集

』
、

勅

撰

集

、

そ

の
他

歌

集

に
例

歌

を

挙

げ

ら

れ
ず

、

し

か

も

歌

学

書

類

に

も

見

当

ら

な

い

こ

と

か

ら

、

新

奇

な

歌

枕

、

地

名

で

、

し

か

も

一
過

性

の
も

の

で
あ

っ
た

と

捉

え

ら

れ

る
。

が
し

か

し

、

単

に

、

檀

の
生

い
茂

っ
た

山

と

も

捉

え

ら

れ

る

。

『夫

木

抄

』

に

は
、

「
ま

ゆ

み

の
山

下

野

」

と
あ

り

、

同

歌

が

ひ

か

れ

て

い
る
。

こ

の

紀

伊

の

歌

の

「
お
も

ふ

と

ち

」

は

、

『古

今

集

』

搦

.
脳

に
例

歌

が

挙

(17)



げ
ら
れ
る
。

搦
お
も
ふ
と
ち
春

の
山

へ
に
う

ち
む
れ
て
そ
こ
と
も

い
は
ぬ
旅
寝
し
て
し
か

脳
思
ふ
と
ち
ま
と
ゐ
せ
る
夜
は
唐
錦
た
た
ま
く
を
し
き
物
に
そ
あ
り
け
る

こ
の
よ
う
に
、
紀
伊

の
歌

(
5731

)
は
、
こ
れ
ら

の
歌
を
発
想

の
典
拠
と
し
た

詠
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次

に
、

歌

題

「
山

」

に

お

い

て
、

歌

枕

、

地

名

が
詠

ま

れ

て

い
な

い
歌

五

首

(
2

4U

1
1

り
自

4

36

・
36

。
許

。
訂

。
37

1

1

11遮

-

¶■凸
)

に
触

れ

て

み

よ
う

。

五

首

の
う

ち

、

二

首

は

、
先

に

述

べ

た

、

大

江

匡

房

の
歌

(
2631

)

と

永

縁

の

歌

(
㎜

)

で
あ

る
。

㎜

は

、

「
柴

車

」

と

い
う

特

殊

語

に

詠

み

入

れ

、

そ

の
柴

車

に

拠

っ
て

そ

の
山

の
高

さ

を

知

る

と
詠

じ

て

い

る
。

ま

た

、

永

縁

の
歌

(
2731

)

は

、

旅

の
哀

感

を

体

験

的

に
詠

じ

た

歌

と

受

け

取

ら

れ

、

こ

の

歌

は

、

『
新

古

今

集

』

蜘

覇

旅

の
部

立

に

配

列

さ

れ

、

旅

の
歌

と

し

て
捉

え

ら

れ

て

い
る
。

そ

れ

は

、

「
山

」

の
歌

と

い
う

よ

り

、

旅

に
主

眼

を

お

い
た

歌

と

言

え

る
。

ま

た

、

肥

後

の
歌

(
4731

)

は

、

翩

白
雲

に

か

・
る

高

根

に
な

る

ほ

と

は

い
く

よ

つ
も

れ

る
塵

に

か
有

ら

ん

と

あ

り

、

高

い
峰

の
成

り

立

ち

を

理

知

的

に
詠

じ

て

い

る
。

歌

枕

、

地

名

を

詠

み

入

れ

ず

、

『
万

葉

集

』

に

典

拠

を

求

め

ら

れ

る

表

現

を

用

い
た
詠

歌

と

し

て

、

源

俊

頼

の
歌

(
8631

)

と
藤

原

基

俊

の
歌

(
㎜

)

の

二

首

が

挙

げ

ら

れ

る
。

脇

い
く

し

ほ

り

こ

え

て

か

人

に

い
は

か

ね

の

こ

り

し

く

や

ま

を

か

へ
り

み

る

へ
き

㎜
し

ら

雲

の
た

え

ま

に

み

ゆ

る

水

と

り

の

み

か

も

の

い
ろ

の

は

る

の
山

の

は

ま

ず

、

俊

頼

の
歌

(
8631

)

の

「
岩

が

ね

の

こ

り
敷

く

山
」

は

、

『
万

葉

集

』

(
謝

・
聯

)

に

典

拠

を

求

め

た

表

現

で
あ

る
。

詠

歌

と

し

て

は

こ

の

一
首

の

み

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

源

俊

頼

の
新

奇

な

表

現

と

言

え

る

で
あ

ろ

う

。

謝

磐

金

之

凝

敷

山

乎

越

え

か

ね

て
音

に

は

泣

く

と
も

色

に

い

で

め

や

も

脳
石
金
之
凝
木
敷
山
尓
入
り
そ
め
て
山
な

つ
か
し
み
出
で
か
て
ぬ
か
も

こ
の
謝
は
、
『綺
語
抄
』
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ち
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
当
時

に
は
か
な
り
注
視
さ
れ
た
表
現
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
鰯
は
、
『和
歌
童

蒙
抄
』
、
『袖
中
抄
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
源
俊
頼

の
歌
に
拠

っ
て
、
「岩
が
ね
の
こ
り
敷
く
山
」
と
い

う
表
現
は

『堀
河
百
首
』
成
立
以
降
、

一
般
化
さ
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
歌
題

「
山
」
の
十
六
首
中
、
こ
の

一
首
の
み
山
登
り
の
苦
労
を
詠
じ
て
い

る
。次

に
、
藤
原
基
俊
の
歌

(
㎜
)
の

「水
と
り
の
み
か
も
の
色
」
と
い
う
表
現

は
、
『万
葉
集
』
(聯

・
娜
)
に
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
臨
の
歌
の

一
部
に
類
似

し
た
表
現
が
見
出
せ
る
。

既
水
鳥

の
鴨
の
羽
色

の
春
山

の
お
ほ
つ
か
な
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
な

娜
水
鳥

の
か
も
の
色

の
青
馬
を
け
ふ
み
る
ひ
と
は
か
き
り
な
し
と

い
ふ

ま
さ
に
、
基
俊
の
歌

(㎜
)
は
、
聯
の
上
三
句
と
類
似
点
が
見
出
せ
る
。
「鴨
」

が

「
み
か
も
」
に
な
り
、
「
羽
色
」
が

「色
」
に
変
え
た

の
み
と
言
え
る
。

こ

の
よ
う
に
、
『万
葉
集
』
鯔
に
典
拠
を
求
め
、
春

の
山
を
叙
景
的
に
詠
じ
て
い

る
と
言
え
る
。

歌
題

「
山
」
に
お
い
て
、
歌
枕
、
地
名
が
詠
ま
れ
て
い
な

い
五
首
も
、
類
型

的
発
想
で
な
く
、
様

々
な
発
想
に
拠

っ
た
詠
歌
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「山
」
に
詠
ま
れ
た
歌
枕
、
地
名

の
特
徴
を
ま
と
め
て
み

る
と
次
の
よ
う

で
あ
る
。

「山
」
に
詠
ま
れ
て
い
る
歌
枕
、
地
名
は
、
十

一
の
歌
枕
、
地
名
が
み
ら
れ
、

同

一
の
歌
枕
、
地
名
に
拠
る
詠
歌
は
み
え
ず
、
多
様
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

十

一
の
歌
枕
、
地
名

の
う

ち
、
『万
葉
集
』
に
例
歌
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
、

「葛
城
山
」
、
「妹
背
山
」
、
「小
泊
瀬
山
」
、
「富
士
柴
山
」
、
「
荒
山
」
、
「黒
髪

山
」
、
「
足
柄
山
」
で
、
半
数
以
上
を

『万
葉
集
』
に
例
歌
を
求
め
ち
れ
る
歌
枕
、

地
名
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
う

ち
、
「富
士
柴
山
」
、
「荒

山
」、
「黒
髪

(ls>
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は

、

『
万

葉

集

』

に

典

拠

を

求

め

た

歌

枕

、

地

名

で

、

し

か

も

、

『
堀

河

百

首

』

詠

出

時

代

を
契

機

に
歌

枕

、

地

名

と

し

て

定

着

化

し

た

と
察

せ

ら

れ

る

。

ま

た

、

「
小

泊

瀬

山

」

の
よ

う

に

、

詠

歌

例

が

少

な

く

、

『
堀

河

百

首

』

詠

出

歌

人
達

に

拠

っ
て

注

視

さ

れ

、

歌

枕

、

地

名

と

し

て
定

着

化

し

た

も

の
も

み
ら

れ

る
。「

越

の
尾

山

」
、

「
ま

ゆ

み

の
山

」

は

、

出

典

が
判

明

で
き

な

い
歌

枕

、

地

名

で

、

し

か
も

、

『
堀

河

百

首

』

詠

出

当

時

に

し

か
例

歌

の

み

え

な

い
特

殊

な

歌

枕

、

地

名

と

言

え

る

。

こ

の
よ

う

に

、

『
万

葉

集

』

に

歌

枕

、

地

名

を

追

求

す

る

こ

と

だ

け

で
な

し

に

、

「
山

」

の
歌

題

で
は

、

「
岩

が
根

の
凝

敷

山

」
、

「
水

鳥

の
鴨

の
羽

色

」

の
よ

う

に
、

『
万

葉

集

』

に

発

想

表

現

を

求

め

た

も

の

が

指

摘

で

き

る

。

そ

れ

は

、

『
堀

河

百

首

』

詠

出

歌

人

達

の

『
万

葉
集

』

に
対

す

る

関

心

の
高

さ

を

示

し

て

お

り

、

歌

題

「
山

」

の
特

徴

と

言

え

よ
う

。

ま

た

、

歌

枕

、

地

名

が
重

要

な

役

割

を

し

て

い
る

歌

題

の

一
つ

で
あ

る

「
山

」

に
お

い
て

、

『
堀

河

百
首

』

詠

出
歌

人

達

の
間

で

は

、

殊

に

『
万

葉

集

』

に

馴

染

み

の
な

い
、

新

奇

な

歌

枕

、

地

名

を

求

め

た
姿

が

窺

え

る
。

そ

れ

は

、

堀

河

百

首

題

に

お

い
て

、

歌

枕

、

地

名

が
重

要

な

要

素

に
な

っ
て

い

る
歌

題

に

と

っ
て

、

既

成

の
歌

枕

、

以

外

の
新

し

く

、

珍

し

い
歌

枕

、

地

名

を

追

求

す

る

こ

と

は

、

詠

作

の
拡

大

を

計

っ
て

い
る

と
言

え

る

。

そ

の
傾

向

は

、

殊

に
歌

題

「
山

」

に

も

顕

著

に

み

ら

れ

る

。

そ

れ

は

、

「
山

」

が

、

『万

葉

集

』

時

代

よ

り

主

題

と
し

て

み
ら

れ

、

詠

ま

れ

続

け

て

い

る

こ

と

と

無

関

係

に

考

え

ら

れ

な

い
だ

ろ

う

。

〈
注
〉

(
1
)

『
信

明
集

』

12

(
『
私
家

集
大

成
中

古

1
』

78
)
で
は
、
「
つ
く
ま
や

ま
」

と

な

っ
て

い
る
。

(
2
)

竹

下
豊

氏

「
『
堀

河
百
首

』
の
名

所

歌
枕

詠
ー

堀

河
百

首
研

究

(
5

)i

」

(
「
女
子

大
文
学

国

文
篇

」
第

四

十
号

一
九
八
九

、

三

)

(
3

)

田
辺
幸

雄

著

『
万
葉
集

東
歌

』

(
塙
書

房

)

(
4

)

四
句

目

の

「
春

は
ま

ゆ

み
の
」

の

「春

」

が
伝
本

に
拠

っ
て

「
秋
」

と
な

っ
て

い
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

)
参

照
。

引

用
し

た

『
万
葉
集

』

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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