
蓮

の

歌

題

に

つ

い

て

田

辺

愛

子

堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
題
詠
覚
書

堀

河
百
首
題
は

『
堀
河

百
首
』
成
立

以
前

の
勅
撰
集
、
百
首
歌
、
歌
合
等

に

あ
ま
り
取

り
上

げ
ら
れ
な

い
特
殊

な
歌
題

が
い
く

つ
か
含

ま
れ

て
い
る
。
例
え

ぱ
、

四
季

の
歌

題
だ
け
を

み
て
も
、
呼
子
鳥

・
杜
若

・
蓮

・
永
室

・
泉

・
槿
花

.
炭
竈

.
埋
火
等

が
み
ら
れ

る
。

そ
の
中

の
歌
題

の

一
つ
で
あ

る
蓮

の
歌
題
を

取

り
上
げ
、

『
堀
河
百
首
』
成
立
以
前

で
は
ど

の
よ
う

に
詠
ま
れ
、
ま
た
、
ど

う
意
識

し
て
い
た

か
を
時
代
的
変
遷

に
従

っ
て
述

べ
て
み

た

い
。
そ

し

て
、

『
堀
河
百
首
』

に
対
す
る
題
詠
意
識
を
知
る
た
め

の

一
つ
の
試
み
と
し
て
、
蓮

の
歌
題

の
も

つ
題
意

が
如
何
な

る
も

の
か
を
探

っ
て
み
た

い
。
そ

の
方

法
と
し

て
、

『
堀
河
百
首
』

の
歌
人
達

が
歌
題
に
ど

の
よ
う

に
対
応

し
た

か

を

分

析

し
、
検
討

を
加
え

て
み
た

い
。
な

お
、
本
文

に
群
書
類
従
本

を
使
用
し
た
。

蓮

が
ど

の
よ
う
に
時
代
的
な
推
移
を
経

て
い
る
か
を
述

べ
て
み
る
と
、

蓮
は

既
に

『
万
葉
集
」
に
お

い
て
題
材
と
し

て
糊

・
脳

・
黼

・
繖
の
四
首

が
詠
ま
れ

て
い
る
。
勅
撰
集

に
お

い
て
蓮

の
初
出

は

『
古
今
集
」

の
夏

の
部
立
に

は
ち
す

の
露
を
見

て
詠

め
る

僧
正
遍
昭

描
は
ち
す
葉

の
濁

り
に
し
ま
ぬ
心
も

て
な

に
か
は
露
を
玉
と
あ
さ
む
く

と
あ

り
、

『
古
今
集
」

の
四
季

の
部
立

の
配
列
意
識

は
自
然
現
象
を
時
間

の
流

れ
に
従

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蓮
を
夏

の
主
題

と
し
て
と
ら
え

て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
筋
は

『法
華

経
』

湧
出
品

「
不
染
世
間
法

如
蓮
花
在
水
」
を
踏

ま

え
て
詠

ま
れ
て
い
る
。

『
後
撰
集
」

(
脳

凾

)

は
恋

五

・
雑

の

部

立

に
、

『
拾
遺
集
』

(
㎜

・
鮒
)

は
哀
傷

の
部
立

に
、

『
後
拾
遺
集
』

(
娜

・
卿
)

は

雑

五

・
釈
教

の
部
立

に
み
え
、
各

々
の
部
立
に
配
さ
れ
る
歌
材
と
し

て
用

い
ら

れ
、
各
集

の
夏

の
部
立

に
は

一
首
も

み
ら
れ
な

い
。

『
拾
遺
集
』

の
哀
傷

の
部

立

に
お
い
て
は

左
大
臣
時
白

川
に
て
説
教

せ
さ

せ
侍
り

け
る
に

実
方
朝
臣

む餅
け
ふ
よ
り
は
露
の
い
の
ち
に
も

を
し
か
ら
ず
蓮

の
上

の
玉

と
契
れ

は

市
門

に
か
き

つ
け

て
侍
け

る

空
也
上
入

脳

一
た
び
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と

い
ふ
人

の
は
ち
す

の
上

に
の
ぼ
ら

ぬ
は
な
し

と
あ

り
、

猟
は
極
楽
浄
土
を
蓮

に
譬
え

て
、
浄
土
念
仏

の
教
え
を
歌
意
と
し

て

い
る
。

こ
の
二
首

は
哀
傷
歌

と
い
う

よ
り

は
釈
教
歌

の
要
素
を
も

っ
た
歌
と
し

て
扱

う
こ
と
が
可
能

で
あ

ろ
う
。
ω

こ
の
よ
う
に

「堀

河
百
首
』
成
立

以
前

の
勅
撰
集

で
は
蓮

の
歌
題

は
見
当
ら

ず
、

歌
材

と
し
て
は

「
拾
遺
集
』

以
後
、
殊

に
釈
教
的
性
格
を
有
す
る
歌
が
現

わ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
蓮

そ
の
も

の
が
仏
教
的
性
格
を

お
び
た
歌
材
と
し

て
用

い
ら
れ

る
傾
向

が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
当
然

な
が
ら
、
釈
教
歌

の
発
達

と
無
関
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9

係
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

次

に
、
私
家
集

に
つ
い
て
み
る
と
蓮
は

『
伊
勢

集
』

(
私
家
集
大
成
中

古
1

51
、

鮒

・
輔
)

『
源
順
集
』

(私
家
集
大
成
中
古
1

95
、

52

・
襯
)

に
み
え

る

が
い
ず
れ
も
、
恋
歌
や
自
然
詠

の
歌
材

と
し
て
見
え

る
。
特

に
、

『
千
里
集
』

(私
家
集
大
成
中
古

1
23
)

『
好
忠
集
』

(私
家
集
大
成
中
古

-
鵬
)

の
み
に

蓮

が
夏
季

の
も

の
と
し
て
詠
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
注

目
さ
せ
ら
れ
る
。

『
千
里

集
』

に
お
い
て
蓮
は
夏

の
部
立

に
み
ら
れ
、
部
立
構
成

、(春

21
夏
12
秋

22
冬

12

風
月
11
遊
覧
12
述
懐

12
詠
懐

10
)
は
百
首
和
歌

と
似

て
い
て
漢
詩

の
句

を
歌

題

に
し
て
詠
ま
れ

て
い
る
。

蓮
開
水
上
紅

30
秋
近

く
は
ち
す

ひ
ら
く

る
水

の
上

は
く
れ
な
ゐ
深
く
色
そ
見
え
け
る

『
好
忠
集
』

に
お
い
て
は
六
月

の
お
は
り

の
歌
と

し
て
み
え

る
。

切
な

つ
の
ひ
の
水

の
お
も
か
く
す
は
ち
す
は
に
た
玉
よ
ふ
露

の
身
を

い
か
に

せ
ん

そ
れ
は
蓮
葉

の
上

の
露

の
定

め
な
き
我
身

に
臂
え

て
無
常

を
歌
意

と

し

て

い

る
。

そ
の
よ
う
な
述
懐
的
な
詠
法
は
好
忠

の
特
質

の

一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ

の
二
首

は
い
ず

れ
も
蓮
を
夏

の
終
り

の
歌
材

と
し
て
詠

ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
釈
教
歌
を
含

ん
で
い
る
私
家
集

で
あ

る

『
實
方
朝
臣
集
』

(
私
家
集

大
成
中
古

-
撹
、

5

・
捌

・
嬲
)

『
和
泉
式
部
集
』

(私
家
大
成
中
古
H
1
、

輜
)

『
発
心
和
歌
集
』

(私
家
集
大
成

中
古
1

8
、
18

・
55
)

『
大
納
言
公
任

集
』

(私
家
集
大
成
中
古
1

12
、

跏

・
鰮

・
榴

・
緬

・
粫

・
柳

・
甥
)
『
赤
染
衛

門
集
』

(私
家
集
大
成
中
古

n
14
、

麗

・
鏘

・
跏

・
鷲
)

に
お
い
て
蓮

は
歌
材

と
し
て
見
え

る
が
、
そ
れ
ら
ほ
と
ん
ど
は
『
法
華
経
」
の
品
題
歌
、
法
華
経
八
講

の
歌

や
贈
答
歌

で
あ
る
。

そ
の
贈
答
歌

は
法
師

や
尼
と
の
贈
答
、
蓮

に
蝉

を
包

み
そ
れ
に
添

え
て
贈

っ
た
歌

と
そ
の
返
歌
な

ど
で
あ

る
。

い
ず
れ

に
し

ろ
蓮

は

仏
教

の
象
徴
と

し
て
、
仏
教
的
色
彩

の
濃

い
歌
材
と
さ
れ

て
い
る
。
雑
駁

で
あ

る
が
、

や
は
り
蓮

の
歌
題

は
み
え
ず
、
時
代
的
推
移

か
ら
み

て
み
る
と
私
家
集

に
お
い
て
も
勅
撰
集

と
同
様

に
蓮

の
歌
材
と

し
て
の
質
的
変
化

が
認

め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

歌
合

に
お
い
て
は
蓮
が
歌
題

と
し
て
い
る
歌
合
を
萩
谷
朴
氏
著

『
平
安
朝
歌

合

大
成

』
よ
り
あ
げ
て
み
る
と
次

の
よ
う

で
あ

る
。

〔
寛
平
五
年
九
月
以
前
〕

皇
太
夫
人
班
子
女
王

歌
合

の
夏
歌
廿
番

の
中

に

左

55
夏

の
夜

の
露
な
と
と

め
そ
蓮
葉

の
ま

こ
と

の
玉
と
な
り
し
は
て
す
は

と
あ
り
、

こ
の
歌
合

で
は
蓮

は
独
立
し
た
歌
題
で
は
な
く
、
夏

の
歌

題
の
歌

と

し
て
詠

ま
れ
た

の
で
あ

る
。
延
喜
六
年
右
兵
衛
少

尉
貞

文
歌
合
に

お

い

て

は

「
緑
沼
紅
蓮
浮
」

と
い
う
句
題

で
晩
夏

の
歌
題
と
し

て
み
え
る
。

左

6
緑

沼
に
浮

け
た
る
蓮
く
れ
な

ゐ
に
水

に
ご
る
な
り
波
た

つ
な
ゆ

め

右

7
く
れ
な
ゐ

の
蓮
う
か

へ
る
緑
沼

に
白
波

た
て
ば

こ
き

ま
せ
の
花

こ
の
二
度

の
歌
合
は

い
ず
れ
も
平
安
朝
初
期

に
行

な
わ
れ

た
も

の
で
あ

り
、

し

か
も
蓮

は
夏

の
季
題
と
さ
れ

て
い
る
が
、
独
立
し
た
歌
題
と
し
て
歌
合

に
は
み

ら
れ
な

い
。

次

に
、
類
題
和
歌
集

で
あ
る

『
古
今
和
歌
六
帖
』

に
お
い
て
は
第

六
帖

に
蓮

が
み
え
、
七
首
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ

の
中

に
は
露
や
玉
と
共
に
詠
ま
れ
た
歌

が
多

く
、

そ
の
う
ち
二
首

は
蓮
葉

の
香
り

が
詠
ま
れ

て
お
り
、
人
事
詠
と
し

て

と
ら
え

ら
れ

る
。

そ
れ
ら

の
蓮

の
歌

は
い
ず
れ
も
仏
教
的
色
彩
は
見
う
け
ら
れ

な
い
。

『
和
漢
朗
詠
集
」

に
お
い
て
は
蓮

の
歌

題
が
夏

の
部

立
に
分
類

さ

れ

て

い
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て
、
蓮

の
歌
題
以
外

に
も

『
堀
河
百
首
』
と
共
通
す

る
歌
題

が
数
多
く
見
出
せ

る
。

『
和
漢
朗
詠
集
』

の
蓮

に
は
遍

昭
の
『
古
今
集
」
螂
の
和
歌

が

一
首
あ
り
、

漢

詩
が
六
編
も
ひ
か
れ
て
い
る
。

そ
の
中

に

『
本
朝
麗

藻
』
出

典

で

『
法

華

経
』
を
引
用
し

て
詠
ま
れ
た
蓮
花

の
漢
詩

(
081
)

が
見
出

せ
る
。

こ
の
こ
と

か

ら
、
蓮

の
歌
題
は
仏
教
的
要
素

と
無
関
係

で
は
な

い
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

次

に
、
堀
河
百
首
題

を
形
成
す

る
に
当

っ
て
少
な

か
ら
ず
影
響
関
係
が
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
先
行

の
百
首
歌
を

み
て
み
る
と
、
蓮

は
四
季

の
歌
材
と
し

て
み

え

ず
、

わ
ず

か

『
源
順
百
首
」
沓
冠
歌

に
詠

ま
れ

て
い
る
の
み
で
あ

る
。

い
さ
さ
か
概

括
的
に
触

れ
た
の
み
で
あ

る
が
以
上

の
こ
と
か
ら
考
え

て
み
る

と
、
蓮

の
歌

題
が
み
え
る
の
は

『
千
里
集
」

や
延
喜
六
年
右
兵
衛
少
尉
貞
文
歌

合
、

『
和
漢
朗
詠
集
』

『
古
今
和
歌
六
帖
』
、
そ

の
う

ち

『
古
今
和
歌
六
帖
」

以
外

は
夏

の
歌

題
と
し
て
み
え

る
。

『
千
里
集
』

や
延
喜
六
年
右
兵
衛
少
尉
貞

文
歌
合

は

「
蓮
開
水
上
紅
」

「
緑
沼
紅
蓮
浮
」
と
漢
詩
文

の
歌
題

で
あ
り
、
そ

れ

は
平
安
朝
初
期

の
漢
文
隆
盛

の
風
潮

の
繁
栄
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
蓮

の

歌

題
は
漢
詩

の
影
響
を
無
視
出
来
な

い
で
あ

ろ
う
。
な

か
で
も
、
蓮
が
夏

に
分

類

さ
れ

て
し
か
も
独
立

し
た
歌
題

と
し
て
は

『
和
漢
朗
詠
集
』

し
か
見
当
ら
な

い
こ
と

は
注
目
す

る
に
価
す
る
。

歌
材

と
し
て
の
蓮

は
平
安
期

の
初
期

に
お
い
て
は
夏

の
季
節

の
歌
材
と
さ
れ

て
い
た
が
徐

々
に
仏
教
思
想

の
浸
潤

に
拠

っ
て
夏

の
歌
材

と
い
う

よ
り

は
む
し

ろ
仏
教

的
色
彩

を
帯
び

た
歌
材

と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
る
傾
向

が
あ
り
、
蓮
は

歌
材
と

し
て
の
変
化
を
指
摘
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

こ
の
よ
う
に
、
,
あ

ま
り
歌
題

に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
ら
た
蓮

が
『
堀
河
百
首
」

で

は
新

し
く
夏

の
歌
題

に
選
定
さ
れ

て
い
る
が
『
堀
河
百
首
」
以
前

に
お

い
て
独

立

し
た
夏

の
歌
題
と
し

て

『
和
漢
朗
詠
集
」
以
外
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
や
多

数

の
共
通
歌
題
が
あ

る
こ
と

か
ら
、
蓮
を
堀
河
百
首
題

に
選
定
す
る
に
際
し
て

『
和
漢
朗
詠
集

』
に
典
拠

を
求
め
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
②

「
堀
河
百
首
」

で
は
蓮

の
歌
題
に
対
し

て
ど

の
よ
う
に
対
応

し
て
い
る
か
を

み
る
と
、
十
六
首

の
う

ち
九
首
ま

で
が
植
物

の
も

つ
特
質
か
ら
池

や
水

に
関

す

る
歌
語
が
用
い
ら
れ
、

そ
れ

ら
の
歌
語

と
土
ハ
に
露

や
玉

が
詠

み
込

ま

れ

て

い

る
。
そ

の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
歌

は

『
万
葉
集
』

が
初
見

で
あ

る
。

繖
ひ
さ
か
た
の
雨
も
零
ら
ぬ
か
蓮
葉

に
渟

れ
る
水

の
玉

に
似

た
る
見
む

殊
に
、

『
古
今
集
」

以
来
蓮

は
穢
れ
な

い
清
浄

の
象
徴

と
さ
れ
、
蓮

と
共

に
露

や
玉
の
縁
語
を
用
い
て
詠
む
こ
と
が
繰

り
返

し
、
詠

ま
れ

る
こ
と

に
拠

っ
て

一

つ
の
パ
タ
ー

ン
と
し
て
定
着

さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
蓮

の
縁
語

の
露

や
玉
を
懸

詞
と
し
て
露
の
間

(
205
)
露

の
身

(
即
)

が
あ

り
、
玉

か
ら
涙
を
連
想
す

る
(
脳
)

と
い
う
譬

喩
表

現
も
あ
る
が
比
較
的

目
新

し
い
修
辞

は
見
当
ら
な

い
。

具
体

的
に
い
く

つ
か
の
表
現
類

型
に
分

け
て
み
る
と
次

の
よ
う

で
あ

る
。

『
法
華

経
」

湧
出
品

「
不
染
世
間
法

如
蓮
花
在
水
」
を
発
想

の
基
盤
と

し

て
詠
ま
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
は

蝿
こ
ひ
ち
に
も
け
か
れ
ぬ
花

そ
あ
は
れ
な
る
心
の
う
ち
の
蓮

の
み
か
は

跚
い
か
に
し
て
に
こ
れ
る
水
に
生
な
か
ら
蓮

の
花

の
け
か
れ
さ

る
ら

ん

珊
乙
女

子
か
姿

の
池

の
は
ち
す
葉

は
心
ぎ

よ
け
に
も
花
さ
き

に
け
り

珊
く
れ
な
ゐ
に
ふ
か
く
も

匂
ふ
蓮
哉
池

の
心
や
き

よ
く
そ
む
ら

む

で
あ
り
、

棚

・
嬲
は

『
古
今
集
』

価
の
遍

昭
の
歌

を
踏

ま
え

て
詠

ま

れ

て

い

る
。

弸

・
㎜
は
蓮
を
穢
れ

の
な

い
清
浄
さ
の
象

徴
と
し
て
詠

み
、

弸
は
乙
女

子

の
姿
と
蓮

の
清
ら
か
さ
を
オ
ー
バ
ー
ラ

ッ
プ
さ
せ
る
と
い
う
構
成

が
成

さ
れ

て

い
る
。

こ
れ
ら
は

『
古

今
集
」

以
来

の
伝
統
的
発
想

を
踏

ま
え

て
い
る
。

次

に
、

『
法
華

経
』

の
経
文
、
仏
教

の
用
語
や

『
法
華
経
』

の
教
え
を
詠

み

入
れ
た
も

の
と
し
て
は

.'.



獅
蓮
葉
は
た

へ
な
る
法

の
花

な
れ
は
ま
こ
と
の
池

の
心
に
そ
さ
く

鵬
ふ
た

つ
な
き
法

の
た
と

へ
に
と
る

の
み
か
は
ち
す
は
人

の
心
と
そ
き

く

麗
諸
人
を
す
く
ふ

て
ふ
な
る
蓮
葉

の
思

ひ
し
れ
と
や
う
き

し

つ
む
ら
ん

と
あ
り
、
獅

は
妙
法
す
な
わ
ち

『
法
華
経
』

の
象
徴
と
し

て
蓮
を
と
ら
え
て
い

る
。

「
た

へ
な

る
法
」
は

『
赤
染
衛
門
集
」

(
私
家
集
大
成
中
古
H
14
)

の
法

華
経
品
題
歌

に
み
え
、
釈
教
歌
と

の
関
係
は
無
視
で
き

な
い
。

序

品

枷
い
に
し

へ
の
た

へ
な

る
法
を
と
き
け
れ

は
い
ま

の
ひ
か
り
も
さ
か
と
こ
そ

み
れ

弸
は

『
法
華
経
』
方
便

品
第

二

「
唯
有

一
乗
法

無

二
無

三
」

か
ら

の
仏
教
用

語
を
ひ
い
て

一
乗
真
実

の
教

え
で
あ
る

『
法
華

経
』

を
詠

み
表

わ
し
た
も

の
で

あ
る
。

ま
た
、

鵬
は
衆
生
済
度

の
教

え
が
詠

ま
れ
、
浮
沈
す

る
蓮
葉

に
拠

っ
て

こ

の
世
の
定

め
な
さ
を
歌
意

と
し
、

蓮
は

『
法
華
経
』

の
象
徴

と

さ

れ

て

い

る
。

鰯

の
ま
こ
と
の
心
や
弸
の
心
は
仏
教

の
説

く
教
え

を
悟

る
心

で
あ
り
、
悟

り
の
境
地

で
あ
る
。
蓮

は
悟

り
を
開

い
た
境
地

を
象
徴

し
て
い
る
。

蓮

や
蓮

葉
を
極
楽
浄
土

の
象
徴

と
し
て
詠

ま
れ

て
い
る
歌

は

弸
つ
と

め
て
は
ま

つ
そ
眺
む
る
蓮
葉
を

つ
ゐ
に
我
身

の
や
と
り
と
思

へ
ば

弸
む
ら
さ

め
に
玉
な
す
ほ
と

の
露

の
ま
も
蓮

の
上

を
わ
す
れ
や
は
す

る

弸
浮
世

に
は
き
え
な
は
き
え
ね
蓮
葉

に
や
と
ら
は
露
の
身

と
も

な
り
な
ん

の
三
首
み
え
、
そ

の
う
ち
弸
、
弸
は
露
に
露

の
間
、

露

の
身

を
懸

け
、
浮
世

に

浮
く

の
懸
詞
や
消
え

る
と

い
う
縁
語
が
使

わ
れ
、
い
ず
れ
も
蓮
を
極
楽

浄
土

に

た
と
え

て
詠
ま
れ
、
極
楽
往
生

の
祈
願
を
歌
意
と
し
て
い
る
。

獅
は
現
世

を
穢

土
と
観
じ
、
そ

の
穢
土
か
ら
厭
離

し
よ
う
と
す
る
現
世
否

定
的
な
浄
土

教
の
教

理

が
発
想

の
基
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、

『
堀
河
百
首
』

の
無

常

(
555
)

や
述
懐

(
弸
)

の
歌
題
の
中

に
も
極
楽
浄
土

の
象
徴

と
し
て
蓮

が
詠

1

1

ま
れ
、

い
ず
れ
も
極
楽
往
生

の
祈
願
を
歌
意
と
し

て
い
る
歌
が
見
出
せ
る
。

∬
は
や
こ
と
も
小
舟
さ

し
よ
せ
か
の
み
ゆ

る
鳴
根

の
蓮
お
ら
ま
く
も
お
し

こ
の

一
首

は
蓮
を
同
様

に
極
楽
浄
土

に
譬
え

て
い
る
。
嶋
根
は

『
万
葉
集
』

所
見

の
語
旬

か
ら
摂
取

し
、
水
面

に
浮

か
ぶ
嶋

の
蓮

に
小
舟
を
む
け

る
と

、い
う

こ
と
は
西
方
浄
土

へ
の
思
慕

と
と
れ

る
。
ま
た
、

「
金
葉
集
』
雑

砌
、
俊
頼

の

歌

に
み
ら
れ

る
よ
う

に

障

子
の
ゑ
に
、

天
王
寺

の
西
門

に
て
法
師

の
舟

に
の
り
て
、
西
さ

ま
に

こ
ぎ

は
な
れ
て
ゆ
く

か
た
か
け
た

る
所
を

よ
め
る

砌
阿
弥
陀

仏
と
唱
ふ
る
声
を
か
ち
に
て
や
く
る
し
き
海
を

こ
ぎ

は
な

る
ら

ん

天
王
寺

の
難
波

の
海

に
面
し
た
西
門

は
極
楽
浄
土

の
入

口
で
あ

る
と
す
る
信
仰

か
ら

の
発
想
で
詠
ま
れ

て
い
る
と
も
推
測

で
き

る
で
あ

ろ
う
。

こ
れ

ら
は
浄
土

教
的
色
彩
を
感
知
さ
せ
ら
れ
る
。

次

に
十
六
首

の
う
ち

三
首

が
自
然
現
象

を
写
実
的
に
叙
景

す
る
詠
法

が
み
え

る
。柳

池
水

に
う

か
ふ
蓮

の
う

へ
に

こ
そ
人
に
し
ら
れ
ぬ
玉
は
な
し
け
れ

籾
水

は
し
る
は
す

の
浮
葉

の
し

つ
ま
す

て
う
ら
や
ま
し
く
も
生
の
ほ
る
哉

頭
水
き

よ
み
い
け

の
蓮

の
花
さ

か
り

こ
の
世

の
も

の
と
み
え
す
も
あ
る
哉

籾
は
自
然
現
象
を
人
事

に
比
喩
し

て
お
り
、

田
の
よ
う
に
蓮

の
花
盛
り

の
風
景

を
極
楽
浄
土
と
見
違
え

る
と
詠
ん

で
い
る
。

蓮

の
歌

で
特
徴
的
な
も

の
と
し

て
は

鵬
の
仲
実
と

脳
の
俊
頼

の
歌

の
二
首
を

上
げ

る
こ
と

が
出
来
る
。

鵬
夏

の
池

の
蓮

の
露

を
み
る
か
ら

に
心
そ

こ
と
に
涼
し

か
り
け
る

脳
雨

ふ
れ

は
は
ち
す

の
う
き
葉

に
ゐ

る
玉

の
た
え
す

ご
ほ

る
る
我
涙
哉

鵬
の
よ
う
に
蓮
を
夏

の
季
節

の
も

の
と
し
た
歌

は
十
六
首
中
唯

一
で
、
蓮

の

上

の
露
に
拠

っ
て
夏

の
涼
し
さ
と
同
時

に
心

の
清
浄

さ
が
詠
ま
れ

て
い
る
。

こ
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の
よ
う

に
蓮
を
夏
季

の
も

の
と
し

て
詠
ま
れ

て
い
る
歌
は
前
述

の
よ
う
に
平
安

朝
前
期

に
み
え

る
傾
向

で
あ
り
、

『
堀
河
百
首
』

の
蓮

の
歌
に
お

い
て
極
め

て

特

異
な
発
想

の
歌

と
言
え

る
だ

ろ
う
。

刪
は
蓮

を
述
懐
的
発
想

で
詠

ま
れ

て
い
る
が
俊
頼

は

『
堀
河
百
首
』

に
お

い

て
、

こ
の
歌

題
以
外

に
も
述
懐
的
発
想

に
て
詠

ま
れ

た
歌
題

が
多
数

み
え
、
彼

の
詠
法

の
特
徴

と
さ
れ
て

い
る
。
③

ま
た
、

こ
の
歌

は

『
万
葉
集
』

繖
の
作
意

を
踏
襲

し
な
が
ら
、
俊
頼
独
自

の
歌

の
世

界
を

創
り
上
げ
て
い
る
。
蓮

を
述
懐

的
に
詠
ん
だ
先

例
と
し
て
は

『好
忠
集
』

御
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

抑
な

つ
の
ひ
の
水

の
お
も
か
く
す
蓮
葉

に
た
た
よ
ふ
露

の
身

を
い
か
に
せ
ん

そ
し

て
、
彼

の
家
集

で
あ
る

『
散
木
奇
歌
集

」

(
私
家
集
大
成
中
古

皿
62
)

に
お

い
て
、
蓮
は
夏
部
六
月

に
繃

・
鰯

(
謝
と
同
歌

)

の
二
首

が
み
え
、

い
ず

れ
も
題
詠
歌

で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
蓮

の
歌
題
が
夏
季

の
歌
題
と
し
て

意
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
し
、
釈
教
的
発
想

の
歌
と
は
別

の
も

の
と
し
て
意

識

し
て
い
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
出
来

る
。

蓮
花
よ
め
る

緇
玉
水
を
蓮

の
わ

か
葉

に
ま
き

こ
め
て
こ
ほ
す
や
花

の
ひ
か
り
な

る
ら
ん

以
上

の
よ
う

に
、

『
堀
河
百
首
』

に
お

い
て
蓮

は

『
古
今
集
』
螂
を
踏
え
た

伝
統
的

な
発
想

で
詠

ま
れ

た
歌

や
仏
教
用
語
、
主
要
な
教
理
を
詠
ん
だ
も

の
な

ど
と
多
岐

に
及
ん
で
い
る
。
そ

し
て
、
単

に
、
蓮
が
仏
教

の
清
浄
さ

の
象
徴
と

し
て
意
識

さ
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
例
え
ば

『
法
華
経
』
や
極
楽
浄
土
な
ど

の
よ
う
に
仏
教

に
関
連

し
た
具
体
的
な
も

の
の
象
徴

と
し
て
詠
ま
れ

て
い
る
。

ま
た
、

ふ
た

つ
な
き
法
、
妙
法

や
衆
生
済
度
、
穢
土
厭
離
な

ど
の
よ
う

に
仏
教

の
説
く
教
理
や
仏
教

の
専
門

用
語

や
そ
の
知
識
な

ど
が
詠
ま

れ
て
い
る
。

そ
の

よ
う
に
、
蓮

の
歌
題

は
か
な
り
仏
教
的
要
素

の
強

い
も

の
と
し
て
受

け
取

ら
れ

て
い
た
こ
と

は
疑

い
の
な
い
こ
と

で
あ

る
。

そ

の
よ
う
な
仏
教
用
語
や
そ

の
内
容
、
知

識
は
平
安
朝
中
期

に

成

立

し

た

『
源
氏
物
語
』

『
枕
草
子
』

『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
に
み
え
、
そ
れ
以
来
、
仏

教
思
想

が
貴
族

の
生
活
意
識

に
密
着
さ
れ

て
き
て

い
る
。

『
堀
河
百
首
』
成
立

時
期

に
お
い
て
浄
土
教
が
浸
透

し
て
お
り
、
そ

の
主
要
な
教
理
は

か
な
り

一
般

化

さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

蓮

に
お
い
て
、
仏
教

の
教
理

や
仏
教
用
語
を
用

い
た
り
、
そ
れ
ら

の
発
想
を

基

に
し
て
詠

む
こ
と
は
釈
教
歌

の
影
響
と
無
関
係

に
は
考
え
ら
れ
な

い
で
あ

ろ

う
。

ま
た
、

そ
れ

ら
の
歌

の
中

に
は
歌
意

か
ら

し
て
岡
崎
知
子
氏

の
釈
教
歌

の

類

別
に
従
え
ば
教

理
歌

(
一
般

に
仏
教
を
通
じ

て
そ
の
説
く
と

こ
ろ
の
主
要
な

教
理
、
あ
る
い
は
専
門

的
な
用
語
に

つ
い
て
知
識

的
に
内
容
趣
旨

を
詠

み
あ
ら

わ
し
た
も

の
)

と
考
え

ら
れ
る
歌

を
見
出
す

こ
と
が
出
来

る
よ
う

で
あ

る
。
ω

こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

『
堀
河

百
首

』
に
お
い

て
蓮
は
、
仏
教
思
想

や
宗

教
的
世
界

の
流
入
に
拠

っ
て
、
夏
季

の
歌
題
と
し
て
意

識
す
る
こ
と
よ
り
は
、

少
な

か
ら
ず
蓮
に
仏
教
的
要
素
を
題
意
に
も

っ
た
歌

題
と
し
て

『
堀
河
百
首

』

の
歌
人
達

が
意
識
し

て
い
た
と
と
ら
え

る
こ
と

が
出
来
る

で
あ
ろ
う
。

注

1

岡
崎
知
子
氏

「
釈
教
歌
考
」
『
仏
教
文
学
研
究
ω
』

(昭
和
38

・
1

・
30
)
を
参
照
。

注
2

松
野
陽

一
氏

「
組
題
構
成
意
識

の
確
立
と
継
承
」
『
文
学

・
語
学
』

70
(昭
和

49

・
1
)
、
橋
本

不
美
男
、
滝
沢
貞
夫
氏
著

『
校
本
堀
川
院
御

時

百
首

和
歌
と

そ
の
研
究
本
文
、
研
究
篇
』

(昭
和

51

・
3
)
参
照
。

注
3

上
野
理
氏
著

『
後
拾
遺
集
前
後
』

(
昭
和

51

・
4
)
第

八
章

「
堀

河
百
首
と
源
俊
頼
」
に
お
い
て
、
本
来

述
懐

と
は
無

縁
な
十

八
題
を

述
懐

歌
に
詠
ん
で
い
る
と
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

注

4

注

1
を
参
照
。
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