
堀

河
百
首
題

「擣
衣
」
を
め

ぐ

っ
て

内

藤

愛

子

『
堀
河
百
首
』

の
歌
題

に
新

奇
な
歌
題
が
多
数

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と

で
あ

る
。
ま

た
、
そ

の
新
奇
な
歌
題

の
う
ち
、

『
和
漢
朗
詠
集
』

と
共

通
す

る
歌
題
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
歌
題

の
み
で
な
し
に
語
句

や
発
想
を

『
和
漢
朗
詠
集
』

に
典
拠
を
求

め
た
詠
歌
も
み
ら
れ
、

『
和
漢

朗
詠
集
』

と
の

(註
1
)

影
響
関
係

の
濃
さ

は
既

に
指
摘

さ
れ
て

い
る
。

そ
れ
ら

は
、
少
な
く
と
も

『
堀
河
百
首
』

の
雑

の
歌
題

に
お
い
て

『
和
漢
朗

詠
葉
』
と
共
通
す
る
歌
題
で
あ
る
か
否
か
億

関
係
訟
弘

)和
漢
朗
詠
集
や
漢

詩
文

に
典
拠
を
求

め
て
い
る
傾
向
が
顕
著

に
み
ら
れ
て

い
る
。

そ

こ
で
、
四
季

の
歌
題

に
焦
点

を
あ
て
て
み
て
み
る
と
、

四
季

の
歌
題

に
お

い
て

『
和
漢
朗
詠
集
』
と
共
通
す
る
歌
題
で
、
し
か
も

『
和
漢
朗
詠
集
』
や
漢

詩
文
を
典
拠
と
し
た
歌
が
多
数

見
え
る
歌
題

を

い
く

つ
か
見
出

す
こ
と
が

で
き

る
。
そ
れ
ら
は
雑

の
歌
題

と
異

っ
て
歌
題
自
体
が
漢
詩

か
ら
輸

入
さ
れ

た
と

い

う
特
徴
が
み
え
る
。
今
回
は
そ

の
う

ち
秋
季

に
配

し
て
い
る

「
擣
衣
」

の
歌
題

を
取
り
上
げ

て
み
た

い
。
「擣
衣
」
は
漢
詩
文

か
ら
輸

入
さ
れ

た
歌
題

で
あ
り
、

そ

の
歌
題

を
歌
人
達

は
ど

の
よ
う

に
捉

え
て
詠
じ

た
か
整
理

し
、
検
討
を
加
え

(註
3
)

て
み
た
い
。
擣
衣

に
関

し
て
は
既

に
先
学

の
詳
細

な
論
考
が

み
ら
れ

る
。

『
堀

河
百
首

』
以
前

に
お
い
て
、
擣
衣

の
歌
を

み
る
と
、

『
古
今

六
帖
』

に

「
衣
う

つ
」

と

い
5

分
類
が
成

さ
れ

て
い
る
。
ま

た
、
百
首
歌

に

お

い
-て
、

『
相
模
百
首
』

(『
私
家
集
大
成
中
古

1
』
)

の

「
は
て
の
あ
き
」

に
擣
衣

の
歌

が

み
ら
れ
る
こ
と

は

『
同
百
首
』
と

の
影
響
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

鐡
か
せ
さ
む
み

い
も

か
こ
ろ
も

て
う

つ
玉
ち

の
か
す
し
ら
ぬ
よ
も

す
き
ぬ

へ

き

か
な

勅
撰
集

に
お
い
て
、
歌
材
と

し
て
は

『
拾
遺
集
』
に
貫

之

の
歌
が
見

え
る
。

捌
風
寒
み
我
が
唐
衣
う

つ
と
き
ぞ
萩

の
下
葉
も

い
う
ま
さ
り
け
る

歌
題
と

し
て
は

『
後
拾
遺
集
』
が
初
出

で
あ
り
、
秋

下
に
三
首

み
ら
れ
る
。

そ

れ
ら

は
い
ず
れ
も
永
承
四
年
内
裏
歌
合

(
一
〇

五
〇

)

の
詠
歌

で
あ

る
。

獅
唐
衣
長
き
夜
す

か
ら
う

つ
声

に
わ
れ
さ

へ
ね
て
も
明

し

つ
る
か
な

躅
夜
更
け

て
衣

し
て
う

つ
声
送
け
は
急
か
ぬ
人
も
ね
ら
さ
り

け
り

謝
う
た

玉
ね

に
夜

や
ふ
け
ぬ
ら
む
唐

衣
う

つ
声
高
く

な
り
ま
さ
る
な
り

こ
の
よ
う

に
、
擣

衣
は
歌
題
と
し
て
新
奇

な
も

の
と
言

っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

又
、

『
堀
河
百
首

』
成
立
以
後

の
勅
撰
集

に
お
い
て
は

『
金
葉
集
』

『
詞
花

集
』

の
両
歌
集
に

は
主
題
と
し
て
現
わ
れ
ず

、

『
千
載
集

』
の
秋
下

に
主
題
と

さ
れ
、
五
首
が
配
列
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
う

ち
の
三
首

は

『
堀
河
百
首
』

の
詠

歌

(
1

8

1

0

0
0

●
1

8

8

8
)

が
選
ぼ

れ
て
い
る
。
次

の

『
新
古
今
集
』

に
は
十

一
首

に

及
ぶ
歌
が
配
列
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
勅
撰
集

に
お
い
て
、
擣

衣

の
主
題
と
し
て
配
列
さ
れ
、
定
着

し
て
い
く
過
程
が

み
ら
れ

る
。

そ

の
よ
う

に
勅
撰

集
に
お
け
る
擣

衣
の
主
題

と
し
て
の
定
着
過

程

に

お

い

て
、
少
な
か
ら
ず

『
堀
河
百
首

』

の
影
響
が
窺

わ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
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擣

衣
と

い
う
歌
題
自
体
が
漢
詩
文

か
ら
の
輸

入
さ
れ
た
も

の
で

あ

る

と

い

う

こ
と

か
ら

『
堀
河
百
首

』

の
歌
に
お
い
て
漢
詩
文

の
影
響
が
色
濃
く

み
ら
れ

る
。
そ

し
て
、
擣
衣
は
十
六
首
す
べ
て
が
聴
覚
的
な
歌
材
と
し
て
捉

え
て
い
る

と
言

え
る
だ

ろ
う
。

ま
ず

、表
現
用
語

を
み
て
み
る
と
次

の
よ
う

な
特
徴
が
見
出

せ
る
。
十

六
首

の

う
ち
九
首

ま
で
が
夜

や
夜

に
関
係

し
た
用
語
が
詠

ま
れ
、
ま

た
、
当
然

の
こ
と

な
が
ら
、
衣

に
関
す
る
も

の
が

多
く

あ
る
。
そ
の
な
か
で
唐

衣
を
用

い
た
歌

は

五
首
み
ら
れ
、
や
は
り
用
語

に
お

い
て
も
漢
詩

の
影
響

の
濃
厚

な
こ
と
を
窺
う

こ
と
が

で
き

る
。
だ
が
、
自
然
現
象

に
対
す
る
用
語
は
空
(
108
)
風

(
蹤

.
嬲
)

霜

(
0乙

ρ0

0

●
1

8

05
)

で
あ
り
、
数
少
な

い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次

に
、
擣

衣
の
歌
十

六
首
を
表
現
類
型

に
拠

っ
て
整
理

し
て
み
る
と
次

の
よ

う

で
あ

る
。

擣
衣
が
漢
詩
文

の
世
界

か
ら
、
孤
閨
を
守

る
妻

の
悲
愁

で
あ

る
と

い
う

モ
チ

ー
フ
を
詠
じ
た
歌
が
六
首

あ
る
。
そ
の
う

ち
、

『
和
漢
朗
詠
集
』

に
直
接

の
典

拠
が
求

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
歌
が

三
首
見
出

せ
る
。

仲
実

の
歌

蹴
ま

つ
ほ
と

の
す
き
や
し
ぬ
ら
ん
衣
う

っ
碪

の
音

の
う
ら
み
満

な
る

は

『
和
漢
朗
詠
集
』

の
公
乗
億

織
錦
機
中

已
弁
相
思
之
字

擣

衣
砧
上

俄
添
怨
別
之
声

(
巻
上
十
五
夜
盥
)

の
第

三
、
四
の
詩
句

の
発
想

と
表
現
を
踏
え

た
跡
が
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
師
時

の
歌跚

我
妹
子

か
手

玉
も

ゆ
ら
に
打

こ
ろ
も
千
声

に
な
り

ぬ
夜

の
な

か
け
れ
は

は
白
居
易

八
月
九
月
正
長
夜

千
声
万
声

無
了
時

(巻

上
擣

衣
躅
)

の
詩
句
を
翻
案
と

し
た
詠
歌

で
あ
り
、

「
手
玉
も
ゆ
ら
」

と

い
う
表
現

は

『
万

葉
集

』
瞞
(註
4
)

ユ

黼
足
玉
も
手

玉
も
ゆ
ら
に
織

る
は
た
を
君
が
御
衣

に

縫

ひ

あ

へ
む

か

も

　
に
求
め
て
お
り
、
記
紀

、
万
葉

の
用
語

に
拠

っ
て
独
自

の
歌

の
世
界
を
作
り
上

げ

て
い
る
。
ま
た
、
基

俊

の
詠
歌

も
同
様

の
詩
句
を
踏
え

た
も

の
と
言

え
る
。

跏
た
か
為

に
い
か

に
う
て
は
か
唐

衣
千
度

や
ち
た
ひ
声

の
う
ら
む
る

こ
の

『
和
漢
朗
詠
集
』
躅
は

『
白
氏
文
集
』
第

十
九
「聞

一夜
砧

二」
の
第

三
、

四
句

の
出
典

で
、
砧

の
漢
詩
と

し
て
は
有
名

で
あ
り
、
直
接

『
和
漢
朗
詠
集

』

か
ら
摂

取
し
た
か
は
疑
問
が
残

る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
又
、

こ
の
詩

句
は

『
源
氏

物
語
』
の
鼠

襞

に
も
引
か
れ
て
お
り
、
か
な
り

一
般
化
さ
れ
て
い
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

次

に
・

「
聞

一夜
砧
二
」

の
第

一
、
二
句
で
あ
る

「
誰
家
思
婦
秋
擣
帛

月
苦

風
凄
砧
杵
悲
」
等

の
漢
詩
文

か
ら

の
影
響

で
、
砧

の
音
が
夫

を
待

ち
佗
び

る
妻

の
歎
き

で
あ

る
と

い
う

こ
と
を
踏
え

て
詠
じ
た
歌
は
四
首

み
ら
れ
る
。

跏
恋

つ
二
や

い
も

か
う

つ
ら
ん
唐
衣
碪

の
音

の
空

に
な
る
ま
て

、

蹣
こ
ろ
も
う

つ
槌

の
音

に
て
よ
そ
な

か
ら
人

の
心

の
ほ
と
そ
し
ら
る

玉

嬲
故
郷

の
夜

さ
む
に
な
れ

は
衣
う

つ
た
ひ
に
や
君
も
思

ひ
い

つ
ら
ん

跏
た

の
め
を
き
し
ほ
と
ふ
る
ま

玉
に
さ
よ
衣
う

ら
め
し
け
な

る
槌

の
音
戟

ま
た
、
漢
詩

文

の
世
界

を
背
景

に
し
な
が

ら
砧

の
音

に
心
情
を
寄

せ
る
表
現

を
用

い
た
歌
と
し

て

脚
唐
衣
此
里
人

の
う

つ
声
を
き

玉
そ
め
し
よ
り
ぬ
る
夜

は
そ
な
き

跚
い
か
は
か
り
思

ひ
そ

め
た

る
唐
衣
な

か
き
よ
す
か
ら
う
ち
あ
か
す
ら
ん

腮
た
か
為
と
思

ひ
そ

め
て
か
終
夜
を
ち

の
里
人

こ
ろ
も
う

つ
ら
ん

の
三
首
が
上
げ
ら
れ

る
。
そ
れ
ら

は
す
べ

て
砧

の
音
そ

の
も

の
に
焦
点
を
置

い

て
い
る
。
又

、
そ

れ
ら
は
藤
原
顕
仲

(
O18
)
と
隆
源

(
跚
)
と
肥
後

(
膿
)

の

三
首

は

「唐
衣
」

や

「
衣
」

の
縁
語
と

し
て

「
そ

め
る
」
が
用

い
ら
れ
、

「
そ

め
る
」
T
は

「染

め
る
」
と

「
初

る
」

の
掛
詞

と
し
て
用

い
ら
れ
(
技
巧
を
駆
使
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し
て
い
る
。
し
か
も
、
物
語
的
世
界

の
展
開
を
背
景

に
し
、

『
源
民
物

語
』
夕

顔

の
イ

メ
ー
ジ

の
連
想
を
喚
起

さ
せ
る
よ
う
な
詠
歌

に
仕
立

て
上
げ
ら
れ

て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次

に
、
砧

の
音

そ

の
も

の
を
聞

く
と

い
う
扱

い
で
詠

じ
ら
れ
て
い
る
歌

は
五

首
み
ら
れ
る
。

麗
衣
う

つ
槌

の
音

こ
そ
た
ゆ
む
な
れ
た
ふ
さ
に
霜

の
置

に
や
あ

る
ら
ん

跚
小
夜
深
く
碪

に
あ

た
る
槌

の
音

の
し
け
き
は
た
れ
か
衣
う

つ
ら
ん

継
秋
風

は
す

瓦
し
く
な
り
ぬ
唐
衣
た

か
た

め
に
と
て

い
そ
き
う

つ
ら
ん

麗
な
か
き
夜

に
衣

し
て
う

つ
槌

の
音
や
物

思
ふ
人

の
友

と
な
る
ら
ん

跚
小
莚
も
さ
ゆ

る
霜
夜

に
終
夜
を
ち

の
里

に
は

ご
ろ
も
う

つ
也

そ
れ
ら

は
、
ど
れ
も

「
・
・
ら
ん
」

「
・
・
な
り
」

と
い
う
表
現
形
式

の
類

型
が
指
摘

で
き

る
。
そ

の
う
ち
、
永
縁

(
218
)

の
歌

を
除

い
て
は
、
い
ず
れ
も

単

に
砧

の
音
を
遠
く
離
れ

た
と

こ
ろ

で
聴
く
と

い
う
扱

い
の
み
で
な
く

、
砧
を

打

つ
人

の
心
情
や
状
況
を
推
量
す
る
気
持

が
詠

じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
ら

の
歌

の
う
ち
、
典

拠
が
見
出

さ
れ
る
歌

と
し
て
は
匡
房

(
208

)

と
永
縁

h
脱
)

の
二
首
が
上
げ
ら
れ
る
。

澀
衣
う

っ
槌

の
音

こ
そ
た
ゆ
む
な
れ
た
ふ
さ
に
霜

の
置

に
や
あ

る
ら

ん

こ
の
歌

の

「
た
ゆ
む
」
は

『
曽
丹
集

』
踟

(『
私
家
集
大
成
中
古
1
』
)

に

堋
風

に
よ
り

て
う

て
は
衣

を
手

も
た
ゆ
み
寒

さ
に
い
そ
く
秋

の
夜
な
く

と
あ
り
、
擣
衣
を
主
題
と
し
て
詠
じ
た
歌

で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌

に
拠

っ

た
と
考
え
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

そ
し

て
、

こ
の
歌
は
途
絶

え
が
ち
の
砧

の
音

か
ら
打

つ
腕

に
霜
が
降

っ
て
い

る
と
推
測
し

て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
機
知

に
富

ん
だ
歌

に
仕
上
げ

て
い
る
。

細
な
か
き
夜

に
衣
し
て
う

つ
槌

の
音

や
物
思

ふ
人

の
友
と
な

る
ら
ん

亡
の
永
縁

の
歌
は

『
後
拾
遺
集
』
鰯

の
伊
勢
大
輔

の
歌

の
発
想
及
び
表
現
を
典

拠
と
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

謝
夜
更
け

て
衣

し
て
う

つ
声
き
け

は
急

か
ぬ
人
も
ね
ら
れ
ざ
り
け
り

ま
た
、
承
徳
元
年
東
塔
東
谷
歌
合

(『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
第
五
巻
)

の
七
番

擣

衣

の
右

の
歌

に

14
秋

ふ
か
み
夜
風

し
寒
く

な
り
ゆ
け
ぽ
衣

し
で
擣

つ
音
ぞ

た
え

せ
ぬ

右
歌
し
だ
ら
か
な
れ
ど
も

「
衣

し
で
擣

つ
」

な
ど

い
う

こ
と

は
中
比

の

名
歌

な
れ
ぽ
持

に
や

と
あ
る
。
同
歌
合

は

『
堀
河

百
首
』

の
成

立
時
期

と
近

い
時
期

の
歌
合

で
あ

る

こ
と
か
ら

「
し
て
う

つ
」

は
擣

衣
の
歌

に
は
よ
く
使
わ
れ

た
表
現

と

思

わ

れ

る
。
又
、
萩
谷
朴
氏

は
同
歌
合

の
内
容
構
成

に
お
い
て
、
判
辞

に
み
え

る

「
中

比

の
名

歌
」

を
先

に
上
げ

た

『
後
拾
遺
集

』
躅
伊
勢
大
輔

の
歌
と

さ

れ

て

お

り
、
同
歌

の
影
響
力

の
大

き
さ
を
知

る
こ
と
が

で
き

る
。

「
し
て
う

つ
」

に
関

し
て
は
神
作
光

一
、
島

田
良

二
著

『
曽
根
好
忠
集

の
研

究

全
注
釈
篇
』

の
踟
の
歌

(既
述
)

の
評

に

為
相
本

は
、
上
句
が

「
風
寒

み
し
で
う
ち

の
衣
手
も

た
ゆ

く
」

と

あ

る
。

(中
略
)
為
相
本

の
本
文
が
正

し
い
と
す

る
と
好
忠
集
が
初
出
例

に
な
る
。

と
あ
り
、
大
変
興
味
深

い
の
で
付
け
加
え

て
お
く
。

次
に
、
十

六
首

の
な
か
で
特
徴
的
な
歌
と

し
て
は
俊
頼

の
歌

(
808

)
が
上
げ

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
砧

の
音
を
秋

の
深
ま
り
を
感

じ
る
よ
り
ど

こ
ろ
と
し

て
捉

え
、
秋

の
悲
愁
を
詠

じ
て
い
る
。

嬲
松
風

の
音
だ

に
秋

は
さ
ひ
し
き

に
衣
う

つ
也

た
ま
川

の
里

ま
た
、
俊
頼

の
私
家
集

で
あ

る

『
散
木
奇
歌
集
』

(
『
私
家
集
大
成
中

古
n
』
)

に
お
い
て
、
擣
衣
を
主
題
と
し

た
歌

は
こ
の
歌
を
含

め
て
三
首

み
え
る
。
そ

の

な
か
に

「
擣
衣

の
心
を
」
と

い
う
詞
書

の
あ
る
歌

媚
秋

か
せ
の
音

に

つ
け

て
そ
う
ち
ま
さ
る
衣
は
お
き

の
う
は

玉
な
ら
ね
と

と
あ
り

、
単
な

る
偶
然

か
も
し
れ
な

い
が

二
首

と
も
風

と

い
う
天
象

の
歌
材
を

用

い
、

し
か
も
砧

の
音
そ

の
も

の
が
秋

季
を
象

徴
す
る
歌
材

と
し
て
捉

え
ら
れ
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て

い
る
。

こ
れ
ら
ご
首

か
ら
、
少
な

か
ら
ず
砧

の
音
が
漢
詩
的
世
界

と
異

っ
た

次
元

の
も

の
と
し
て
創

り
上
げ

ら
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と
が
推
察

で
き

る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
擣

衣

の
歌
題

で
歌
枕

「
た
ま
川

の
里
」
が
詠

ま
れ

て
い
る
歌

は

今

ま
で
に
み
え
ず

、
新

し

い
詠
法

と
し
て
注
目

さ
れ

る
。
又
、

た
ま
廻

の
里
は

、

擣
衣
と

の
取
り
合
せ
や
俊
頼

の
言
葉
採
集

の
方
法

か
ら

『
万
葉
集
』

嬲
の
東
歌

鏘
多
摩
川

に
曝
す
手
作

り
さ
ら
さ
ら
に
何

そ
こ
の
児

の
こ
こ
た
愛

し
き

ヨ
が
連
想
さ
れ

て
、
武
蔵

の
玉
川
と
解

し
て
よ

い
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

こ
の
歌

の
よ
う

に
擣

衣

の
歌

に
歌
枕

を
詠
み
込

む
と

い
う
詠
法

は
既

に
松
井

蟹
鼇

が
・
響

今
時
代
の
擣
衣
の
歌
に
お
い
て
歌
枕
の
頻
出
し
て
い
る
傾
向

を
指
摘

し
、

こ
の
俊
頼

の
詠
歌
が
新
古
今
時
代

の
歌
人

に
与

え
た
影
響

の
大

き

さ
を
述

べ
て
い
る
。

そ
れ
は

『
新
古
今
集
』

の
秋
下

に
擣
衣
を
主
題
と

し
た
歌
が
十

一
首
配
列
さ

れ
て

い
る
が
、

そ
の
配
列

の
中

に
歌
枕
を
詠

み
込
ま
れ

た
歌
が
三
首
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
窺

い
知
る
こ
と
が

で
き

る
だ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
俊
頼

の
擣
衣

の
歌

は
漢
詩
文
を
根
幹
と

し
な
が
ら
歌
材
と

し

て
彼
な
り

に
消

化
し
、
歌
枕

に
拠

っ
て
独
自

の
世
界
を
創
り
上
げ

よ
う
と
す

る

傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。

以
上

の
よ
う

に
、

『
堀
河
百
首

』

の
擣
衣

の
歌

に
お
け
る
表
現
類
型
を
大
別

し
て
み
る
と
、
漢
詩
文

か
ら
砧

の
音

を
孤
閏

を
守
る
妻

の
歎

き
と
し
て
捉

・兄
ら

れ

て
い
る
も

の
と
砧

の
音
そ

の
も

の
を
聞
く
と

い
う

二
つ
の
パ
タ
ー

ン
に
分

け

る
こ
と
が

で
き

る
で
あ

ろ
う
。
後
者

は

「
・
・
ら
ん
」

「
・
・
な
り
」
と
い
う

推
量

す
る
形
式
が
大
半
を
占

め
て
い
て
、
打

っ
て
い
る
人

の
心
情
を
推
測
し
て

い
る
詠
歌

で
あ

る
。

佐
奮

臨
離

・
擣
衣
が
漢
詩
と
同
様
に
夫
の
帰
り
を
待
ち
佗
び
る
妻
の
歎

き
を
詠
じ
た
も

の
か
ち
、
砧

の
音

を
聴
く

と

い
う

と
こ
ろ
に
焦
点
を
置

い
た
詠

風

へ
の
推

移
を
指
摘
し
て

い
る
。

そ

の
点
か
ら
す
る
と
、

『
堀
河
百
首

』
に
お
い
て
の
擣
衣

は
既

述

の

よ

う

に
、
両
方

の
詠
風
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
二

つ
の
詠
風

を
数

の
上

か

ら

み

る

と

、
砧

の
音
そ

の
も

の
に
焦
点
を
置

い
た
詠
歌
が
十
六
首
中

の
半
数
以

上
を
占

め
て
い
る
。
そ
れ

は
擣
衣

の
詠
風

の
推
移
す
る
現
象

の
過
程
に
位
置

し
て
い
る

と
受

け
取

る
こ
と
が
可
能

で
あ

ろ
う
。

特

に
、
俊
頼

の
歌

は
漢
詩
文
を
基
と

し
な
が
ら
、
砧

の
音
を
秋

の
悲

愁

の
歌

材

と
し
て
扱

い
、
歌
枕
を
用

い
る
と

い
う
工
夫

に
拠

っ
て
新

し
い
独
自

の
世
界

を
創

り
上
げ

よ
う

と
す

る
試

み
が
み
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

こ

の
よ
う
に
、

『
堀
河

百
首
』

に
お
け

る
擣
衣

の
歌

は
、
漢
詩

の
世
界
か
ら

輸
入
し
た
新
奇

な
歌
題

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ま
だ
本
意
本
情
が
定
ま
ら
ず
、

様

々
な
要
素
が
混
入
し
て

い
る
状
態

と
言

え
る
だ

ろ
う
。
だ
が
、
擣
衣

の
本
意

本
情

の
成

立
す
る
過
程

に
お

い
て

『
堀
河

百
首

』
殊

に
、
俊
頼

の
詠
歌

は
重
要

な
ポ

イ
ソ
ト
に
位
置

し
て
い
る
と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

註

-

橋
本
不
美
男

・
滝
沢
貞
夫
著

『
堀
河
院
御
時

百
首

和
歌
と
そ

の
研
究

本
文
研
究
篇
』

(
笠
間
書
院

S

52
)

註

2

拙
稿

「
『
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
』
の
雑
部
を

め
ぐ

っ
て
ー

『
和
漢
朗

詠
集

』
と
漢
詩
文
-
」

(『
研
究
紀
要
』
第

25
集
)

註

3

佐
藤

恒
雄
氏

「
衣

を
擣

つ
女
ー
続
後
撰
集

の

一
考
察
1
」
(
『
解
釈
と

鑑
賞

』
S
42

・
5
月
号
所
収
)
、
松
井
律
子
氏

「
擣

衣

の
歌
ー
新

古

今
時
代

の
歌
題

の

一
考
察
1
」

(『
就
実
論
叢

』
第

9
号
)

註

4

'
同
歌
は

『
古
今
六
帖

』
の

「
は
た
」

の
分
類

に
み
え
る
。

註

5

日
本
古
典
文
学
大
系

『
源
氏
物
語

一
』

一
六
九
頁
参
照
。

註

6

註

3
に
掲
書
。

註

7

註

3
に
掲
書
。
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