
堀
河
百
首

題

「
苔
」
を

め
ぐ

っ
て

内

藤

愛

子

堀
河
百
首
題

の
選
定
意
識

に
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

注
1

深
さ
は
既

に
、
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
殊

に
、
堀
河
百
首
題

の
雑

の
歌
題

は
ほ
と

ん
ど
が
新
奇
な
歌
題

で
、

二
十
歌
題

の
う
ち
十
三
歌
題
が

『
和
漢
朗
詠
集
』
と

一
致
を
み
る
。
だ
が
、

「
苔
」
「
河
」
「
野
」

「
関
」
「
橋
」
「
海
路
」
「
夢
」

の
七

歌
題

は

一
致
し
な

い
も

の
で
あ

る
。

そ

の
う

ち
、

「
河
」
「
野
」
「
関
」
「
橋
」

「
海
路
」

の
五
歌
題

は
、
既

に
述

べ
た
よ
う

に
、
歌
枕
が
詠

み
込
ま
れ

た
歌
が

多
数
み
ら
れ
る
と

い
う
共
通

の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら

の
歌
題
が
選
定

さ

れ
る

に
あ
た

っ
て

は
、
歌
枕

を
詠

み
込
む

こ
と
を
不
可
欠
な
条
件
と

し
て
設
定

注
2

さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
以
外

の

「
苔
」

「
夢
」

の
二

つ
は
ど

の
よ
う
な
設
定
意
識

に
拠

っ
て

歌

題
と
し
て
設
定
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
の
二
歌
題

の
う

ち
、
今
回

は

「
苔
」

の
歌
題
を
取
り
上
げ
、

「
苔
」
歌
題

の
設
定
意

識
を
探

る

一
つ
の
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
よ
う
。

ま
ず
、

『
堀
河
百
首

』
成

立
以
前

に
、
苔
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
。

「
苔
」

は
、
歌
材
と

し
て

『
万
葉
集
』

か
ら
詠
じ
ら
れ

て
い
る
。
『
万
葉
集
』

に
お
い
て
は
、
時

の
な
が

さ
、
永
遠
、
長
久

の
意

に
用

い
ら
れ

て
お
り
、

「
苔

生
す
」
と

い
う
用
例
が
大
半

で
あ

る
。
ま

た
、
万
葉
集
第
七
巻

の
雑
歌

の
部

の

初

め
の
方

に

「
詠
蘿
」
と
詞
書

の
あ
る
歌
が
み
ら
れ
る
。
次

の
よ
う

で
あ
る
。

伽
み
吉
野

の
青
根

ケ
峰

の
蘿
蓆
誰

か
織
り

け
む
経
緯
無

し
に

ー
こ
の
歌

は
、
苔

の

一
面

に
生
え

て
い
る
状
態

を
莚

に
見

た
て
て
詠
ん

で
い
る
。

こ
の
歌
が

入

っ
て
い
る

『
万
葉
集
』
巻
七

は
、

『
同
集
』
十
巻
と
共

に
辞
書
的

注
3

分
類

と
配
列
が

な
さ
れ

て
い
る
と
小
沢
正
夫
氏

は
指
摘

し
、
ま

た
、
本
来

は
中

国

の

『爾

雅
』
や

『
釈
名
』

の
よ
う
な
辞
書
、

『
芸
文
類

聚
』
や

『
初

学
記

』

の
よ
う
な
類
書

の
組
織

に
な
ら

っ
た
も

の
で
あ

る
と
し
て
い

る
。

因

み

に
、

注
4

『
芸
文
類

聚
』
第

八
十

二
草
部
下

に
は

「
苔
」
と

い
う
分
類
が
あ

る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

『
万
葉
集

』

の
こ
の
歌
は
苔

の
歌
と
し
て
分
類
意
識

に
拠

っ
た
最
初

の
歌

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
中
国

の
部
類

意
識
の
投
影
が
み
ら
れ
る
分
類
配

列
が
な
さ
れ
て

い
る

『
古
今

六
帖
』

に
は
、
第

六
帖
草

の
分
類

の
な
か

に

「
苔
」
が
見
出
さ
れ
、

四

首
配
列

さ
れ
て

い
る
。
そ

の
う
ち
、

二
首

は
祝
賀
が
詠
ま
れ
、

二
首

は
恋

や
人

事
・を
詠

ん
だ
歌

で
あ

る
。
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ヱ卿
常
磐

な
る
松

に
懸

れ
る
苔
見

れ
ば
年

の
緒

長
き
知

べ
と
そ
思

ふ

33姻
石

の
上

に
生

出
る
苔

の
ね
も
入
ら
ず

よ
な
よ
な
物

を
思

ふ
頃
哉

43捌
奥

山

の
巌

の
苔

の
年

久

に
見
れ
ど
も
飽

か
ぬ
君

に
も
あ
る
哉

53捌
逢

ふ

こ
と
を

い
つ
か
其
日
と
松

の
木

の
苔

の
乱

て
恋
ふ
る
此
頃

ヨ同
様
な
辞

書
的
性
格

を
も

つ

『
和
漢
朗
詠
集

』
に
は
、
先

に
触

れ
た
よ
う

に

「
苔
」

の
分
類
が
な
さ
れ
て

い
な

い
が
、
漢
詩

文
や
和

歌

の
素
材

と
し
て
詠
じ

ら
れ
て

い
る
。
漢

詩
文
に

お
い
て
は
、
例
え
ぽ
、

謝
蒼

苔
路
滑
僧
帰
寺

紅
葉
声
乾

鹿
在
林

(巻

上

鹿

)

嫺
暁

峡
蘿

深
猿

一
叫

暮
林

花
落

鳥
先
啼

(
巻
下

猿

)

の
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ

『
千
載

佳
句
』
、
『
扶
桑

集
』

に
出
典
が
あ

り
、

こ
こ
で

「
山
中
」
や

「
山
居
」

に
分
類
さ
れ

て
い
る
漢
詩
文
が
山
中

の
描
写

の
素
材
と

し

て
用

い
ら
れ

て
い
る
。

『
和
漢
朗
詠
集
』

の

「
賀
」

「
祝
」

に
分
類
さ
れ

た

漢
詩
文

に
は
苔
が
詠
ま
れ

て
い
な

い
。
和
歌

は

「
祝
」

に

一
首

の

分

類

さ

み

れ
、
祝
賀

の
意

を
表
わ
し

て
い
る
。

こ
の
歌

は

『
古
今
集
』
第

七
巻
賀
歌

の
巻

頭
歌

で
あ

る
。

郡
わ
が
君

は
千
代

に
八
千
代

に
さ
二
れ
石

の
巌

と
な
り

て
苔

の
む

す
ま
で

こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す

る
と
、
苔
と
祝
賀

の
意

と
の
結
び
付
き

は
和
歌

に
お

け

る
表
現
方
法

の
特
徴
と
受

け
取

る
こ
と
が
可
能

で
あ

ろ
う
。

次

に
、

『
堀
河
百
首
』
以
前

の
勅
撰
集

に
お

い
て
苔
が

ど
の
よ
う
詠

ま
れ
て

い
る
か
を
見
て
み
る
と
、
勅

撰
集

の
最

初

で
あ
る

『
古
今
集
』
で
は
、
や
は
り

苔

が
永
遠
、
長
久

の
た
と
え

の
歌
材
と
し

て
詠
じ
ら
れ

る
歌

一
首

(
嬲

『
和
漢

朗
詠
集
』
粥
と
同
歌

で
あ
る
。
)

の
み

で
、
そ

の
他
苔
そ

の
も

の
で
な
く

苔

の

袂

を
詠

み
、
僧
侶

の
粗
末

な
衣
服

に
た
と
え

た
歌

一
首
漆

み
ら

れ
る
の
み
で
あ

る
。

ま

た

『
古
今
集
』

に
お
い
て
、
特
殊
な
部
立

で
あ

る
第
十
巻
物
名

に

「
さ
が

り
苔
」
と

い
う
詞
書
が
見
出
さ
れ
る
。
物

名
と

い
う
部
立

は
特
殊
だ
が
『
文
選
』

や
初
期
三
勅
撰
漢
詩
集

に
も
み
ら
れ
、
中
国
文
学

の
影
響

を
受

け
て
い
る
。

さ
が

り
苔

姻
花

の
色

は
た
だ

ひ
と
さ
か
り
濃

け
れ
ど
も

か

へ
す
が

へ
す
そ
露

は
染

め
け

る

と
あ
り
、

二
句

と
三
旬

に
さ
が

り
苔

を
隠

し
て
詠

じ
て

い
る
。

さ
が
り
苔

は
日

陰

の
葛

の
異
名

で
、
『
文
華
秀
麗
集

』
巻

下

(
『
目
本
古

典
文

学
大
系
』
)
の
雑

詠

の
な
か
に
薜
蘿

(
か
ず

ら

の

一
種
)
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て

い
る
も

の
が

二
首

み
ら

れ
る
。
捌

の
奉

和
代
神
泉
古
松

傷
衰
歌

に
は

「
孤
松

盤
屈
薜
蘿

枝
。
」
と
あ
り
、

鵬

の
冷
然

院
各
賦

一
物

、
得
澗

底
松

に

「
薜
蘿
常
掛
千
条

重
。
」

と
あ
る
。

ま

た
、

中
国

漢
詩
文

に
も
み
ら
れ
る
か
ら
、
さ
が
り
苔
は
そ
れ
ら
を
典
拠
と
し
た

も

の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
古
今
集
』
以
後

で
、

『
堀
河
百
首
』
成
立

に
先
行
す
る
勅
撰
集

に
お
い
て

は
、
苔

は
永
久
を

た
と
え

る
歌
材

で
、

し
か
も
祝
賀

の
意
を
表
わ
す
詠
歌
や
苔

衣
、
苔

の
袂
等
と

い
う
、
粗
末
な
僧
侶

の
衣

を
意
味
す

る
も

の
と
し
て
詠

ま
れ

た
歌
が
多
数

み
ら
れ

る
。
だ
が
本
来

の
苔
そ

の
も

の
を
歌
材

と
し

た

歌

は

な

く
、
苔

を
祝
賀

の
歌
材

と
し
た
詠
歌
が

『
拾
遺
集
』
巻
十

入
、
雑
賀

に
二
首
見

出

さ
れ
る
の
み
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、

『
古
今
集
』

以
降

の
勅
撰
集

に
お

い
て

の

「
苔
」
は
主
題

と

し
て
は
定
着

せ
ず
、

歌
材

と
し
て
も
決
し
て

一
般
化
さ
れ
た
も

の
と
言

い
難

い

よ
う
で
あ

る
。

私
家
集

に
お

い
て
、
苔
が
ど

の
よ
う

に
詠
じ
ら
れ

て
い
る

か
を
整
理
し
て
み

る
と
、
次

の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
『
古
今
集
』

と
同
時
代

に
生
存
し
た
歌
人
達

の
私
家
集

で
あ

る

『
躬
恒
集
』
や

『
貫
之
集
』
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の
賀

の
歌

に
詠

ま
れ
、

い
ず
れ
も
屏
風
歌

で
あ

る
。

『
躬
恒
集

』

(
『
私
家
集
大
成
中
古
1
』

30
)

で
は

「
延
喜
十
五
年

の
御

屏

風

の
歌
」
と

い
う
詞
書
が
あ
り
、

胤
千
代

を
ふ
る
松

に
か

玉
れ
る
苔

み
れ
は
年

の
を
長
く
な
り

に
け
る

か
な

松

と
苔

を
詠

じ
た
歌

は

『
万
葉
集
』

に
も
あ

る
が
、
松

に
懸

か
る
苔
と

い
う
発

想

は
漢
詩
文

に
拠

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
『
貫
之
集
』

(
『
私
家
集
大
成
中
古
1
』

57
)

で
は

「
延
喜

四
年

九
月
法

皇

の
御

六
十
賀
京

こ
く

の
み
や
す
と

こ
ろ

の

つ

か
う

ま

つ
り
給

と
き

の
御
屏
風

の
う
た
十

一
首

い
は
ほ
」
と
詞
書
が
み
え
、

二
首
並

ん
で
い
る
。

鵬
松
風

は
ふ
け
と
ふ
か
ね

と
し
ら
波

の
よ
す

る
岩

ほ
そ
久

し
か
り
け
る

巡

こ
け
な

か
く

お
ふ
る
い
は
ほ
の

ひ
さ
し
さ
を
君

に
く
ら

へ
ん
心

に
や
あ
る

ら

ん

こ
れ
ら

は
屏
風
歌

で
あ

る
。
松

や
岩
ほ
は
倭

絵

の
画
題
と
し

て
用

い
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
、
屏
風
や
障
子

の
絵

に
松
や
岩

ほ
と
共

に
苔
が
描

か
れ

て
い
る
さ

ま
が
想
像
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
倭
絵

の
表
現
手
法

は
松

や
岩

に
生

え
た
苔

を

詠
じ
る
う
え

に
少
な

か
ら
ず
影
響
を
与
え

て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

こ
の
こ
と
か

ら
、
祝
賀
を
詠
じ
る
歌
材
と
し

て
の
苔
が
定
着
す
る

の
に
、
扉
風
歌

は

一
つ
の

役
割
を
果
し

て
い
た
と
察
す
る

こ
と
が

で
き
る

の
で
あ

る
。

注
5

ま

た
、
分
類
を
施
し

た
歌
集

の

一
種

に

『
部
類
名
家
集
』
と
呼
ば
れ

る
も

の

が
あ
る
。

『
古
今
集

』
と
同
時
代

の
歌
人

で
あ

る
坂
上
是
則

の
家

集

で

あ

る

『
是
則
集
』
(
『
私
家
集
大
成
中
古
1
』

39
)

に
祝

の
部
立
が

み
ら
れ
、
そ

こ
に

は

「
こ
け

い
は
ほ
」
と

い
う
詞
書
が
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
歌

は
『
拾
遺
集
』
謝
巻

五

の
賀

に
題
し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず

で
収
載
さ
れ

て
い
る
。

25
き
み

か
よ
は
あ
ま

の
は

ご
ろ
も
ま
れ

に
き

て
な

つ
と
も

つ
き

ぬ
い
は
ほ
な

ら
な
む

こ
の
よ
う

に

『
古
今
集
』
時
代

の
私
家
集

に
は
、
苔
が
祝
賀

の
歌
材
と
し
て

意
識
さ
れ

て
い
た
と
言
え

る
だ

ろ
う
。

次

に
、

『
堀
河
百
首

』
以
前

の
百
首

歌

に
は
苔

の
歌
題
や
歌
材

と
し
た
詠

歌

注
6

は
見
当
ら
な

い
。
ま
た
、
歌
合
に
お

い
て
も
同
様

に
、
歌

題
と
し

て

は

見

え

ず
、

歌
材

と
し
た
詠
歌

も
少

な
く
、

し
か
も
、

関
連

が
あ

る
と
思
わ
れ
る
「
祝
」

「
松
」

「
い
は
ほ
」
と

い
う
歌
題

に
、
苔

を
歌
材

と
し
た
も
の
が
見

ら
れ
な
い

と

い
う
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。

以
上

の
こ
と
か
ら
、
苔

と
い
う
分
類
意
識

は

『
万
葉
集
』
第

七
巻

や

『
古
今

集
』
第
十
巻
、

『
古
今
集
』
と
同
時
代

の
歌
人
達

の
家
集

や

『
古
今

六
け
て
い

帖
』

に
見
出

さ
れ
る
。
そ
れ
ら

は

『
芸
文
類
聚
』
等

の
中
国
文
学

の
影
響

を
受

る
と

い
う
共
通
点
が
あ
り
、
そ

の
点

か
ら
考
え

る
と
、
「
苔
」

は
中
国
文
学

の
影

響
が
極

め
て
濃

い
歌
題
と
言

っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

ま
た
、

『
古
今
集
』
時
代

に

。
お
い
て
は
少
な

か
ら
ず
、
苔
が
祝
賀

の
歌
材
と

し
て
意
識
さ
れ

て
い
た
傾
向
が

見
受

け
ら

れ
る
。

ま

た
、

『
古
今
集
』
以
外

の
勅
撰
集
や
私
家
集

、
初

期

の
百
首
歌
や
歌
合

に

は

「
苔
」

は
分
類
や
歌
題
と

し
て
見
ら
れ
な

い
こ
と

か
ら
、

『
堀
河
百
首
』

に

お
け

る
雑

の
歌
題

「
苔
」

の
典
拠

は
、
直
接

『
芸
文
類
聚
』
等

の
中
国
文
学

に

求

め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

『
万
葉
集
』
、
『
古
今
集
』
、
『
古
今
集
』
時
代

の
私

家
集
等
を
基
底
と

し
て
選
定

し
た
歌
題
と
推
測

で
き

る
で
あ

ろ
う
。

次

に
、

『
堀
河
百
首
』

に
お
け
る

「
苔
」
歌
題

の
特
質

を
知
る
手
が

か
り
と

し
て
、
歌
人
達
が
ど

の
よ
う

に
歌
題
を
捉
え

た
か
を
詠
歌

に
即

し
て
分
析
、
整

理
し

て
み
よ
う
。

十
六
首

の

「
苔
」

の
歌
は
す
べ

て
苔

の
生
え

て
い
る
と

こ
ろ
が
詠
じ
ら
れ
、

山
、
岩

、
庭

等
が
数
多
く
み
ら
れ
、
不
可
欠
な
要
素
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

詠
歌
方
法
と
し
て

は
、
見
立
て

に
拠

っ
た
歌
が
多
数
を
し

め
て
お
り
、
そ

の
う
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ち
の
大
半

は
苔

の

一
面

に
生

え
て
い
る
状
態

を
莚

や
狭
莚

に
見
立

て
て
い
る
。

莚

に
見
立

て
る
手
法

は

『
万
葉
集
』

に
み
ら

れ
、

か
な
り

一
般
化

さ
れ

た
も

の

と
言

え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら

は
次

に
挙
げ

る
六
首

で
あ

る
。

㎜
佐
保
姫

の
あ

そ
ぶ
所

か
お
く

山
の
青
根

か
嶺

の
こ
け
の
さ
む
し
ろ

鸛
雲

か
玉
る
青
根

か
嶺

の
苔
莚

い
く

よ

へ
ぬ
ら

ん
し
る
人

そ
な
き

謝
昔

よ
り
あ

れ
た
る
宿
も
庭

に
し
く
苔

の
莚

は
ふ
り
せ
さ
り
け
り

黝
ふ
む
人
も

な
き
庭

の
面

に
秋

の
よ
は
苔
莚

に
そ
月

は
や
と
れ
る

弸
お
く

山

の
岩

ね
か
上

の
苔

莚
た
ち
ゐ
る
雲

の
あ

と
た
に
も
な
し

跏
白
雲

の
立

ゐ
る
山
の
苔
莚

わ
か
片
敷

の
袖

か
と
そ
お
も
ふ

こ
れ
ら
の
歌

は
苔

の
生

え
て

い
る
場
所
が
詠
ま
れ
、
そ

の
う
ち
五
首

は
山
が

詠

ま
れ
て

い
る
。
顕

季

(
3331
)
、
基

俊

(
㈱
)
、
永
縁

、
(
翩
)

の
三
首

は

苔

と

雲

の
色

の
コ
ソ
ト

ラ
ス
ト
の
お
も
し
ろ
さ
を
意
識
し
た
も

の
と
受
け
取
る

こ
と

が

で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
公
実

(
9231
)
、

顕
季

(
餾
)

の
二
首

は

『
万
葉
集

』
㎜

に
詩

句

表

現

の
典
拠
を
求

め
た
歌
と
言
え

る
。

㎜
み
吉

野

の
青
根

力
峰

の
蘿

蓆
誰
か
織

り
け
む
経
緯
無
し

に

ユ
こ
の
歌
は
、
先

に
触
れ

た
よ
う

に

『
万
葉
集
』
第
七
巻

の
雑
歌

に
配
列
さ
れ
、

『
詠
蘿
』
と

い
う
詞
書
を
も

つ
歌

で
あ
る
。

こ
の
歌

か
ら
、
青

根

力
峰

の
苔
莚

と

い
う
語
句
を
求

め
た
と
思
わ
え
る
。
ま

た
、
青

根

力
嶺

と

い
う
名

所
は

『
万

葉
集
』
以
外

に
『
堀
河
百
首
』
以
前

に
詠
じ
ら
れ

た
歌
が
見
当
ら
な

い
こ
と
や
、

注
7

学
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
『
万
葉
集
』
に
典
拠
を
求

め
た
語
句
、
発
想
が
み

ら
れ

る
こ
と

か
ら
、
青
根

力
嶺

の
出
典

は
『
万
葉
集
』
と
考
え

て
よ

い
だ
ろ
う
。

-
『
堀
河
百
首
』

に
お
い
て
、
青
根

力
嶺
が
詠
ま
れ

た
歌

は
こ
の

二

首

の

他

に
、
歌
題

「
雪
」

に
二
首
見
え

る
。
そ
れ
ら

は
藤
原
顕
仲
(
459
)
と
紀
伊
(
鵬
)

の
二
首

で
、

い
ず
れ
も
青
根

力
嶺
と
苔
莚
が
詠

み
込

ま
れ

て
い
る
。

鰍
苔
莚
あ
を
ね

か
嶺

も
み
え

ぬ
ま
て
よ
し

の
x
山
は
み
ゆ
き
ふ
り
し
く

鰯
白
雪

の
ふ
り
し
き

ぬ
れ
は
苔
莚
青
根

力
嶺

も
み
え
す
な
り
行

こ
の
二
首

は
苔
莚

の
青
色
と
、
青
根

力
嶺

の

「青

」

の
色
彩
的
重
な
り

の
う

え

に
、
青
根

力
嶺

の

「
ね
」
音

の
重
な
り
を
響
か

せ
た
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
、

同
時

に
、
青
と
雪

の
白
さ
と

の
対
比
を
意
識
し

た
詠
歌
と
言
え

る
。
ま
た
、

俊

頼

の
家
集

で
あ

る

『
散
木
奇
歌
集
』
(
『
私
家
集
大
成
中
古
1
』

62
)

に

お

い

て
、

「
山

の
雪
を
よ

め
る
」
と

い
う
詞
書

の
歌

に
、
苔
狭
莚
と
青
根

力
嶺
が
詠

じ
ら
れ

て
い
る
。

鵬
け
さ

は
し
も
青
根

力
嶺

に
雪

つ
み
て
苔

の
さ
む

し
ろ
し
き

か

へ
つ
ら

ん

こ
の
よ
う

に
、
青
根

力
嶺
と
苔
莚

と
の
組

み
合

せ
は

一
つ
の
パ

タ
ー

ン
と
し

て

『
堀
河
百
首
』
成
立

の
当
時

に
は
用

い
ら
れ
て

い
た
と

い
う

こ
と
が
知

ら
れ

る
だ

ろ
う
。

そ
し
て
、

『
堀
河

百
首

』
以
後

に
は
、
青
根

力
嶺
と
苔
莚

と
を
共

に
詠
む

パ
タ
ー

ソ
が
定
着
化
す

る
傾
向

が
見
ら
れ
る
。

公
実

の
歌

(
9231
)

は
、
青
根

力
嶺

と
苔
莚

と

い
う
組

み
合

せ
を

『
万
葉

集
』

に
求

め
な
が
ら
、
苔
莚

に
春

の
女
神

で
あ

る
佐
保

姫

の
遊

び
場

を
想
像

し
、
機

知

的
な
歌

に
仕
上
げ
て

い
る
。

こ
れ
ら
六
首

の
う
ち
、
縁
語

や
懸

詞
を
用

い
て
機
知
と
技

巧
に
富

ん
だ
も

の

る

　

に
仕
上
げ

て
い
る
歌

と
し
て
は
、
源
顕
仲

(
331
)

と
永
縁

(
燬
)

の
二
首

が
あ

る
。

い
ず

れ
も

「
苔
莚

」

の
縁
語
と
し

て

「
敷
く
」
を
使

っ
て
い
る
が
、
永
縁

の
歌

は
、

「
立

つ
」

に

「
裁

つ
」
を
懸

け
、

「
裁

つ
」

は

「
袖
」

の
縁
語
と

い

う

よ
う

に
複
雑

な
技
巧

を
用

い
た
歌

と
言
え

る
。
そ

の
他

に
、
縁
語
、
懸
詞

に

拠

っ
た
詠
歌
と

し
て
は
国
信

の
歌

(
1331
)
が

あ
る
。

「
日

か
け
」

は
陽

の
当
ら

な
い
所

と
日
陰
蔓
を
懸
け
て

い
る
。
そ

の
上
、
苔

の
縁
語
と

し
て
用

い
ら
れ

、

技
巧

を
凝
ら

し
た
叙
景
的

な
歌

に
仕
上

げ
て

い
る
。

嫐

日

か
け

は
ふ
し
け
み

か
下

に
苔
む

し
て
緑

の
ふ
か
き
山

の
か
ひ
か
な
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ら

ま
た
、
仲
実

の
歌

(
331

)

は

『
和
漢
朗
詠
集
』

の
平
佐
幹

の
上
句

の
発
想

を

踏
え

た
跡
が

み
ら
れ

る
。

硼
晦
跡
未
抛
苔
径
月

避
喧
猶
臥
竹
窓
風

(
巻
下

閑
居
)

ア

ユ

次

に
、
角
髪
や
髪

に
見
立

て
た
詠
歌

は
師
時

(
331

)
と
源
顕
仲

(
嫐
)

の
歌

で
あ
る
。

欟
年

ふ
れ

は
苔

の
み

つ
ら
を
ゆ

ひ
か
け

て
岩

の
姿

は
神
さ

ひ
に
け
り

齟
ね
も
な
く

て
岩

ほ
の
上

に
む
す
苔

は
か
み
を
お
ほ

へ
る
心
地
社
す
れ

こ
の
二
首

の
よ
う

に
岩

に
生

え
て

い
る
苔

を
髪

に
見
立
て
る
発
想

は
す

で
に
漢

詩
文

に
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
拠

り
所

に
し
た
発

想
と
言
え
る
。

た
と
え
ば
、
白

楽
天

の
「
遊

一悟
真
寺
二
詩
」
に
石
髪
垂
若
鬟
と
書
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
漢
詩

文

の
影
響

に
よ
る
見
立

て
と
共

に
、

「
髪
」

に

「
神
」
を
懸
け

る
技
巧
が
使
わ

ユ

れ
て

い
る
。

ま
た
、

嫐

の
歌

の
よ
う
に
苔

に
根
が

な
い
と
詠

じ
、

同

様

な

発

想
を
し

た
と
と
ら
え
ら
れ

る
歌
が

「
苔
」

の
申

に
も
う

一
首
み

ら

れ

る
。

そ

れ
は
河
内

の
歌

(
4431

)

で
あ

る
。

翩
年

ふ
れ
と
あ

た
に
そ
み
ゆ
る
ね
も
さ

二
て

い
か
て
か
苔

の
岩

に
生

ら
ん

苔

に
根
が

な
い
と
詠

じ
た
歌

は
す

で
に

『
古
今

六
帖
』

の

「
苔
」

に
分
類

さ
れ

た
歌

に

一
首

み
ら

れ
、

そ

の
歌

を
発
想

の
基

に
し
た
と
思

わ
れ
る
。

欄
石
の
上
に
生
出
る
苔
の
ね
も
入
ら
ず
よ
な
く

物
を
思
ふ
頃
哉

ヨ

　

つ
ぎ

に
、
苔

を
煙

に
見
立

た
詠
歌

は
匡
房

の
歌

(
331

)

一
首

の
み
で
あ

る
。

謝
ふ
か
み
と
り
岩

ほ
か
う

へ
に
む
す
苔

や
空

に

の
ほ
ら
ぬ
煙
な
る
ら
ん

本
歌

や
出
典
を
求

め
る
こ
と
が

で
き
る
歌
は
三
首
挙
げ

る

こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
師
頼

の
歌

(
233
)

は
、
伝
説

に
発
想

の
原
拠

を
求

め
て

い
る
。

劒
か

つ
ら
き

や
わ
た
し
も

は
て
ぬ
物
ゆ

へ
に
久
米

の
岩

は
し
苔
生

に
け
り

こ
の
歌

の
久
米

の
岩
橋

は
、
昔
役

の
行
者
が
葛
城
山

の
山
神

=
言
主
神

に
命

じ

て
、
葛
城
山
と
吉
野

の
金
峰
山

に
か
け
渡
そ
う
と
し
た
伝
説
上

の
橋

で
、
一
言
主

神

は
自
分

の
醜

い
容
貌

を
恥

じ
て
夜
だ

け
仕
事

を
し
た
の
で
、

い
つ
ま
で
た

っ

て
も
工
事
が
完
成
し
な

か

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ

の
伝
説
を
基

に
し
、
苔
が
生

」
え

る
ま

で
時
が
過
ぎ
去

っ
た
と
し
、
機
知

に
富
ん
だ
詠
歌

に
仕
上
げ
て

い
る
。

次

の
紀
伊

の
歌

(
343
)
は

㈱
打
な
ら
す
人
も
な
け
れ
は
君
か
代

は
か
け
し

つ
N
み
も
苔
生
に
け
り

と
あ
り
、

『
和
漢
朗
詠
集
』
跚
国
風

の
漢
詩

句

に
典
拠
を
求
め
た
歌

と
言
え

る

だ
ろ
う
。

臈
刑
鞭
蒲
朽
螢
空
去

諌
鼓
苔
深
鳥

不
驚

(
巻

下

帝

王
)

こ
の
漢
詩

の
後
半

の
発
想

と
表
現

を
使

い
、
天
皇

の
治
世

を
讃
え

る
慶
賀

の
歌

に
仕
立

て
上
げ

て
い
る
。

『
万
葉
集
』
の
歌

の
語
句

を
典
拠

と
し
た
と
思

わ
れ

る
も

の
と

し
て
俊
頼

の
歌

(
6331
)
が
挙
げ
ら
れ

る
。

脳
葎
生

の
け

か
し
き
藪

の
苔
上

に
あ

た
ら
月

を
も
宿

し

つ
る
哉

こ
の
歌

は
群
書
類
従
本

に
拠

っ
た
が
、
第

二
旬

目
の

「
け
か
し
き
藪
」
が
伝
本

に
拠

っ
て
は

「
け

か
し
き
宿
」
と
あ
り
、

「
宿
」
と
な

っ
て
い
る
伝
本
が
数
多

注
8

く
見
ら
れ

る
。
も
し
、

「
け

か
し
き
宿
」
と

し
た
場
合

は

『
万
葉
集
』

鵬
の
第

三
、
四
句
目
を
典
拠
と
し
た
詠
歌
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

瑚

い
か
な
ら
む
時

に
か
妹
を
む
く
ら

ふ
の
穢
し
き
や
と

に
入
れ
ま
せ

て
む

ユ

ら

こ
の
歌

は
、
鶴
と
儷

の
歌
と
同
様

に
荒
れ
た
家

に
生
え
て

い
る
苔
と

い
う
設
定

が
成
さ
れ

て
い
る
が
、
脳
は
人
事
詠
的
要
素

の
強

い
歌

で
あ
る
。
ま
た
俊
頼

の

歌

は
情
趣
的

に
充
足
し

た
作
品

で
、
創
作
詩
的
世
界
が
よ
み
と
れ
る
。

肥
後

の
歌

(
2431
)
は
松
と

い
う
祝
賀
を
表
わ
す
歌
材
と
共

に
詠
ま
れ
、

苔

の

永
遠
、
長
久
を
意
と
す
る
と

い
う
伝
統
的
な
発

想
を
踏
襲
し
た
慶
賀

の
歌

で
あ

る
。
そ

の
よ
う
な
歌
は
十
六
首

の
な
か

で
こ

の

一
首

の
み
で
あ

る
。

翩

お
く
山

の
岩
ね

の
松

の
陰

に
て
や
苔

の
み
と
り
も
と
き
は
な
る
ら
ん

ま
た
、
さ
が
り
苔
を
詠
ん
だ
歌
が

一
首

あ
り
そ
、
れ
は
藤

原
顕
仲

の
歌

(
8331

)
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で
あ

る
。

嬲
よ

こ
ね
嶋
下

は
に
生

る
さ
が
り
苔
露

か
二
ら
ね
と
か
は
く
ま
も
な
し

よ
こ
ね
嶋

は

『
平
安
和
歌
歌
枕
地
名
索
引
』

に
拠
る
限
り
、
他

に
は
用
例
が
み

あ

た
ら
ず
、
特
殊
な
歌
枕
、
地
名
と
言
え
る
。
ま

た
苔

で
な
く
、
さ
が
り
苔
を

詠
じ

て
い
る
。
先
述

の
よ
う

に
さ
が
り
苔
は

『
文
華
秀
麗
集

』
、
『
千
載
佳
句
』

等

の
漢
詩
文

に
み
ら
れ
、
勅
撰
集

に
お
い
て
は

『
古
今
集
』
第
十
巻
物

名

に
み

ら
れ

る
の
み

で
あ
り
、
そ
れ
ら

に
典
拠
を
求

め
た
珍
し

い
歌
材
と
言

っ
て
よ

い

だ

ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
よ
こ
ね
嶋
と

い
う
新
奇
な
歌
枕
地
名
を
用

い
な
が
ら
、

苔

と
い
う
樹
木

や
岩
石

に
生
え

る
植
物

と
し
て
の
特
性
と
、
さ
が
り
苔

(
日
陰

の
蔓

の
異
名
)

と
い
う
植
物
名

か
ら
連
想
さ
れ

る
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合

せ
て
、

複
雑

な
趣
向

を
凝

し
た
歌

と
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

〆

以
上

の
こ
と
か
ら
、
「
苔
」

の
歌
題

に
お
け
る
詠
歌

の
特
徴

は
、
『
古
今
集
』

時
代

に
は
、
祝
賀

の
歌
材

と
し
て
苔
が
詠

ま
れ

た
歌

は
数
少
な
く
、
苔
そ

の
も

の
に
着

眼
し
た
も

の
が
大
半

で
、
苔

を
何

か
に
見

た
て
る
と

い
う
類
型
的
な
詠

作
方
法

が
指
摘

さ
れ
る
。

だ
が
、
歌
題

「
苔
」

の
典
拠

と
目
さ

れ

る

『
万

葉

集
』

や

『
古
今
集
』
時
代

の
詠
作
方
法

を
そ
の
ま
ま
踏
襲

し
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
の
発
想
、
表

現
を
意
識

し
な
が

ら
、
詠
作
方
法
上

の
新

し

い
創
意

工
夫

が
な
さ
れ

た
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。

そ
れ
ら

は

『
万
葉
集
』

に
出
典
を
求

め
た
と
思
わ
れ
る
青
根

力
嶺
と
苔
莚

と

の
組

み
合

せ
を
新

し
い
感
覚

で
詠
み
込
ん
だ
り
、
発
想
や
表
現
を

『
和
漢

朗
詠

集
』

や
漢
詩
文
や
中
国
説
話
や
伝
説

に
拠

っ
た
り
、
縁
語
、懸

詞
等
、
複
雑

な
技

巧
を
凝
ら

し
た
詠
作
方
法
を
使
う
な
ど
多
岐

に
わ
た

っ
て

い
る
。

そ
れ
は
「
苔
」

と

い
う
歌
題
が
新
奇
な
歌
題

で
あ
る
と

い
う

こ
と
と
無
関
係
に
は

考

え

ら

れ

ず
、
新
し

い
歌
題

に
対
す
る
詠
作
方
法

の
摸
索
と
受
け
取
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
傾
向

は
、
新
奇
な
歌
題
を
多
数
含
ん

で
い
る

『
堀
河
百
首

』

の

注
9

雑
部

に
お
い
て
全
般
的

に
み
ら
れ

る
こ
と

は
既

に
、
指
摘
し
た
通
り

で
あ
る
。

だ
が
殊

に

「
苔
」

の
歌
題

の
よ
う

に
、

『
和
漢
朗
詠
集
』
や
漢
詩
文
や
中
国
説

話

に
発
想
、
表
現
、
修
辞
等

の
典
拠
を
求

め
、
漢
詩
的
世
界

の
投
影
が
色
濃
く

み
ら
れ

る
の
は
、

「
苔
」
と

い
う
歌
題

の
原
典

の
特
質
を
歌
人
達

は
少
な
か
ら

ず
意
識
し

て
い
た
か
ら
な

の
で
は
な

い
か
と
推
測

で
き
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
ら

は

『
堀
河
百
首
』

に
お
け

る

「
苔
」

の
歌
題

の

一
つ
の
特

徴
で
あ
り
、

そ
れ
を

こ
の
歌
題

の
特
質
と

し
て
捉
え

て
よ

い
と
思
わ
れ

る
。

注

1

松
野
陽

一
氏

「
組
題
構
成
意
識

の
確
立
と
継
承
」
(
「
文
学

・
語
学
」

第

70
号
昭

49

・
1
)

注

2

拙
稿

「
堀
河

百
首
雑

の
歌
題
覚
え
書
」
(
「
文
芸
論
叢

「
第

17
号
)

注

3

小
沢
正
夫
氏
著

『
古
代
歌
学

の
形
成
』
第

四
編

「
歌
集

の
編
集
と
和

歌

の
分
類
」

(
塙
書
房

昭

38
)

注

4

唐
欧
陽
詢
撰
汪
紹
楹
校

『
芸
文
類
聚
』

(中
華
書
局

齠
)

注

5

注

3
に
掲
書
。

注

6

萩
谷
朴
著

『
平
安
朝
歌
合
大
成
』

に
掲
載

し
て
い
る
歌
合

を
対
象

に

し
た
調
査

に
よ
る
。

注

7

、
橋
本
不
美
男
、
滝

沢
貞
夫
氏
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

昭

51
)

の
本
文
篇
参
照
。

注

8

注

7
掲
書
。

注

9

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
ー

」
(
「
研
究
紀
要
」
第

25
集
昭

56

・
12
)
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