
『
堀
河
百
首
』

の

「
虫
」
の
歌

田

辺

愛

子

『
堀
河
百
首
』
は
、
和
歌

史
に
お
い
て
高
く
評
価

さ
れ

て
い
る
。
そ
れ

は
組

題
百
首

の
完
成
さ
れ
た
型
と

い
わ
れ
、
中
世
和
歌
に
様

々
な
影
響

を
及
ぼ

し
て

い
る
。
特

に
院
政
期
以
降
、
題
詠
と

い
う
和
歌
創
作

の
意
識
が
著

し
く
発
達

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
歌
題

に
対

し
て
何
を
詠
む

べ
き
か
と

い
う
あ
る

一
定

の
美

的
世
界

の
創
造

が
要
請

さ
れ
、
そ
れ
が
様
式
化
、

一
般
化
さ
れ

る
に
従

っ
て
、

そ
の
歌
題

の

「
本
意

」
が
生

じ
、
そ
れ

が
歌
人
達

の
意
識

に
定
着

し
て
き

た
。

『
堀
河
百
首
』

は
題

詠
歌

の
発
達

の
初
期

に
成

さ
れ
、
同

百
首

が
そ

の
題
詠

に

お

い
て

「
歌
題
」

に
与
え
た
観
念
が
後

世

の
題

詠
に
大

き
な
影
響

を
与
え
た
と

考
え
ら
れ
る
。

本
稿

は
、

『
堀
河
百
首
』
が
ど

の
よ
う
な
観
念
を
そ

の
歌
題

に
与
え
込
ん
だ

か
を
、

つ
ま
り
、
同
百
首

の
歌
題

の
も

っ
て
い
る
本
意
は

い
か
な
る
も

の
か
を

さ
ぐ

り
、
後
世

へ
の
影
響

の
度
合

い
を
考
え

て
み
よ
う
と

の
試

み
で
あ
る
。
さ

て
、

『
堀
河

百
首

』
の
歌
題

が
ど

の
よ
う

に
詠

ま
れ

て
い
る
か
、
そ

の
具
体
的

な
方

法
と

し
て
は
歌
材

・
発

想

・
修

辞
な
ど
の
類
型

分
類
、
表
現
形
式

の
整
理

等

が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
ょ

っ
て
同

百
首
の
歌
題

の
本
意

を
検
討

し
て
い
く

こ
と

に
す
る
。
な
お
、

『
堀

河
百
首
』
の
歌
題

は
当

然
す

べ
て
を
整

理
し
検
討

せ
ね

ば
な
ら
な

い
が
、
今
回
は
そ

の

一
つ
と
し
て
歌
題

「
虫

」
を
と
り
上
げ

て
検
討

す
る
。

(
『
堀
河
百
首
』
は
群
書
類
従
本
を
使
用
し
、
同
百
首

の
歌

の
ア
テ
ビ

ア
数
字
は
そ

の
通

し
番
号
で
あ
る
。
)

「
虫
」

は
、

『
万
葉
集
』

に
お
い
て
四
季

に
分
類
さ
れ

て
い
る
巻
八

.
十

に

秋
季

の
素
材
と

し
て
既

に
詠

ま
れ
、
人
間

の
実
生
活

に
即

し
た
季
節

の
風
物
と

し
て
、
当
時

の
人

々
に
秋
季

の
歌
材
と
見

な
さ
れ

て
い
た
例
を
見
出
す

こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
人
間

の
情
趣
生
活

に
即
応

し
、
和
歌

に
お
け
る
四
季

の
美

意
識
が
緻
密

に
な
る

に
従

っ
て
、

「
虫
」
は
秋

の
季
節
と
結

び
付

き
、
秋

の
季

節
感
を
構
成
す

る
重
要
な
歌
材
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
漠
然
と

「
虫
」
を
詠

み
込

む
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
虫

の
種
類

た
と
え
ぽ
松
虫
、
き
り
ぎ
り
す
な

ど
と

い
う

よ
う

に
類
別

さ
れ

て
、

は
や
く

か
ら
各

々
が
歌
材
と

し
て
独
立

し
て

意
識

さ
れ
、
歌
題
化
も

は
や
い
時
期

に
な
さ
れ

て
い
る
。

歌
合

に
ょ

っ
て
歌
題

の
展
開

を
み
て
み
る
と

、
歌
合

史
の
最
初
期

の

『
寛
平

御

時
后

宮
歌
合

』

『
是
貞
親
王
歌
合

』
に
お

い
て

「
虫

」
は
歌
題
と

し
て
独
立

し
て

い
な

い
が
、
秋

季

の
題

の
歌
材
と
し
て
詠
ま
れ
て

い
る
。
萩

谷

朴

氏

著

『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
か
ら

「
虫
」
を
歌
題
と
し
た
歌
合
を
上
げ

る
と
次

の
よ

う

で
あ
る
。
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〔延
喜
四
-
昔
二
年
〕
秋
東
宮
保
明
親
王
帯
刀
陣
歌
合

蟀
蟋

・
松
虫

天
暦
十
年
八
月
十
一
日
坊
城
右
大
臣
師
輔
前
栽
合

蛬

天
徳
三
年
九
月
十
三
日
庚
申
中
宮
女
房
歌
合

蛬
・
蜩
・
松
虫

天
禄
三
年
八
月
廿
八
日
規
子
内
親
王
前
栽
歌
合

虫
の
音

寛
和
元
年
八
月
十
日
内
裏
歌
合

虫

寛
和
二
年
六
月
十
日
内
裏
歌
合

松
虫

永
延
二
年
七
月
七
日
蔵
人
頭
実
資
歌
合

鈴
虫

天
喜
二
年
秋
蔵
人
所
歌
合

虫

・
蛬

〔天
喜
五
年
〕
八
月
六
条
斎
院
楳
子
内
親
主
歌
合

鈴
虫

・
松
虫

・
蛬

・
轡

虫こ
の
よ
う
に

「
虫

」
は
秋
季
と
結

び
付
き
、
単

に

「
虫
」

の
み
で
な
く
、
類

別
細
分
化

さ
れ

た
各

々
の
歌
材
が
極

め
て
は
や
い
時
期

か
ら
秋

の
季
節

の

「
歌

題
」
と

し
て
定
着

し
て
い
た
と
推
測
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

そ

し
て
、

「
虫
」
と

い
う
歌
題

は
視
覚
的

に
詠
む

よ
り
も
、
虫

の
音
や
鳴
く

声
と

い
う
聴
覚
的
な
要
素

の
強

い
歌
題
と

し
て
意
識
さ
れ

て
い
る
。

『
堀
河

百
首
』

の

「
虫
」

の
歌
題

は
前
述

の
よ
う

に
、
既

に
類
別
細
分
化
さ

れ
、
き

り
ぎ

り
す

・
松
虫

・
ひ
ぐ
ら

し

・
轡
虫

・
鈴
虫

・
虫
な
ど
を
用

い
て
い

る

こ
と

か
ら
考
え

て
み
る
と
、
総
括

し
た
総
合
的
な
歌
題

で
あ

り
、
ま
た
そ
れ

ら
各

々
が
歌
題
と

し
て
独
立

し
て
詠
ま
れ

て
い
る
点
か
ら
も
多
様
な
詠
み
方
を

包
含
し

て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
虫

の
声
に
よ

っ
て
秋

の
悲
嘆
を
詠
む

こ
と
を
主
と
し
、
鳴
く
虫

に
自
己

の
心
情
を
投
影
さ
せ
て
い
る

こ
と
に
共
通
す
る
視
点
が
置
か
れ

て
い
る
。

そ

こ
で
、

『
堀
河
百
首
』

の

「
虫

」

の
歌
題

の
も
と

に
詠
ま
れ
て
い
る
十
六

首
を
虫

の
種
類
別
に
分
け
て
み
る
と

、
虫

八
首

・
松
虫

三
首

・
鈴
虫

二
首

、
ひ

ぐ

ら
し
、
轡
虫

、
き
り
ぎ

り
す
が
各

々

一
首
ず

つ
で
あ
る
。
そ
れ

ら
十
六
首

の

歌

を
虫

の
種
類
別

に
分
類
整

理
し
て
多
少

の
検

討
を
加
え
て
み
た
い
と

思
う
。

〔
鈴
虫
〕

「
鈴
虫

」
を
詠

ん
で
い
る
歌
は
十
六
首

の
う
ち
、
次

の
二
首

で
あ

る
。

跚
み
か
り
す
る
片
野

の
の

へ
の
鈴
虫

の
恋

す
る
声

や
ふ
り
は
て
N
鳴
く

枷
鈴
虫

の
声

す
る
野

へ
を
た

つ
ね
れ

は
心
に
も
あ

ら
ぬ
花
を

み
る
哉

こ
の
二
首
は

「
野
辺
」

「
鈴
虫

の
声

」
を
用

い
て
詠

ま
れ

て
い
る
。

「
鈴
虫

」
は
古
今
集

時
代

か
ら
歌
材
と

し
て
詠

ま
れ
、

「
鈴
虫

」
に
鈴
を
懸

け
、
縁
語
と

し
て

「
ふ
り
」

を
用

い
る
類
型
的

な
作
品
が
多
く

み
ら
れ

る
。
例

え
ば

『
忠
岑
集
』

(
『
私
家
集
大
成
』
中
古

1
38
)

に
次

の
よ
う

な

歌

が

あ

る
。駕

さ
む
き
よ

は
ふ
る

ふ
く

も
な
か
な
く

に
す

N
む
し
と

の
み
な
と
か

い
ふ

ら

ん

繝

よ
の
人

の
す

N
む
し
と

の
み

い
ふ
こ
と
は

こ
ゑ

ふ
り
た
て
丶
な
け
は
な
り

け

り

謝
の
歌

は
思

い
も
寄
ら
な

い
花
と

の
出
逢

い
を
詠

み
、
野
遊
び

の
歌
と
思
え

る
が

『
源
氏
物
語
』
帚
木

の
巻

の
夕
顔
と

の
出
逢

い
を
想
起
さ
せ
ら
れ
、
物
語

の
あ
る
世
界
を
踏
襲
し

て
詠
ま
れ
た
歌
と
も
解

せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

嬲

の
歌
は
、
や
は
り
平
安
時
代
か
ら

の
表
現
技
巧

で
あ
る

「
鈴
虫
」
に
鈴
を

懸

け
、
縁
語
と
し
て

「
ふ
り
」
と

「
御

狩
」

の
縁
語
や
懸

詞
を
用

い
て
野
辺
で

鳴

く
虫

を
表
現
し
て
い
る
。

「
鈴
虫

」

の
鈴
が
鷹

狩

の
鷹

の
尾
ふ
さ
に
付

け
る

鈴
と

の
懸

詞
で
あ
り
、

「
恋
す
る
」
の
こ
ゐ
も
や
は
り
鷹

が
木

の
上

に
居

る
こ

と

の
木

居
を
懸

け
て
い
る
。

こ
の
歌

は
野
辺

の
鈴
虫

が
さ
か
り
と
鳴

い
て
い
る

こ
と
を
歌
意
と

し
な
が
ら
貞
鷹

狩

の
縁
語
や
懸

詞
を
巧
み
に
詠

み
入
れ
た
複
雑

,・



な

技
巧
が
成

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な

「
鈴
虫

」
の
鈴
と

「
御
狩
」

の
縁
語
と
懸
詞
を
用

い
た
詠
法

で

勅
撰
集

の
初
見

は

『
後
拾
遺
集
』

"
の
大
江
公
資
朝
臣

の
歌

で

鈴
虫

の
声
を
聞
き
て
よ
め
る

と
や
帰
り
わ
か
手
な
ら
し
x
は
し
鷹

の
く
る
と
聞

ゆ
る
鈴
虫

の
声

に
見
ら
れ
、

「
鳥
屋
」

「
は
し
鷹
」
と

い
う
鷹
狩

の
縁
語
や

「
帰
り
」
に

「
飼

り
」
め
懸
詞
を
用

い
て
詠
ま
れ
、

「
小
鷹
狩
」
と

い
う
秋
季

に
行
な
わ
れ
る
宮

廷
行
事

に
関
連

し
た
素
材
を
用

い
て
い
る
。

ま
た
、

『
堀
河

百
首
』
と
同
時
代

の

『
永
久

四
年
百
首
』

に

「
鈴
虫
」
が
設

題

さ
れ

、
そ

の
七
首

の
中

に
も
同
様

に
類
型
的
な
詠

み
方
を

し
た
歌
が

二
首

み

え
る
。

鈴
虫

の
声

を
す

玉
か
と
聞

か
ら
に
草
と

る
鷹
そ

お
も

ひ
て
ら
る

丶

御

狩

の
に
な
く
鈴
虫

を
は
し
た
か
の
草
と

り
て
行
音

か
と
そ
聞

で
、

二
首
と

も
鈴
虫

の
草
叢

で
鳴

い
て
い
る
情
景
と
鷹

の

「
草
と

る
」
様
子
と

を
重
ね
、

「
鈴
虫
」
と

「
小

鷹
狩
」

の
具
体
的

な
素
材

を
組

み
入
れ
て
詠

む
傾

向
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

「
鈴
虫
」

の
鈴
と
鷹

の
尾
に
付

い
た
鈴
と
懸

け
、
秋
季

の
宮
廷

行
事

で
あ
る
小
鷹
狩

の
縁
語
や
懸
詞
を
用

い
た
技
巧
的
な
詠
作
方
法
は
比
較
的

新

し
い
時
期

に

一
般
化
さ
れ
た

の
で
は
な

い
か
と

思
わ
れ
る
。

〔
松
虫
〕

「
松
虫
」
を
詠

ん
で
い
る
歌
は
次

の
三
首
で
あ
る
。

跏
夕
暮

は
す
き
う
か
り
け
り
秋

の
野

に
我
松
虫

の
声
な
ら
ね
と
も

澀
た
の
め
置

し
こ
と

の
葉

に
よ
り
恋
草

や
人
松
虫

の
栖
な
る
ら

ん

瀰
あ
れ

は
て

二
人
影
も

せ
ぬ
故
郷

に
猶
ま

つ
虫

の
声
そ
た
、兄
せ
ぬ

「
松
虫
」
は
勅
撰
集

に
お

い
て

『
古
今
集
』
よ
り
歌
材
と
し
て
用

い
ら
れ
、

,「
松
虫
」

に

「
待

つ
」
を
懸

け
、
恋
愛
的
な
要
素
を
内
包
さ

せ
て
秋

の
は
か
な

い
悲

し
み
の
感
情

を
詠

ん
で
い
る
作
品
が
多
く

み
ら
れ
る
。

躙
君
し
の
ふ
草

に
や

つ
る
る
故
里

は
ま

つ
虫

の
音
ぞ
か
な

し
か

り
け

る

(
『
古
今
集
』
)

脇
風
さ
む
み
な
く
松
虫

の
な
み
た
こ
そ
葉

い
う
と

る
露
と

お
く

ら
め

(
『
後

撰
集
』
)

『
堀
河
百
首
』

の
三
首
も
ま
た

「
松
虫

」
に

「
待

っ
」
を
懸

け
て
詠

む
と

い

う
伝
統
的
な
発
想

に
拠

っ
た
も

の
で
、

「
松
虫
」
を
擬
人
化
し
、
哀
感

に
満

ち

た
虫

の
鳴
き
声

に
人
を
待

つ
と

い
う
微
妙
な
心
情

の
動
き
と
秋

の
は
か
な

い
悲

し

み
と
を
結
び
付
け

て

一
つ
の
観
念
的
世
界
を
織
り
な
し
て

い
る
。
そ
れ
は
単

に
自
然
詠

で
な
く
、

い
ず
れ
も
恋
愛
的
色
彩

の
濃
さ
が
歌
意

に
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。

そ

の
う
ち

跏

・
繝
の
二
首
は

「
松
虫
」

に

「
待

つ
」
を
懸
け

て
い
る

の
み
で

な
く
、

蹴
の
歌

は

「
こ
と

の
葉
」
と

「
恋
草
」
と

い
う
縁
語

や

「
恋
草
」

に
恋

を
懸
け
、

跏
の
歌

は

『
古
今
集
』

㎜
の
歌
を
発
想

の
原
形
と

し
て

「
あ
れ

は
て

る
」

「
故
郷

」
の
語

を
連
ね

た
技
巧
的
な
歌

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、

「
松
虫
」
と

「
待

つ
」
を
懸
け

て
詠

む
と

い
疹
伝
統
的

な
詠

法

を
踏
襲

し
、
さ
ら

に
表
現
技

巧
を

こ
ら
し
て
詠

む
と

い
う

い
た

っ
て
観
念
的

な
詠

み
方

を
し
て
い
る
。

〔
ひ
ぐ
ら
し
〕

「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
詠

ん
だ
歌

は
跚
の
歌

の
み
で
あ

る
。

泌
山
里
は
さ
ひ
し
か
り
け
り
木
枯

の
吹
夕

く
れ

の
曰
く
ら
し

の
声

「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
詠
ん
だ
勅
撰
集
収
載
歌

の
多

く

は

「
夕

暮
」

「
日

暮
」
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「
山
里
」

「
山
」
と

い
う
、
時
刻
と
場
所

の
素
材
を
取
り
合

せ
て

猫
ひ
く
ら
し

の
鳴
く
山
里

の
夕
暮
れ

は
風

よ
り

ほ
か

に
と

ふ
人
も
な
し

(
『
古
今
集
」
)

刎
日
ぐ
ら
し

の
声
き
く
山

の
ち
か
け
れ

は
き

つ
る
な

へ
に

い
り
日
さ
す
ら
ん

(
『
後
撰
集
』
)

夕
暮

の
山
里

で
鳴
く

ひ
ぐ
ら
し

に
よ

っ
て
秋

の
寂
莫
さ
が
詠
ま
れ
て

い
る
。

跏
の
歌
も
、
や

は
り
前

の
二
首
と
同
様
な
素
材
を
用

い
て
秋

の
寂
寥
感
を
自

然

の
描
写

に
よ

っ
て
裹
現
さ
れ

て
い
る
。

八
代
集

に
お
い
て

「
ひ
ぐ
ら

し
」
を
歌
材
と
し
た
歌
と

「
虫
」
を
主
題
と
し

た
歌
と

の
関
係

を
み
て
み
る
と
、

『
古
今
集
』

(
4

尸丶J

nU
●
0

2

2
)
及
び

『
後
撰
集
』

(
4

匚」

〆hU

ζ」
●
ご」
●
尸⊃

2

リム

リ乙
)

に
は

「
ひ
ぐ
ら

し
」
を
詠

ん
だ
歌
が
秋
上

の
部
立

に
み
え
、

虫

を
主
題
と

し
た
歌
群

の
中

に
見
出

せ
る
。

し
か
し
、

『
拾
遺
集
』

で
は
秋
季

の
副
次
的

な
歌
材
と

し
て
用

い
ら
れ

た
歌
が
あ

る
の
み
で
虫
を
主
題
と
し
た
歌

群

に
配

列
さ
れ

て
い
な
い
。

『
金
葉
集

』
に
至

る
と
、
夏

の
部
立

に
み
え
夏
季

の
終

り
の
歌
材
と

し
て
詠

ま
れ

て
い
て
、
虫

の
歌
群

に
入

っ
て
い
な

い
。

『
詞

花
集
』

に
は

「
ひ
ぐ

ら
し
」
を
詠

ん
だ
歌

が
な
く
、

『
千
載
集
』

や

『
新
古
今

集

』
で
は
夏
季

の
終

り
と
秋
季

の
は
じ
め
と

い
う
季
節

の
変

り
目

の
歌
材
と

し

て
用

い
ら
れ
て
い
る
が
虫

の
歌

群
と
関
係

な
く
配

列
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
こ
と

か
ら

「
ひ
ぐ
ら
し
」
は

『
古
今
集

』
、

『
後

撰
集

』
以
後

、
虫

の
歌
群
と

は
別

に
独
立
し
た
歌
材
と

し
て
詠
ま
れ
、
意

識
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ

る
。

ま
た
、

こ
の
跏

の
歌
は

『
千
載
集

』
に
入
集
さ
れ
、
秋
下

の
部
立

の
は
じ
め

に
位
置
し
、
秋
を
主
題
と

し
た
歌
と

し
て
と
ら
れ
、
虫

を
主
題

と
し
た
歌
群
と

は
別

に
配
列
さ
れ

て
い
る
。

次

に
、

『
平
安
朝
歌
合
大
成
』

に
収
載
さ
れ

て
い
る
歌
合

に
お

い
て

「
ひ
ぐ

ら

し
」
を
歌
題
と

し
た
歌
合

は
天
徳

三
年
九
月
十

三
日
庚
申
中
宮
女
房
歌
合

の

み
で
あ
る
。
そ

の
他
、

『
堀
河
百
首
』
以
後

の
歌
合

に
お

い
て

「
ひ
ぐ
ら
し
」

を
歌
題

に
し
た
歌
合
が
な
く

「
虫
」
及
び

「
蝉
」

の
歌
題

に
て

「
ひ
ぐ
ら
し
」

を
詠

ん
だ
歌
を
見
出
す

こ
と
が
出
来
な

い
。

こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
考
え

て
み
る
と

「
虫
」

の
歌
題

に
て

「
ひ
ぐ
ら
し
」

を
詠

ん
だ

泌
の
歌

は
極

め
て
特
殊
な
例

で
あ
る

こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

〔
轡
虫
〕

「
轡
虫

」
を
詠

ん
だ
歌

は
十
六
首

の
う
ち
、

こ
の

一
首

の
み

で
あ
る
。

嬲
駒
な

へ
て
麓

の
野

へ
に
た

つ
ぬ
れ

は
を
く
ら

に
す

た
く
く

つ
は
む

し
か
な

舶
轡
虫
」

は
勅
撰
集
及

び
十
世
紀

の
末

に
成
立

し
、
和
歌

の
歌
材

に
よ

っ
て

類
別

収
集

さ
れ

、
題
詠

の
手
引
と

し
て
の
性
格

を
も

っ
た
で
あ

ろ
う

『
古
今
和

歌

六
帖
』

の
動
植
物

の
部

の
虫

の
項
目

に

「
轡
虫
」

を
詠

ん
だ
歌
を
見

つ
け

る

こ
と

が
出
来

な
い
。

「
轡
虫

」
を
詠

ん
だ
初
見

の
歌

は

『
曽

丹

集
』

八

月

上

(
『
私
家
集
大
成
』
中
古
-

鮖
)

に

盥
く

つ
は
む
し
ゆ

ら
く

お
も

へ
あ

き
の
の

玉
や
ふ
の
す
み
か
は
な
か
き
や

と

か
は

と
あ

り
、
詠
歌
素
材

を
拡
大

し
た
と

言
わ
れ

る
好
忠

が

「
轡
虫

」
を
新

た

に
詠

ん
だ
も
の
と
推
察

さ
れ

る
。

歌
合

の
歌
題
と

し
て
は

〔
天
喜

五
年

〕
八
月
六
条
斎
院
楳

子
内
親

王
歌
合

に

「轡

虫
」
が
み
え
、
歌
合

の
歌
題
と
さ
れ
た

の
は
唯

一
の
例
と
さ
れ
て
い
る
。

(
『
平
安

朝
歌
合
大
成
』
四
窮
参
照
)

左

中
務

9
待

つ
人

の
あ
る
夜
な

り
せ
は
轡
虫
駒

ひ
き
と

め
て
来

ぬ
聞

か
ま
し

右

讃
岐

10
草

か
く
れ
駒
並

め
て
ゆ
く
旅
人

の
聞
き

わ
た
き
る
る
轡
虫

か
な
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と

あ
り
、
そ

の
歌
合

に

「
駒
」

「
轡
虫
」

の
縁
語

・
懸
詞
を
用

い
て
詠

ん
で

い

る
。嬲

の
歌

は
、

や
は
り

「
駒
」

「
轡
虫

」

の
縁
語

・
懸
詞

を
類
型
的

に
用

い
て

詠

み
、

「
轡
虫
」

の
轡
や

「
を
く
ら
」

の
鞍
と

い
う
馬
具
を
懸
け
、
技
巧
的

で

機

知

に
富
ん
だ
歌
境
を
創
り
上
げ

て

い
る
。

「
堀
河

百
首
』

の
歌
題

「
駒
迎
」

の
中

に

「
轡
虫
」

の
縁
語

・
懸
詞
を
用

い

て
詠

ん
だ
歌
が
見

え
る
。

叨
鳴
な
る
は
相
坂
山

の
く

つ
は
虫
駒
迎
す
る
人
や
き
く
ら
む

ま

た
、

『
堀
河

百
首
』

の
女
流
歌
人

で
、
前
斎
院
肥
後

の
家
集

で
あ
る

『
肥
後

集
』

(
『
桂
宮
本
叢
書
』
第
十
巻
所
収
)

に

右
大
臣
、
左
大
将
と

ま
し

冬
こ
ろ
、
あ

ふ
き

の
ゑ
に
お
と

こ
の
き

て
、

む

ま
に
と
ね

り
く

さ
か
り
て
か
う
、

こ
れ

に
う

た
よ
め
と
あ

り
し

か
は

む

む

む

　

む

む

む

く

つ
は
む
し
お
と

な
ふ
め
る
は
わ
か
せ
こ
か
こ
ま
に
も
む
く
ら

か
り
て
か
ふ

ら
ん

と
あ

り
、
扇

の
絵

の
世
界
を
詠
む
と

い
う
、

か
な

り
遊
技
的
な
性
格
を
も

っ
た

歌

に
も
同
様

な
技
巧
で
詠

ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な

こ
と

か
ら

「
轡
虫
」

は
比
較
的
新

し
い
歌
材

で

あ

り
、
単

に

「
轡
虫
」
を
詠

む
の
で
は
な
く
、
縁
語

・
懸
詞
を
用

い
た
詠
法

に
よ

っ
て

「
轡

虫
」

の
歌
材
を
詠
む
傾
向
が
金
葉
集
時
代

に
は
か
な
り

一
般
化
さ
れ

て
い
た
と

考

え
ら
れ

る
。

〔
き

り
ぎ

り
す
〕

「
き
り
ぎ
り
す
」
を
詠
ん
だ
歌
は
次

の

一
首

の
み
で
あ
る
。

跏
蛬
秋

の
う
け
れ
は
わ
れ
も
さ
そ
長
き
夜
す
か
ら
な
き
あ
か

し
つ
る

こ
お
ろ
ぎ

『
万
葉
集

』

の
巻

八

・
十
に

「
蟀

蟋
」
が
詠

ま
れ
、
そ
れ

は
今

日
で
い
う

こ

お
ろ
ぎ

の
類

で
な
く

、
秋
鳴
く
虫

を
広
く

さ
し
て
い
る
。

し
か
し
、

〔
延
喜

四

-

廿
二
年
〕
秋
東
宮
保
明
親

王
帯

刀
陣
歌
合

(
『
平
安
朝
歌
合
大
成
」

一
31
参

照
)

に
お
い
て

「
蟀
蟋

」
と

い
う
歌
題

に

「
き

り
ぎ

り
す
」
が
詠
み
込
ま
れ

て

い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
初
期

に

「
蟀
蟋
」
と

「
き
り
ぎ
り
す
」

の

混
合
が
認
め
ら
れ
る
。

「
き

り
ぎ
り
す
」

は
勅
撰
集

に
お

い
て

『
古
今
集
』
よ
り

み

ら

れ

「
秋

の

夜
」
と

い
う
時
間
的
素
材
を
組
み
入
れ

て
い
る
。

税
き

り
き

り
す

い
た
く
な
鳴
き
そ
秋

の
夜

の
な
か
き
思

ひ
は
お
れ
そ
ま
さ
れ

る

(
「
古
今
集
』
)

甥
秋
萩
も
色

つ
き

ぬ
れ

は
き

り
き

り
す
わ

か
寝

ぬ
こ
と
や
夜

は
か
な

し
き

(
『
古
今
集
』
)

秋

の
長
き
夜

の
せ
つ
な
さ
を
歌
意
と
し

て
、
き
り
ぎ
り
す
と
自
己
と
を
対
比
的

に
見
る

こ
と

に
よ

っ
て
心
情
を
表
白
し

て
い
る
。

脚
の
歌

は
前
記

の
二
首
を
発
想

の
原
形
と
し
、
や
は
り
、
き
り
ぎ
り
す

に
自

己

の
心
情
を
添
加
さ

せ
て
詠

み
、
か
な

り
人
事
詠
的
色
彩

の
濃

い
歌

で
あ
る
。

こ
の
歌
は

『
古
今
集
』
以
来

の
詠
法

に
寄

っ
た
歌
と

言
え
る
。

〔
虫
〕

「
虫
」
を
詠

ん
だ
歌

は
十
六
首

の
う
ち
八
首
あ
る
。
特

に
、
前

述

の
よ
う

に

「
虫
」
と

い
う
歌
題

の
も

つ
固
有

の
観
念
と
し

て
、
虫

を
擬
人
化

し

「
鳴

く
」

に

「
泣
く
」
を
懸
け
た
り
、
虫

の
鳴
き
声

の
哀
れ
さ
と
秋

の
静
寂
さ

に
自

己

の

心
情
を
添
与
さ

せ
て
詠

ん
だ
作
品
が
多
く
あ
る
。
そ
れ
ら
八
首

の
中

に
も

『
古

今
集
』
以
前
か
ら
詠
ま
れ

て
き
た
伝
統
的
な
発
想
を
踏

ま
え
て

い
る
。

跏
夜
を

か
さ
ね
音
を
な
く
虫

の
哀
さ

に
大
か
た
秋
は
え

こ
そ
ね
ら
れ
ね

繖
秋

の
夜

の
虫

の
ね
き
け

は
い
と

x
し
く
わ
か
物
思

ひ
も
よ

ほ
さ
れ
け
り
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こ
の
二
首

は
秋
夜

の
哀
感
と
虫

の
音

に
拠

っ
て
触
発

さ
れ
る
物
思

い
を
歌
意

と

し
て
い
る
。

ま
た
、
虫
が

た
く
さ

ん
鳴

い
て
い
る
状
態
を
秋

の
風
物

の
具
象

に
よ

っ
て
詠

ん
だ
歌
と
し

て
次

の
二
首
が
上
げ
ら
れ
る
。

跏
山
里

の
葎
ま
し
り

の
か
る
か
や

の
み
た
れ
も
あ

へ
ぬ
む
し

の
聲
か
な

蹴
露
を

x
も

み
う

つ
ろ

ふ
花
や
お
し
か
ら

ん
草
村

こ
と

に
す
た
く
む
し
哉

そ
し
て
、
次

の
四
首

は
深

ま
り
ゆ
く
秋
の
哀
感
を
主
と

し
、
虫

の
音

(声

)

と

秋
の
推
移
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
詠
む
と

い
う
類
型

的
な
作
品

で
あ

る
。

跏
萩

の
え

の
下
葉
を
宿

に
す
る
虫

は
う
ら
か
れ
て
ゆ
く
秋

や
恋

し
き

謝
よ
は
り
行
虫

の
声

に
や
山
里
は
く
れ

ぬ
る
秋

の
ほ
と

を
し
る
ら
ん

嬲
秋

の
夜

の
更
行
ま

N
に
虫

の
音

の
心
ほ
そ
く
も

な
り
ま
さ
る
か
な

緲
秋

ふ
か
く
な
り
行

ま

x
に
虫

の
音

の
き
け
は
夜

こ
と

に
よ
は
る
な
る
哉

秋

の
深

ま
り
を
弱
り
ゆ
く
虫

の
声

に
よ

っ
て
詠

ん
だ
歌

と

し

て

は

『
曽
丹

集
』
九
月
上

(
『
私
家
集
大
成

』
中
古

-
描
)

臘
ひ
と

り
え
ぬ
か
せ
に

こ
の
は

x
さ
そ
は
れ
ぬ
よ
な
く

む
し
は
こ
ゑ
よ
は

り
ゆ
く

が
あ

り
、
虫

・
人

・
木

の
葉

な
ど
の
周
囲
の
風
物

の
衰

え
ゆ
く
具
象

か
ら
深

ま

り
ゆ
く
秋

の
淋

し
さ
、
侘

し
さ
が
詠

ま
れ

、
好
忠

の
新
奇

な
詠

み
方

の

一
つ
と

し

て
注
目
さ
れ
る
。

右

の
四
首

の
う

ち
、
特

に
謝

・
嬲

・
緲
の
三
首

は
好
忠

の
歌
を
踏
ま
え

て
い

る
か
判
ら
な

い
が
秋

の
深
ま

り
と

い
う
時
間
的
な
経
過
を
弱
ま

り
ゆ
く
虫

の
声

と

い
う
現
象

に
よ

っ
て
知
る

こ
と
を
歌
意
と
し

て
秋

の
哀
愁

の
深
化
と
共

に
述

懐
的
要
素
を
も
織

り
込

ん
で
い
る
。
そ
れ

は
聴
覚
的
な
歌

で
あ
り
、
新
し

い
視

点

の
詠
作
と

し
て
、
か
な
り
目
立

っ
た
特
徴
と

い
え
る
。
ま
た
、
明
ら
か

に
虫

の
弱
ま

り
ゆ
く
状
態
を
題
意

の
中

に
盛
り
込
み
、
晩
秋

の
風
物
と
し
て

「
虫
」

を
と
ら
え

て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

『
堀
河
百
首
」

の
こ
れ
ら

三
首

の
類
型
的
発
想

の
影
響

は
大
き
く
、
同
百
首

以
後

の
歌
合
や

「
虫
」
及
び

「
暮
秋
」

の
題
詠
歌

に
多
く
詠
ま
れ

て
い
る
。
特

に
、
堀
河
百
首
題

に
て
詠
ま
れ
た
百
首
歌

に
そ

の
傾
向
が
顕
著

に
み
ら
れ
る
。

『
久
安
六
年
百
首
』

(
『
群
書
類
従
』
)

の
中
納
言
右
衛
門
督
公
能

の
秋

二

十
首

の
う
ち

に

夜
を
重
ね
声
弱

り
行
く
虫

の
音

に
秋

の
暮
れ
ぬ
る

ほ
と
を
知
る
か
な

と

あ
り
、
ま
た
、
藤
原
俊
成
が
堀
河
百
首
題

を
述
懐

に
寄

せ
て
詠

ん
だ

『
述
懐

百
首
」

の
う
ち
に

さ
り
と
も
と

思

ふ
心
も
虫

の
音
も

弱
り
果
て
ぬ
る

秋

の

暮

哉

(
『
長
秋
詠

藻
』
悦
)

と

あ
り
、
三
首
の
同
型
的
発
想
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

以
上
の

こ
と

か
ら
、

「
虫
」
の
歌
題

は
虫

の
鳴

く
盛
り
を
詠

む
と

い
う
古
今

以
来

の
伝

統
的
な
と

ら
え
方
の
み
で
な
く
、
弱
り
ゆ
く
虫

の
声
と
秋

の
深

ま
り

と

を
対
比
的

に
見
る
と

ら
え
方
が
当
代

の
感

受
性
の
パ
タ
ー

ソ
と

し
て
新

た
に

成
立
し
て
お
り
、
さ
ら

に
述
懐

性
が
浸
透
し
た
歌
題

の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成

し
、

『
堀
河
百
首

』
以
後

、

「虫

」
と

い
う
歌
題

が
述
懐
性

を
内
包

す
る
歌
題
と

し

て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘

で
き
る
。
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