
「
物
名
」
の
和
歌

|
古
今
集
・
拾
遺
集
を
中
心
に
|

は
じ
め
に

「
物
名
」
は
、
和
歌
の
技
巧
の
一
つ
で
あ
り
、
「
和
歌
や
俳
譜
で
、

歌
の
勾
の
意
味
に
関
係
な
く
物
の
名
を
詠
み
こ
ん
だ
も
の
」
(
『
日
本
国

語
大
辞
典
・
第
二
版
』
「
物
釘
歌
」
の
項
)
と
説
明
さ
れ
針
。
た
と
え
ば
、

秋
近
、
つ
野
は
な
り
に
け
り
白
露
の
お
け
る
草
葉
も
色
か
は
り
ゆ
く

(
古
今
・
四
四

0
・
友
則
)

こ
の
歌
に
は
、
「
き
ち
か
う
(
桔
梗
)
の
は
な
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、

第
一
・
一
一
句
の
「
あ
き
ち
か
う
の
は
な
り
に
け
り
」
の
部
分
に
隠
す
よ

か
〈
し
だ
い

う
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
物
名
が
別
名
隠
題
と
も
呼
ば
れ
る
ゆ
え

ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
、
た
だ
歌
を
一
見
し
た
だ
け
で
は
、

詠
み
込
ま
れ
た
(
隠
さ
れ
た
)
こ
と
ば
(
以
下
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
里

と
称
す
る
)
を
み
つ
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
れ
は
、
一
つ
は
歌

自
体
に
お
け
る
語
・
文
節
・
匂
な
ど
の
切
れ
目
を
全
く
無
視
し
て
題
が

深

桔f

谷

芳宅と
7!1 

詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
い
ま
一
つ
は
、
題
が
歌
の
中
で
意

味
的
な
役
割
を
何
ら
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

物
名
歌
に
お
い
て
は
、
い
か
に
う
ま
く
題
を
隠
す
か
、
と
い
、

Z
瓜
に
重

点
が
置
か
れ
、
一
般
的
な
歌
の
よ
し
あ
し
と
は
異
な
っ
た
評
価
の
基
準

を
有
す
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
、
古
今
・
拾
遣
の
両
勅
撰
集
に
お
け
る
物
名
歌
の

特
色
、
な
ら
び
に
物
名
歌
全
般
に
お
い
て
老
ゑ
不
す
べ
き
問
題
点
に
つ
い

て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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古
今
集
の
物
名
歌

古
今
集
で
は
、
巻
十
に
物
名
の
部
が
単
独
で
置
か
れ
、
四
七
首
の
歌

を
収
め
る
。
但
し
、
こ
の
中
に
は
、

朱
雀
院
の
を
み
な
へ
し
あ
は
せ
の
時
に
、
を
み
な
へ
し
と

い
ふ
い
つ
も
じ
を
く
の
か
し
ら
に
お
き
て
よ
め
る

つ
ら
ゆ
き



を
ぐ
ら
山
み
ね
た
ち
な
ら
し
な
く
し
か
の
へ
に
け
む
秋
を
し
る
人

ぞ

な

き

(

四

三

九

)

の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
折
句
の
技
法
(
右
の
例
で
は
「
を
み
な
へ
し
」
を

各
句
の
最
初
に
置
く
)
を
用
い
た
歌
や
、
巻
末
の

は
を
は
じ
め
、
る
を
は
て
に
て
、
な
が
め
を
か
け
て
時
の

う
た
よ
め
と
人
の
い
ひ
け
れ
ば
よ
み
け
る
僧
正
聖
宝

は
な
の
な
か
め
に
あ
く
や
と
て
わ
け
ゆ
け
ば
心
ぞ
と
も
に
ち
り
ぬ

ぺ

ら

な

る

(

四

六

八

)

の
よ
う
に
、
物
名
と
沓
冠
の
技
法
(
右
の
例
で
は
「
は
」
「
る
」
を
そ
れ
ぞ

れ
歌
の
最
初
と
最
後
に
置
く
)
を
併
せ
て
用
い
た
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
。

折
匂
や
沓
冠
も
、
こ
と
ば
を
隠
す
と
い
う
点
で
は
物
名
と
共
通
し
て

い
る
。
た
だ
、
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
隠
す
か
、
一
文
字
ず
つ
分
解
し
て

隠
す
か
が
異
な
っ
て
い
る
。
古
今
集
で
は
、
こ
う
し
た
技
巧
の
歌
も
広

義
の
物
名
と
み
な
し
て
収
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
物
名
題
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
た
題
材
を
み
る
と
、
四
七
首

(
う
ち
一
首
は
折
句
歌
)
の
う
ち
、
約
三
分
の
二
に
当
る
三

O
首
が
植
物

を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
古
今
集
成
立
前
後
に
催

さ
れ
た
、
物
名
歌
を
含
む
歌
合
が
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
合
の
題
材
み
な
植
物
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

す
な
わ
ち
、
植
物
が
、
和
歌
に
詠
む
に
相
応
し
い
「
雅
」
な
題
材
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
今
集
を
権
威
あ
る
「
晴
」
の
歌
集
と
す

る
た
め
、
歌
合
と
い
う
公
式
の
行
事
で
詠
ま
れ
た
歌
を
積
極
的
に
取
り

入
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
物
名
部
に
お
い
て
も
、
植
物

を
詠
ん
だ
歌
を
多
く
収
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
う
し
た
「
晴
」
の
歌

集
を
意
識
し
た
編
纂
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
物
名

題
と
し
て
詠
ま
れ
る
植
物
の
特
徴
と
し
て
、
「
さ
う
び
(
蓄
被
)
」
「
き

ち
か
う
(
桔
梗
)
の
花
」
な
ど
、
字
音
語
で
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ

る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

な
お
、
古
今
集
で
の
植
物
以
外
の
題
材
と
し
て
は
、
地
名
(
八

首
)
・
鳥
(
二
首
)
・
虫
(
一
一
首
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
c
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拾
遺
集
の
物
名
歌

古
今
集
に
続
く
勅
撰
集
で
あ
る
後
撰
集
に
は
物
名
部
は
置
か
れ
ず
、

次
の
拾
遺
集
で
再
び
物
名
部
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

拾
遺
集
・
巻
七
の
物
名
部
に
は
、
勅
撰
集
中
最
多
の
七
人
首
の
物
名

歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
、
古
今
集
に
あ
っ
た
よ
う
な
、

折
匂
や
沓
冠
の
歌
は
含
ま
れ
ず
、
純
粋
な
物
名
の
歌
だ
け
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。

物
名
の
題
材
と
し
て
は
、
植
物
が
最
も
多
い
こ
と
は
古
今
集
と
同
じ

で
あ
る
が
、
そ
の
歌
数
は
二
二
首
で
、
全
体
の
三
割
弱
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
植
物
の
次
に
多
い
の
が
、
一
七
首
を
数
え
る
食
物
で



あ
る
。
食
物
は
、
も
と
よ
り
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
あ
ま

り
和
歌
に
相
応
し
く
な
い
「
俗
」
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
物
名

と
い
う
特
殊
な
部
立
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
食
物
の
歌

を
収
め
る
と
い
う
の
は
、
勅
撰
集
と
し
て
は
特
異
な
こ
と
で
あ
り
、
注

目
に
値
す
る
。

拾
遺
集
が
食
物
の
物
名
歌
を
多
く
収
め
て
い
る
要
因
と
し
て
、
物
名

(注

3
}

の
名
手
と
い
わ
れ
た
藤
原
輔
相
の
存
在
が
あ
る
。
物
名
部
の
う
ち
、
約

半
数
に
当
る
三
七
首
が
輔
相
の
歌
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
食
物

の
歌
一
七
首
の
う
ち
、
輔
相
の
歌
は
一
一
一
首
を
数
え
る
。
現
存
す
る
資

料
か
ら
考
え
て
、
食
物
を
物
名
歌
に
詠
む
こ
と
は
、
当
時
一
般
に
流
行

し
て
い
た
と
い
う
よ
り
、
輔
相
独
自
の
特
質
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
食
物
を
詠
む
歌
は
、
は
や
く
万
葉
集
に
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
万
葉
集
の
巻
十
六
に
は
、
物
名
歌
の
原
型
と
考
え
ら
れ
る
「
詠

物
歌
」
が
存
在
す
る
。
左
に
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

な

が

の

い

み

き

お

さ

ま

ろ

長
忌
寸

d

意
吉
麻
呂
が
歌
人
首

い

ち

ひ

ツ

ひ

ぼ

し

き
す
鍋
に
湯
沸
か
せ
子
ど
も
傑
津
の
槍
橋
よ
り
来
む
狐
に
浴
む

さ

む

(

三

八

二

四

)

あ
る
と
き
も
ろ
も
ろ
つ
い
ど

右
の
一
首
、
伝
へ
て
云
は
く
、
一
時
に
衆
集
ひ
て
宴
飲

や
ゐ
う
き
ん
か
う

す
。
こ
こ
に
夜
漏
三
更
に
し
て
、
狐
の
声
聞
こ
ゆ
。
す
な

も

ろ

ひ

と

れ

τ、
ま

ろ

す

す

ぎ

ん

〈

は
ち
衆
諸
、
奥
麻
日
に
誘
め
て
日
く
、
「
こ
の
僕
具
、
雑

器
、
狐
の
声
、
河
の
橋
等
の
物
に
関
け
て
た
だ
歌
を
作
れ
」

と
い
へ
れ
ば
、
即
ち
声
に
応
へ
て
こ
の
歌
を
作
る
。

む

か

ば

き

あ

お

な

す

ご

も

や

の

ヲ

ワ

は

り

行
勝
・
蔓
脊
・
食
薦
・
屋
、
容
乞
詠
む
歌

食
薦
警
c
蔓
著
煮
持
ち
来
梁
に
行
膝
掛
け
て
休
む
こ
の
君

(
三
人
二
五
)

ひ

し

は

ひ

る

な

ぎ

酢
・
醤
・
蒜
・
鯛
・
水
葱
を
詠
む
歌

醤
酢
に
蒜
掲
き
合
て
て
鯛
願
ふ
我
に
な
見
え
そ
水
葱
の
藁

(
三
人
二
九
)

は
ち
す
ば

ひ
き
か
た
の
雨
も
降
ら
ぬ
か
蓮
葉
に
溜
ま
れ
る
水
の
玉
に
似
た

る

見

む

(

三

八

三

七

)

右
の
歌
一
首
、
伝
へ
て
云
は
く
、
右
兵
衛
な
る
も
の
あ
り

わ

ざ

ふ

け

姓
名
未
詳
な
り
、
歌
作
の
芸
に
多
能
な
り
。
こ
こ
に
府
家
に

し
ゅ

L

酒
食
を
備
へ
設
け
て
、
府
の
官
人
等
に
饗
宴
す
。
こ
こ
に

さ

ん

し

も

.

け

僕
食
は
盛
る
に
、
皆
蓮
葉
を
用
ち
で
す
。
諸
人
酒
酎
に
し

。

ぷ

ら

〈

え

さ

て
、
歌
侮
騎
駅
す
。
乃
ち
兵
衛
に
誘
め
て
云
は
く
、
「
そ

す
な
は
む

の
蓮
葉
に
関
け
て
歌
を
作
れ
」
と
い
へ
れ
ば
、
登
時
一
声
に

応
へ
て
こ
の
歌
を
作
る
、
と
い
ふ
。

q
4
 

q
J
 

右
の
う
ち
、
左
注
が
付
さ
れ
て
い
る
歌
合
一
八
二
四
・
三
八
三
七
番
歌
)

を
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
歌
が
宴
席
で
詠
ま
れ
、
目
の
前
に
あ
る
物
な
ど

を
即
興
で
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
同
じ
よ
う
な
状
況
を
示
し
た
詞
書
が
『
藤
六
集
』
に
存

(注
4
}

在
す
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
聞
に
共
通
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と



想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
輔
相
の
伝
記
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
お
ら

{注

5
}

ず
、
万
葉
集
と
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
右
に
掲
げ
た
詠
物
歌
と
、
古
今
集
以
降
の
い
わ
ゆ
る
物
名
歌

に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
詠
物
歌
が
物
(
題
)
を
歌
の

内
容
に
反
映
さ
せ
る
形
で
詠
み
込
ん
で
お
り
、
物
名
歌
の
よ
う
に
隠
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
技
巧
的
・
遊
戯
的
な
性
格
は

物
名
歌
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
巻
十
六
に
は
「
数
種
の
物
を

詠
む
歌
」
と
い
う
題
詞
を
も
っ
歌
も
存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

詠
み
込
む
「
物
」
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
全
て
を
歌
の
内

容
に
機
能
す
る
よ
う
に
詠
み
込
む
の
は
至
難
の
業
と
い
え
よ
う
。
詠
物

歌
で
は
、
物
名
歌
と
違
っ
た
面
で
の
技
術
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

(
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
三
八
二
四
番
歌
「
槍
橋
よ
り
来
む
」
の
部
分
に
、
狐
の

鳴
き
声
で
あ
る
「
コ
ン
」
と
い
う
擬
声
語
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
古
今
集
以
降
の

物
名
歌
の
原
型
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
)
。

な
お
、
植
物
・
食
物
以
外
の
題
材
と
し
て
は
、
地
名
(
一
四
首
)

鳥
(
六
首
)
・
虫
(
四
首
)
・
干
支
(
四
首
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

終
り
に
、
拾
遺
集
と
関
わ
り
の
深
い
私
撰
集
で
あ
る
拾
遺
抄
で
の
物

名
歌
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
十
巻
本
の
拾
遺
抄
に
は
物
名
の
部

立
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
巻
九
・
雑
上
の
終
り
の
二
二
首
が
拾
遺

集
の
物
名
部
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
拾
遺
抄
に
お
い
て
も
ま
と
ま
っ
た

形
で
物
名
歌
を
収
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
拾
遺
抄
に
歌
を
増
補
し
て

成
っ
た
拾
遺
集
で
あ
る
が
、
物
名
歌
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
に
五
六
首
も

増
補
さ
れ
て
お
り
、
物
名
歌
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
、
拾

遺
集
撰
者
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
触
れ
た
食
物
の
歌
は
、

拾
遺
抄
の
四
首
か
ら
拾
遺
集
の
一
七
首
へ
と
、
大
幅
に
増
え
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
拾
遺
抄
に
食
物
の
歌
が
あ
っ
た
の
を

そ
の
ま
ま
採
っ
た
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
多
く
の
食
物
の
歌
を
収
め

よ
う
と
し
た
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
拾
遺
抄
で
は
、
物
名
歌
に
混
じ
っ
て
、
折
句
の
歌
が
一
首
入

っ
て
い
る
が
、
拾
遺
集
で
は
こ
の
歌
を
物
名
部
で
な
く
雑
秋
部
(
一
一

O
二
番
歌
)
に
入
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
拾
遺
集
の
物
名
部

に
は
、
物
名
の
歌
の
み
が
収
め
ら
れ
、
古
今
集
の
よ
う
に
折
匂
歌
が
紛

れ
込
む
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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四

物
名
歌
を
め
ぐ
る
諸
問
題

続
い
て
、
物
名
歌
に
関
す
る
さ
ま
さ
ま
な
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
。
な
お
、
各
々
に
つ
い
て
の
具
体
例
は
、
引
き
続
き
古
今
・

拾
遣
の
両
集
か
ら
掲
出
す
る
。

(
1
)
題
と
歌
と
の
関
係

物
名
歌
に
お
い
て
は
、
詠
み
込
ま
れ
る
題
は
歌
の
内
容
に
直
接
関
わ

る
こ
と
は
な
く
、
隠
さ
れ
た
題
を
意
識
せ
ず
と
も
一
首
の
理
解
に
支
障

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
名
の
題
と
歌
の
内
容
と
が
全
く
無
関
係

だ
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
面
も
あ
る
。
人
見
恭
司
氏
は
、
物
名



歌
に
お
け
る
題
と
歌
の
内
容
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

A
題
と
歌
意
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の

B
題
と
歌
意
と
の
聞
に
何
ら
か
の
関
係
が
見
つ
け
ら
れ
る
も
の

C
題
と
歌
意
と
の
聞
に
全
く
関
係
の
な
い
も
の

の
三
種
類
に
分
類
さ
れ
た
。
各
々
に
該
当
す
る
例
歌
を
次
に
一
首
ず
つ

掲
げ
る
。

う

ぐ

ひ

す

藤

原

と

し

ゆ

き

の

朝

臣

A
心
か
ら
花
の
し
づ
く
に
そ
ほ
ち
つ
?
っ
く
ひ
ず
と
の
み
鳥
の
な

く

ら

む

(

古

今

・

四

二

二

)

す

も

も

の

は

な

つ

ら

ゆ

き

B
今
い
く
か
春
し
な
け
れ
ば
う
ぐ
ひ
す
も
も
の
は
な
が
め
て
思
ふ

ぺ

ら

な

り

(

古

今

・

四

二

八

)

か

に

は

ざ

く

ら

つ

ら

ゆ

き

C
か
づ
け
ど
も
浪
の
な
か
に
は
さ
ぐ
ら
れ
で
風
吹
く
ご
と
に
う
き

し

づ

む

た

ま

(

古

今

・

四

二

七

)

A
の
例
歌
で
は
、
題
の
「
う
ぐ
ひ
す
」
と
、
花
の
雫
に
濡
れ
て
鳥
が

な
い
て
い
る
と
い
う
歌
の
内
容
と
が
結
び
つ
く
。

B
は
、
春
に
咲
く

「
す
も
も
の
花
」
を
詠
み
込
む
の
に
春
の
歌
と
し
て
詠
ん
で
お
り
、
季

節
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
。

C
は
、
題
が
「
か
に
は
ざ
く
ら
」
、
歌
の

内
容
は
水
上
の
玉
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
両
者
は
何
の
関
わ
り
も
な
い

(
以
上
、
人
見
氏
の
論
文
よ
り
要
約
)
。

い
ま
、
人
見
氏
の
分
類
に
よ
っ
て
古
今
・
拾
遺
両
集
の
物
名
歌
を
分

け
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
(
括
弧
内
は
%
を
示
す
)
。

古
今
集

拾
遺
集

A
8首
(
口
・

4
)

A
3首

(
3
・
8
)

B
ロ
首
(
お
・
l
)

B
口
首
(
幻
・

8
)

c
m首
(
日
・

5
)

C
回
首
(
九
・

4
)

右
の
結
果
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
古
今
集
か
ら
拾
遺
集
へ
と
移
る

に
つ
れ
、

A
の
割
合
が
減
り
、
逆
に

C
の
割
合
が
増
え
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
古
今
集
で
は
、
物
名
歌
と
は
い
え
、
単
な
る
技

巧
の
歌
に
と
ど
ま
ら
ず
、
題
を
歌
の
内
容
に
結
び
つ
け
、
何
ら
か
の
ま

と
ま
り
を
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
一
部
の
歌
に
認
め
ら
れ
る
が
、
拾

遺
集
で
は
、
そ
う
い
っ
た
配
慮
よ
り
も
、
物
名
の
技
巧
自
体
を
重
視
す

る
傾
向
に
あ
っ
た
(
換
言
す
れ
ば
、
こ
と
ば
遊
び
の
色
合
い
が
よ
り
強
く
な

っ
た
)
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

anτ 
9
d
 

(
2
)
題
の
文
字
数
と
複
数
題

次
に
、
題
の
文
字
数
に
つ
い
て
考
え
る
。
物
名
の
題
が
長
け
れ
ば
長

い
ほ
ど
、
そ
れ
を
歌
の
中
に
隠
し
て
詠
み
込
む
の
が
難
し
く
な
る
の
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
一
つ
の
題
を
詠
ん
だ
歌
の
中
で
、
最
長



の
題
を
み
る
と
、
古
今
集
で
は
七
字
(
四
二
九
番
↓
酎
が
椛
」
・
四
四
O

sbか
・

つ

は

な

リ

ウ

一

た

む

i16

香
「
桔
梗
の
花
」
・
四
四
二
番
「
竜
胆
の
花
」
の
一
二
首
)
で
あ
る
が
、
拾
遺

集
で
は
九
字
の
題
が
み
ら
れ
る
(
四
一
七
番
忌
ι
宮
山
の
和
駅
」
・
四
二
六

か

か

は

む

か

ぱ

き

香
「
鹿
の
皮
の
行
勝
」
の
二
首
)
。
こ
こ
か
ら
も
、
拾
遺
集
に
お
い
て
物
名

の
技
巧
が
よ
り
高
度
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

ま
た
、
複
数
の
題
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、
拾
遺
集
に
は
、
十
二
支

を
六
つ
ず
つ
、
し
か
も
順
番
ど
お
り
に
詠
み
込
ん
だ
次
の
よ
う
な
二
首

が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
高
度
な
技
術
を
要
す
る
物
名
歌
と
い
え
る
。

ね
、
う
し
、
と
ら
、
ぅ
、
た
つ
、
み
よ
み
人
し
ら
ず

ひ
と
夜
ね
て
う
し
と
ら
こ
そ
は
思
ひ
け
め
、
つ
き
な
た
つ
み
ぞ
わ
び

し

か

り

け

る

(

四

二

九

)

む
ま
、
ひ
つ
じ
、
さ
る
、
と
り
、
い
ぬ
、
ゐ

む
ま
れ
よ
り
ひ
つ
じ
つ
く
れ
ば
山
に
き
る
ひ
と
り
い
ぬ
る
に
ひ
と

ゐ

て

い

ま

せ

(

四

三

O)

(
3
)
句
切
れ
と
題
の
位
置

続
い
て
、
題
が
詠
み
込
ま
れ
る
位
置
と
、
句
切
れ
と
の
関
係
に
注
目

し
て
み
よ
う
。た

ち

ば

な

を

の

の

し

げ

か

げ

葦
引
の
/
山
た
ち
は
な
れ
/
行
く
雲
の
/
や
ど
り
さ
だ
め
ぬ
/
世

に

こ

そ

有

り

け

れ

(

古

今

・

四

三

O)

ほ

と

と

、

さ

す

藤

原

と

し

ゆ

き

の

朝

臣

く
べ
き
ほ
ど
/
と
き
す
ぎ
ぬ
れ
や
/
ま
ち
わ
び
て
/
な
く
な
る
こ

ゑ
の
/
人
を
と
よ
む
る
(
古
今
・
四
一
一
一
一
一
)

右
の
例
歌
で
は
、
句
切
れ
を
/
で
示
し
た
。
前
者
は
題
が
一
句
の
中

に
収
ま
っ
て
い
る
例
、
後
者
は
句
切
れ
を
跨
い
で
二
匂
に
わ
た
っ
て
題

が
詠
ま
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
題
が
一
つ
の
歌
に
つ
い

て
、
五
七
五
七
七
の
各
句
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
も
の
、
二
つ
の
句
に

跨
っ
て
い
る
も
の
の
二
通
り
に
分
け
、
さ
ら
に
そ
れ
が
第
何
句
目
に
あ

る
か
を
分
類
し
て
各
々
の
用
例
数
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

に
d

q
J
 

古
今
集
(
一
句
内
初
首
・
匂
跨
り
辺
首
)

第
一
句
2

第
二
句
9

第
三
句
O

第
四
匂
7

第
五
句
2

一
1
二
句
8

二
1
三
句
8

二
了
四
句
2

四
i
五
句
2

拾
遺
集
(
一
句
内
心
首
・
勾
跨
り
担
首
)

第
一
句
l

第
二
句
口
第
三
一
句
2

第
四
句
幻
第
五
句
2

一
1
二
句
ロ
二
1
三
句
3

一一一
1
四
句
5

四
i
五
句
日

一
句
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
例
で
は
、
両
集
と
も
に
第
二
・
四
句
に

多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
数
の
少
な
い
第
一
・
三
・
五
句
の
う
ち
、
第

一
・
三
句
は
五
音
と
短
い
の
で
収
め
に
く
く
、
ま
た
第
五
句
は
七
音
だ



が
、
歌
の
末
尾
で
あ
り
一
簡
単
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
配
慮
し
て

避
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
二
句
に
跨
っ
て
い
る
も
の
は
、

古
今
集
で
は
第
一

't
二
句
・
第
二
1
三
匂
に
多
く
、
拾
遺
集
で
は
第
一

土
石
1

第
四
1
五
句
に
多
い
と
い
う
よ
う
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
音
韻
な
ど
国
語
学
的
な
諸
問
題
と
の
関
わ

り
、
ま
た
句
切
れ
以
外
に
文
節
・
単
語
の
切
れ
目
な
ど
を
も
老
議
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
老
丞
小
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
り
、

こ
こ
は
数
値
を
示
す
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
以
上
み
て
き
た
こ
と
を
も
と
に
、
古
今
・
拾
遣
の
両
集
を
比

較
す
る
と
、
拾
遺
集
の
方
が
よ
り
技
巧
面
・
遊
戯
面
を
強
め
て
い
る
と

い
え
よ
う
(
食
物
詠
・
題
の
多
牢
化
・
題
と
歌
と
の
無
関
係
な
ど
)
。
古
今
集

で
こ
う
し
た
面
が
弱
い
の
は
、
や
は
り
晴
の
歌
集
を
志
向
し
た
結
果
だ

と
思
わ
れ
る
。

五

お
わ
り
に

さ
て
、
物
名
の
歌
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
こ
と
ぱ
遊
び
の
要
素
を
多

分
に
含
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
贈
答
歌
な
ど
で
相
手
の
釜
別
を
歌
に
詠
み

込
む
こ
と
が
よ
く
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
難
読
の
人
名
を

明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

一
例
を
示
せ
ば
、
中
古
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
、
拾
遺
集
の
編
纂
に

関
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
歌
人
に
藤
原
長
能
が
い
る
。
長
能
は
、
長
ら
く

「
な
が
と
う
」
と
よ
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
家
集
『
長
能
集
』
に

次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

は
や
う
賀
茂
祭
み
侍
と
て
、
あ
や
し
き
人
を
車
に
の
せ
て

は
べ
り
し
を
、
む
か
へ
に
よ
し
ま
さ
の
朝
臣
た
ち
て
、
か
く

い
ひ
は
べ
り
し

そ
の
か
み
の
な
か
よ
し
と
た
だ
し
り
ぬ
れ
ば
人
の
か
ず
と
も
お
も

ほ

え

ぬ

か

な

(

一

O
一二)

か
へ
し

こ
と
は
り
や
し
か
う
き
身
な
り
し
か
あ
れ
ど
も
よ
し
ま
さ
る
ら
ん

人

は

た

れ

そ

も

(

一

O
四
)

右
の
贈
答
歌
で
は
、
お

E
い
の
釜
削
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
、
長
能
が
「
な
が
と
う
」
で
あ
っ
た
な
ら
、
歌
自
体
が
成
立
し
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
贈
答
歌
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

「
な
が
よ
し
」
と
い
う
よ
み
は
、
後
世
の
文
献
に
み
え
る
「
な
が
と
う
」

と
比
べ
て
、
よ
り
信
恵
性
が
強
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
歌
人

た
ち
に
と
っ
て
は
、
歌
に
名
前
を
詠
み
込
む
こ
と
は
一
種
の
知
的
な

「
遊
び
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
は
か
ら
ず
も
、
人

名
の
考
証
に
一
役
買
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

物
名
歌
に
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
の
視
点

が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
紙
数
の
都
合
も
あ
っ
て
、
個
々
の
問
題
点
に

つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
ま
で
に
到
ら
な
か
っ
た
が
、
今
後
こ
れ
ら
の
問
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第物題
で名点
あ 歌 に
るにつ
。対い
すで
るの
理丹
曲If b 

を主:
さ検
ら証
1ミを
J木積
めみ
ス重
い h

きぞ
マ『・

~ぃ:く
考 E
え lzI 
.つ
る て次

テ
キ
ス
ト

本
稿
に
お
け
る
和
歌
本
文
は
、
勅
撰
集
に
つ
い
て
は
『
新
編
国
歌
大
観
・

第
l
巻
・
勅
撰
集
編
』
(
角
川
書
居
)
、
私
家
集
は
「
私
家
集
大
成
・
中
古
I
』

(
明
治
書
院
)
、
万
葉
集
は
『
新
編
日
本
古
典
文
μ丈
玉
集
』
(
小
学
館
)
に
拠

っ
た
。
た
だ
し
、
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
傍
点
は
等
五
告
に
よ
る
。

注(
1
)
「
物
名
歌
」
の
読
み
方
に
は
、
「
も
の
の
な
う
た
」
「
ぶ
つ
め
い
か
」
の

二
通
り
あ
る
。

(2)
後
撰
集
に
物
名
部
が
置
か
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
佐
藤
高
明
氏
は

(
二
歌
合
の
歌
を
無
視
、
(
二
)
物
名
歌
の
技
術
低
下
と
一
般
化
、

(
三
)
歌
物
語
化
の
風
潮
、
の
三
点
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
「
後
撰
集
の

物
名
歌
逸
脱
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』
第
お
巻
9
号
一
九
五

八
年
九
月
)

C

(3)
輔
相
の
物
名
歌
に
つ
い
て
は
、
山
口
博
氏
『
王
朝
歌
壇
の
研
究
・
村
上

官
泉
円
融
朝
篇
』
〈
第
五
章
藤
原
輔
相
と
藤
六
集
〉
(
桜
楓
社
一
九

六
七
年
一

O
月
)
、
山
岸
徳
平
氏
『
山
岸
徳
平
著
作
集
E
・
和
歌
文
学

研
究
』
〈
物
名
の
歌
と
折
句
の
歌
、
藤
六
集
に
就
い
て
〉
(
有
精
堂
一

九
七
一
年
一
一
月
)
、
中
田
千
代
子
氏
「
藤
六
集
と
藤
原
輔
相
」
(
『
実

践
国
文
学
』
第
6
号
一
九
七
四
年
七
月
)
な
ど
に
詳
し
い
。
ま
た
、

山
岸
氏
編
『
八
代
集
全
註
l
』
(
有
精
堂
一
九
六

O
年
七
月
)
は
、

巻
末
に
『
藤
六
集
』
の
注
釈
を
収
め
る
。

(4)
『
藤
六
集
』
三
九
番
歌
の
詞
書
に
、
「
は
る
、
と
さ
の
か
み
な
る
人
の
も

と
に
い
き
て
、
を
し
あ
ゆ
く
は
む
と
い
ふ
を
、
ま
づ
う
た
を
よ
め
て
と

い
へ
ば
」
と
あ
る
。

(5)
食
物
量
詠
ん
だ
物
名
歌
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
和
歌
文
学
会
第
幻
回
大

会
(
二

O
O
一
年
一

O
月
二
八
日
、
於
関
西
大
学
)
で
研
究
発
表
を
行

な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
近
今
に
論
文
化
す
る
予
定
で
あ
る
c

(6)
人
見
恭
司
氏
「
『
古
今
集
』
物
名
歌
に
つ
い
て
の
老
桑
」
(
『
中
古
文
学

論
孜
』
第
5
号
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文
学
研
究
会
一
九
八
四

年一

O
月
)
、
「
物
名
歌
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
「
隠
題
」
と
い
う
語

を
通
し
て
l
」
(
『
国
文
学
研
究
』
第
回
集
早
稲
田
大
学
国
文
学
会

一
九
八
八
年
六
月
)

な
お
、
こ
こ
に
掲
げ
た
分
類
の
う
ち
、
古
今
集
に
つ
い
て
は
人
見
氏

が
分
類
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
拾
遺
集
に
つ
い
て
は
、
氏
の

分
類
基
準
に
基
づ
い
て
筆
享
官
が
私
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

(7)
『
袋
草
紙
』
「
諸
集
人
名
不
審
拾
遺
抄
」
項
に
「
藤
長
能
」
と
あ
り
、

『
千
載
集
』
の
断
簡
「
日
野
切
」
(
俊
成
自
筆
)
に
も
「
藤
原
長
た
ふ
」

と
あ
る
。
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補
注

〈
補
注
l
v
古
今
・
拾
遺
以
降
の
勅
撰
集
で
は
、
千
載
集
(
雑
歌
下
・
日
首
)
、

新
勅
撰
集
(
雑
歌
五
・
お
首
)
、
続
千
載
集
(
雑
体
・
日
首
)
、
続
後



拾
遺
集
(
物
名
・
幻
首
)
、
新
千
載
集
(
雑
歌
下
・

8
首
)
、
新
拾
遺
集

(
雑
歌
下

-m首
)
、
新
続
古
今
集
(
雑
歌
下
・

7
首
)
が
物
名
歌
を
収

め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
集
で
は
物
名
の
歌
数
は
全
般
に
少
な
く
、
続
後

拾
遺
集
を
除
い
て
、
巻
の
一
部
に
物
名
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
程
度
で

あ
る
。
勅
撰
集
に
限
れ
ば
、
古
今
・
拾
遺
時
代
が
物
名
歌
の
最
盛
期
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

〈
補
注
2
v
物
名
歌
に
関
す
る
歌
学
書
・
歌
論
書
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
『
俊
頼
髄
脳
』
(
新
編
日
本
古
典
文
学
会
集
釘
『
歌
論
集
』
所

収
)
で
は
、
和
歌
の
種
類
を
述
べ
た
部
分
の
中
に
「
隠
題
」
と
し
て
出

て
お
り
、
例
歌
を
多
く
引
用
し
た
詳
し
い
説
明
が
あ
る
(
同
書
却
頁
)
。

ま
た
、
『
奥
義
抄
』
(
『
日
本
歌
学
大
系
』

H
以
下
同
じ
H
l
巻
郡
頁
)
、

『
和
歌
童
蒙
抄
』

(
l巻
抗
頁
)
、
『
八
雲
御
抄
』
(
別
巻
3
・

m頁
)
に

も
若
干
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
『
和
歌
色
葉
』

(
3巻
肌
頁
)
、

『
和
歌
大
綱
』

(
4巻
凶
貰
)
、
『
和
歌
肝
要
』

(
4巻
加
頁
)
、
『
和
歌
部

類
』
(
別
巻

8
-
m頁
)
な
ど
が
物
名
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
簡
単
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

〈
補
注
3
v
本
文
中
お
よ
び
注
で
触
れ
た
も
の
以
外
の
、
物
名
歌
に
関
す
る
お

も
な
先
行
研
究
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

-
乗
岡
憲
正
氏
「
物
名
歌
を
め
ぐ
っ
て
ー
そ
の
担
ひ
手
た
ち
|
」

(
『
和
歌
文
学
研
究
』
第
9
号
一
九
六
O
年
一
一
一
月
)

-
伊
藤
嘉
夫
氏
「
物
名
の
生
々
流
転
」
(
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
第

-
号
一
九
六
八
年
一
一
一
月
)

-
窪
田
章
一
郎
氏
「
古
今
和
歌
集
の
物
名
と
俳
諸
歌
」
(
「
国
文
学
研
究
』

第
州
知
号
早
稲
田
大
学
園
文
学
会
一
九
七
一
年
一
月
)

・
曽
田
文
雄
氏
「
古
今
和
歌
集
物
名
考
」
(
『
島
大
国
文
』
第
1
号

七
二
年
五
月
)

・
松
本
宙
氏
「
音
韻
史
か
ら
見
た
物
名
歌
」
(
『
宮
城
整
宵
大
学
国
語
国
文
』

第

m
-
U合
併
号
一
九
八
四
年
五
月
)

-
清
水
茂
氏
「
詩
歌
に
お
け
る
遊
戯
性
|
物
名
・
誹
詩
歌
の
意
義
|
」

(
『
文
学
』
第
臼
巻
ロ
号
岩
波
書
居
一
九
八
五
年
一
一
一
月
)

-
菊
地
靖
彦
氏
「
『
物
名
』
の
特
色
と
構
造
|
古
今
和
歌
集
の
部
立
l
」

(
『
一
冊
の
講
座
古
今
和
歌
集
』
有
精
堂
一
九
八
七
年
三
月
)

-
古
谷
範
雄
氏
「
『
誹
譜
歌
・
物
名
歌
』
小
考
」
(
『
和
歌
文
学
研
究
』
第

日
号
一
九
八
八
年
一
一
一
月
)

-
伊
藤
一
男
氏
「
『
物
名
和
歌
私
設
翻
型
(
『
東
墓
字
芸
大
学
紀
要
(
第

2
部
門
・
人
文
科
学
)
』
第
必
号
一
九
八
九
年
二
月
)

-
佐
伯
哲
夫
氏
「
物
名
に
よ
る
語
順
の
制
約
」
(
『
国
文
学
』
第
俗
号

西
大
学
国
文
学
会
一
九
九
一
年
一
一
一
月
)

九
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関

国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
二
年
)


