
物
名
を
詠
む
こ
と

I

宇
多
院
物
名
歌
合■

亭
子
院
女
郎
花
合
を
中
心
に
し
てI

1

一■

木

麻

子

キ
ー
ワ
—
ド

：
宇
多
上
皇
、
歌
合
、
物
名
歌' 

後
宴
和
歌

は
じ
め
に

『
宇
多
院
物
名
歌
合
』4

尊
経
閣
文
庫
所
蔵
「十
卷
本
歌
合
」
卷
一 

に
収
め
ら
れ
る
他
、
昭
和
美
術
館
所
蔵
二
十
卷
本
。
の
伝
本
が
あ
る
。
十
卷 

本
の
ロ
緑
に
は
「宇
多
院
歌
含
」
と
記
さ
れ
、
歌
合
本
文
の
「宇
多
院
歌
合
」
 

と
あ
る
内
題
の
下
に
は
、
ミ
セ
ケ
チ
さ
れ
た
「も
の
ゞ
名
を
よ
むJ

と
い
ぅ 

注
記
が
あ
る
。
物
名
歌
が
盛
ん
で
あ
っ
た
平
安
初
期'

『
古
今
和
歌
集
』
成
立 

前
後
の
時
代
に
お
い
て
、
特
に
物
名
を
詠
む
こ
と
を
主
眼
と
し
て
開
か
れ
た 

注E

に
値
す
る
歌
合
で
あ
る
。
遊
戯
性
が
高
い
と
も
評
さ
れ
る
物
名
歌
が
こ 

の
時
代
に
関
心
を
も
た
れ
た
埋
由
に
つ
い
て
、
本
歌
合
と
と
も
に
宇
多
上
良 

が
主
催
し
た
三
度
の
「女
郎
花
合j

の
表
現
を
検
討
す
る
こ
と
で' 

い
さ
さ 

か
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

- 
'

『
宇
多
院
物
名
歌
台
』
の
成
立

宇
多
上
皇
が
関
わ
る
歌
合
は
天
皇
在
位
時
代
を
含
め
数
多
い
が
、
そ
の
中

で
成
立
時
期
の
未
詳
な
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
、
本
歌
合
も
そ
の
ひ
と
つ
で 

あ
る
。
本
歌
含
の
成
立
に
つ
い
て
は' 

遠

藤

寿

一

「宇
多
院
物
名
歌
合
の
成 

立
」S

に
従
柬
の
説4

が
整
理
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
従
っ
て
掲
出
す
る
と
、

(a)
延

喜
五
年(
九
〇
五)

以
前
の
成
立

g

延
喜
五
年
以
後
ま
も
な
く
の
成
立

(c)
延

喜
七
年(
九
〇
七)

頃
の
成
立

の
説
に' 

遠
藤
氏
の'

⑻

延
喜
十
三
年(

九
ニ
ニ)

三A
 

一
三E

以
降
、
同
十
四
年
四
月
頃(
あ 

る
い
は
十
五
年
初
頭)

ま
で
と
考
証
さ
れ
る
が
、
本

歌

合

に

「子 

日
」
「子
ロ
を
惜
し
む
」
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
延
喜
十
四
年
も
し 

く
は
十
五
年
正
月
の
成&

と
す
る
説
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

⑸

の
根
拠
は
、
作
者
名
の
中
に
「友
則
」
が
あ
る
た
め
、
開
催
は
彼
の
没 

年
と
考
え
ら
れ
て
い
る
延
喜
五
年
以
降
で
は
な
い
と
い
ぅ
こ
と
だ
が' 

こ
れ 

に
は
、

(b)
が
、
延
喜
五
年
以
前
の
成̂

で
あ
れ
ば' 

な
ぜ
四
月
に
成
立
し
た 

『
古
今
和
歌
集
』
にI

首
も
人
集
し
て
い
な
い
の
か
と
い
ぅ
異
議
を
唱
え
た
。

⑴



二木：物名を詠むこと

ま
た
、

レ
は
歌
合
名
の
「宇
多
院
」
を
開
催
場
所
と
し
て
の
説
で
あ
る
。
 

歌
合
名
に
書
か
れ
る
「〇
〇
院
」
が' 

人
名
か' 

場
所
か
に
つ
い
て
は' 

ど
ち
ら
の
場
合
も
あ
る
と
い
ぅI

た
と
え
ば
、
十
卷
本0

録

が

「亭
子
院 

歌
合̂
^
y

と

記

す

「亭
子
院
女
郎
花
合
」S

は
、
歌
合
本
文
で
は
内
題
を
記 

さ
ず
、
「亭
子
の
み
か
ど
お
り
ゐ
さ
せ
た
ま
ひ
て
」
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る 

の
で
、A

録
は'

「(

退
位
し
た)

亭
子
の
み
か
ど(
主
催)

の
歌
合
」
の
意 

で
書
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
他
の
歌
集
に
揉
歌
さ
れ
た
こ
の
歌
合
歌 

が

『
古
今?

r-l
歌®

』
で

は

「朱
雀
院
の
女
郎
花
合
」
と
詞
書
さ
れ'

『
三
条
右 

大

臣

集(
定
方)

』
で

は■
「寛
平
の
み
か
ど
の
、
朱
雀
院
に
て
女
郎
花
あ
は
せ 

さ
せ
給
ひ
け
る
時j

と
引
か
れ
る
こ
と
を
、
萩
芬
朴
氏
が'

「(
亭
子
院
女
郎 

花
合
の
亭
子
院
は
人
を
指
し
、)

朱
雀
院
女
郎
花
合
の
朱
雀
院
は
所
を
さ
す
も 

の
で
’
両
者
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
」(

一
 

〇
七
頁)

と
言
わ
れ 

る
ご
と
く
で
あ
る
。

ち
な
み
に' 

宇
多
上
皇
の
「女
郎
花
合
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
三
つ
の
催 

し
が
存
在
す
る
。
先
の⑴

「亭
子
院
女
郎
花
八n

」

(

昌
泰
元
年
く八
九
八
ご
、
 

二
十
卷
本
断
簡
と
十
卷
本
「亭

■?-
院

女

合

」

广
の
混
人
本
文
が
あ
る
、
 

S

『某
年
秋 

宇
多
院
女
郎
花
合
」7

と
、
ニ
ト
卷
本
断
簡
の
み
が
存
す
る
、
 

⑶

i

年
秋 

朱
雀
院
女
郎
花
合
」
日
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
和
歌
合
抄
ロ
録
』 

卷
二
上
皇
宮
は"

そ
れ
ぞ
れ
、

⑴

I ■
亭

子

院

歌

合S

U

'

⑶

「同
パ
宇
多a

院

歌

合+

二®

裳
郎
花
」

⑶

「朱

雀

院

歌

合

要
$

」

の
よ
ぅ
に
IX
別
し
て
記
し
て
い
る
。⑵

.
⑶

は
成
立
年
次
が
未
詳
で
、
萩

谷
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
混
同
を
避
け
る
た
め
の
細
心
の
呼
称
と
さ
れ
‘
こ
れ
も 

全
て
人
物
、
宇
多
上
皇
主
催
を
い
う
の
で
あ
る
。
「宇
多
院
歌
合
」
も
開
催
場 

所
で
は
な
く
、
開
催
年
次
不
明
の
歌
合
主
催
者
を
い
う
可
能
性
が
高
い
。
(c) 

説

は

「宇
多
院
」
を
人
名
と
す
れ
ば
ひ
と
ま
ず
措
く
こ
と
と
な
る
。

さ
て
、
(b)©

説
は,

友
則S

存
在
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
が' 

こ
れ
に 

は' 

根
拠
が
示
さ
れ
る
。

『宇
多
院
物
名
歌
合
」
の
友
則
歌
は
一
番
と
九
番
に
あ
り
、
次
の
よ
う
に' 

と
も
に
貫
之
歌
と
番
え
ら
れ
て
い
る
。

一
番
子
日

左 

貫
之

ほ
の
ぼ
の
と
み
ね
の
ひ
の
ま
づ
さ
し
つ
れ
ば
む
す
ば
ぬ
春
の
雪
ぞ
と 

け
け
る

右 

友
則

片
恋
を
す
る
が
の
富
士
の
山
よ
り
も
む
ね
の
ひ
の
ま
づ
燃
え
ま
さ
る
か 

な

九

番

雁

靡

花

左
持 

貫
之

片
を
か
に
火
の
は
な
ば
な
に
見
え
つ
る
は
こ
の
面
か
の
面
に
誰
か
つ 

け
つ
る

右 

友
則

わ
た
つ
み
の
沖
な
か
に
火
の
は
な
れ
出
で
て
燃
ゆ
と
見
ゆ
る
は
天
つ 

星
か
も

(

十
卷
本)
9

物
名
歌
と
し
て' 

一
番
で
は
「峰
のH

」
「胸
の
火
」
に

「ね
の
ひ
」
を
、
九

⑵



番

で

は

「片
岡
に
火
の
花
々
」

「沖
中
に
火
の
離
れ
」
に

「
か
に
ひ
の
は
な
」
 

を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

こ
の
友
則
歌
の
他
の
歌
集
へ
の
入
集
状
況
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
ぅ
に
な
る
。

① 

『
続
後
拾
遗
集
』
物̂

-

五◦

七

亭
子
院
の
歌
合
に
、

7-
玲
の
ま
つ 

紀
友
則

か
た
恋
を
す
る
が
の
富
士
の
山
よ
り
も
わ
が
胸
の
火
の
先
も
も
ゆ
る
か

② 

『
夫
木
和
歌
抄
』
雑

一.

火
.

七
九
四
八

寛
平
御
時
歌
合
、
ね
の
び 

友
則

片
恋
を
す
る
が
の
ふ
じ
の
山
よ
り
も
わ
が
胸
の
火
の
ま
づ
も
ゆ
る
か
な

③ 

『
古
今
和
歌
六
帖
』
第

六.

三

九

〇

九

「
か
に
ひ
」

わ
た
つ
ぅ
み
の
お
き
な
か
に
ひ
の
は
な
れ
い
で
て
も
ゆ
と
み
ゆ
る
は
あ 

ま
の
い
さ
り
火

④ 

『
拾
遺
和
歌
集
』
物

名
■

三
五
八■

が̂

「
か
に
ひ
の
花
」

わ
た
つ
海
の
お
き
な
か
に
ひ
の
は
な
れ
い
で
て
も
ゆ
と
見
ゆ
る
は
あ
ま 

の
い
さ
り
か

⑤ 

『
拾
遺
和
歌
抄
』
雑

上-

四

八

三,

伊

勢

「
か
に
ひ
の
は
な
」

わ
た
つ
み
の
お
き
な
か
に
ひ
の
は
な
れ
い
で
て
も
ゆ
と
見
ゆ
る
は
あ
ま 

つ
星
か
も

⑥ 

『
伊
勢
集
』(

正
保
版
本
歌
仙
家
集
本)

■

五

〇

四

「
か
に
ひ
の
花
」

わ
た
つ
み
の
お
き
な
か
に
ひ
の
は
な
れ
出
て
も
ゆ
る
み
ゆ
る
は
あ
ま
の 

い
さ
り
か

こ
の
九
番
歌
右
の
友
則
歌
が④
⑤
⑥

で

は

作

■#
「伊
勢
」
で
あ
る
こ
と
か 

ら
、
「残
る
一
首 

二 

番
右
歌
—̂

者
注)

も
、
果
た
し
て
、
友
則
の
作
か
否 

か
、
何
等
決
定
的
なM

拠
と
な
る
記
録
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
こ
れ 

を
し
も
友
則
の
作
に
あ
ら
ず
と
せ
ば
、
本
歌
合
の
成
立
を
延
喜
五
年
古
今
集 

成
立
以
後
に
下
げ
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
」(

歌
合
大
成)

と
す
る 

の
で
あ
る
。
本
歌
合
記
録
の
作
者
表
記
は'

す
べ
て
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
 

一

-

四
首
中
六
首
は
無
記
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
記
さ
れ
た
作 

者
を
無
視
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

本
來' 

本
歌
合
の
歌
が
他
出
す
る
場
合
は
、

一
番
の
友
趴
趴①
②

の
よ
う 

に
、
ま
た' 

五
番
左
興
風
歌
が
、
『
夫
木
和
歌
抄
』
の
春
部
四■

花

‘
 

一
四■ 

八

に

「亭
子
院
歌
合' 

花
梭 

お
き
か
ぜ
」
と
し
て
採
ら
れ
る
よ
う
に' 

後 

代
の
歌
集
で
あ
っ
て
も
作
者
は
本
歌
合
の
ま
ま
で
あ
る
。

他

に

『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
九
番
の
友
則
歌
を
採
歌
し
て
い
る
が' 

こ
れ 

は
、
九
番
左
のn

之
歌
を
同
時
に
、

『
古
今
和
歌
六
帖
』
第

六•

三

九

I  

〇

「(

か
に
ひ
ご

か
た
を
か
にH

の
は
る
ば
る
に
み
え
つ
る
は
こ
の
も
か
の
も
に
誰
か
つ 

と
採
っ
て
い
る
。
ま
た
、
十

祇
(

題

「石
斛
花
」
左
歌
貫
之,

右
歌
作
者
名 

な
し)

の
番
も'

『
古
今
和
歌
六
帖
』
第

六.

さ
こ
く .

三

九

一-

春
は
き
て
昨
日
ば
か
り
を
浅
緑
い
ろ
は
今
朝
濃
く
野
は
な
り
に
け
り 

『
同
』
第

六•

さ
こ
く 
-

三
九
一
四

春
雨
に
し
め
ぞ
結
ふ
ら
し
花
に
さ
こ
く
の
は
な 

ヘ
て
哄
き
満
ち
に
け
り

⑶



二木：物名を詠むこと

の
よ
う
に
採
歌
す
る
が
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
作
者
名
表
記
は
恣
意
的
な
も 

の
で
あ
り
、
当
該
歌
群
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
ど
ち
ら
も
物
名 

歌
と
し
て
認
め
、
そ
の
歌
題
の
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
を
番
で
採
歌
し
て
い
る
の 

で
あ
る
。

さ
ら
に"

十
二
番
の
例
を
見
よ
う
。

十™

番

子

日

を

惜

し

む

左 

貫
之

む
如
の
火
を
緒
し
も
貫
か
ね
ば
乱
れ
落
つ
る
涙
の
玉
に
か
つ
ぞ
消
ち
つ 

る

右
勝 

忠
芩

く
ら
き
夜
に
と
も
す
螢
の
む
ね
の
火
を
緒
し
も
抜
け
た
る
玉
と
見
る
か 

な

の
番
は
、
右
歌
、
忠
岑
歌
が
、

⑦ 

『
古
今
和
歌
六
帖
』
第

六■

螢
■

四
〇 I

二

つ
ら
ゆ
き

夏
の
夜
は
と
も
す
ほ
た
る
の
む
ね
の
火
を
を
し
も
た
え
た
る
玉
と
み 

る
か
な

⑧ 

『
夫
木
和
歌
抄
』
夏

二•

三
二
六
一

亭
子
院
歌
合
、

借

子

日 

忠
峰

く
ら
き
よ
に
と
も
す
ほ
た
る
の
む
ね
の
火
を
お
し
こ
め
も
た
る
玉
か
と 

ぞ
み
る

の
よ
う
に
入
集
し
て
い
る
。

こ
の⑦
⑧

の
二
歌
集
で
は
歌
題
や
歌
詞
が
本
歌
と
異
な
っ
て
い
る
。⑧

の

歌
題
は
誤
写
で
あ
る
し
、
歌
詞
の
異
な
り
は
異
伝
歌
の
享
受
と
み
ら
れ
る
。
 

⑦

の

『
古
今
和
歌
六
帖
』

の
場
合
は' 

初

句

が

「夏
の
夜
はJ

に
変
え
ら
れ 

た
時
点
で
、
隠
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
し'

「螢
」
題
に
入
れ
た
『
古
今
和 

歌
六
帖
』
も
物
名
歌
と
い
う
認
識
は
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

「宇
多
院
歌
合
」
 

の
歌
が
、
異
伝
歌
と
し
て
享
受
さ
れ
る
際
に
、
同
番
の
作
者
订
之
の
名
で
伝 

え
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
誤
記
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
歌
合
の
作
者
名
表
記
は
決 

し
て
疎
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
さ
き
の
九
番
友
則
歌
の
異
伝 

は
ど
う
考
え
る
ベ
き
だ
ろ
う
か
。

『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
で
は
、

そ

の

友

則

の

詠

と

さ

れ

て

い

る

一

八

番

歌

が

集

」
に
お
い
て
伊 

勢
の
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
作
者
名
表
記
を
疑
う
人
も
あ 

る
が
、
拾

遣

抄•

拾
遺
集
は
伊
勢
集
か
ら
の
採
歌
で
あ
り
、
伊
勢
集
に 

こ
の
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
宇
多
院
の
側
近
に
い
た
伊
勢
が
こ
の 

歌
合
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
すM
で
も
あ
る
か
ら
’
こ
の
歌 

合
の
信
憑
性
は
か
え
っ
て
高
ま
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

(

片
桐
洋
一.

屮 

周
子)
•

傍
線
稿
者 

と
す
る
が' 

友

則

歌

は

『
伊
勢
集
』

の
う
ち
、
第
三
系
統
の
正
保
版
本
歌
仙 

家

集

「伊
勢
集
」(

『
租
家
集
大
成
』
伊
勢
皿}

に
の
み
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

同
集
五
一
三
首
中
の
五
〇
四
番
、
増
補
部
分
へ
の
記
載
で
あ
る
。
当
該
部
分 

は

『
後
撰
和
歌
集
』
や

『
拾
造
和
歌
集
』
歌
群'

『
新
古
今
和
歌
集
』
、
『
新
続 

古
今
和
歌
集j
な
ど
を
示
す
集
付
け
が
多
く
つ
け
ら
れ
て
い
る
。a
付
け
は 

後
補
と
し
て
も' 

実
際
に
当
該
勒
撰
集
へ
の
入
集
歌
が
列
挙
さ
れ
る
中
、
特

⑷



に

五

〇.
*

歌
か
ら
五
〇
八
番
歌
の
拾
遺
集
歌
群
は
「伊
勢
集
」
伝
本
の
う 

ち' 

第
三
系
統
だ
け
が
記
載
す
る
歌
が
多
数
で
あ
り' 

勅

撰

集(

『
拾
遺
和
歌 

集
』)

か
ら
採
歌
し
た
可
能
性
が
髙
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も'

『
拾
遺
和 

歌
抄
』

の

資

料

に

「宇
多
院
の
側
近
に
い
た
伊
勢
が
こ
の
歌
合
に
深
く
関
与 

し
て
い
た
」
結
果
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
反
映
さ
れ
た
こ
と
は
頷
け
る
。

方
人
な
ど
と
し
て
そ
の
場
に
い
る
町
能
性
が
あ
る
が
、
逆
に
、
他
の
歌
と 

の
関
わ
り
が
残
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
歌
人
と
し
て
伊
勢
が
歌
合
に
参
加
し
た 

可
能
性
は' 

低
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

十
卷
本' 

二
十
卷
本
と
も
に
作
者
表
記
の
あ
る
友
則
が
参
加
し
た
こ
と
を 

否
定
で
き
な
い
ま
ま
、
延
育
五
年
以
降
に
成
立
年
を
繰
り

T7

げ
る
こ
と
は
不 

可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。⑹

説
が
、
本
歌
合
歌
の
『
古
今
和
歌
集
』
未
人 

集
を
疑
問
視
し
て'

『
古
今
和
歌
集
』
成
立
後
の
開
催
の
根
拠
と
す5

な
ら' 

延

喜

十

三

年(

九
一
三)

ま
で
の
増
捕
に
漏
れ
た
こ
と
も
疑
問
視
せ
ね
ば
な 

ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で' 

躬
恒
不
参
加
に
も
疑
問
を
呈
す
る
遠
藤
氏
の 

(d)
説
が
出
さ
れ
、

こ
れ
を
承
け
て
、
中
島
和
歌
子
氏-

ひ
も
、
五
番
歌
左
に 

「あ

さ

が

ほ(

朝
顔
ご
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
根
拠
と
し
て
『
占
今
和
歌 

集
』
以
後
の
成
立
と
さ
れ
た
。
し
か
し'

(a)

説
が
否
定
で
き
な
い
こ
と
は
既 

述
の
如
く
で
あ
る
。

成
立
を
考
え
る
前
提
と
し
て' 

ま
ず
物*

歌
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み 

た
い
。

-

物
名
歌
の
目
的

従
來'

「宇
多
院
物
名
歌
八
の
和
歌
へ
の
評
価
は
高
い
1
1

。
そ
れ
は
夙 

に
久
曾
祌
昇
氏
が'

…
…
隠
題
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
和
歌
の
う
ち
に
物
名
を
よ
み
こ
む
の

で
あ
り
、
容
易
で
な
く
、
歌
合
に
於
い
て
は
後
宴
和
歌
と
し
て
日
ロ
泰
元 

年
及
び
延
喜
頃
の
亭
子
院
女
郎
花
合
に
も
見
ら
れ
る
が' 

古
く
歌
合
と 

し
て
番
は
れ
た
も
の
は
こ
の
外
に
は
な
い
や
う
で
あ
り,

特
に
注
意
す 

べ
き
で
あ
る
。
隠
題
も
二
三
字
の
も
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
五
六
字
以 

上
に
な
る
と
甚
だ
困
難
で
あ
り' 

歌
学
書
に
は
殆
ど
常
に
「あ
ら
ふ
ね 

の
み
や
し
ろj

の
隠
題
が
例
歌
に
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
合
に
於 

て

も

「
か
に
は
ざ
く
ら
の
は
な
」{

樺
桜}

が
九
字
で
あ
り' 

以
下®

 々

困
難
な
も
の
が
よ
く
よ
ま
れ
て
ゐ
る
。
又
漢
字
音
の
物
名
が
相
歌
に
よ 

み
難
い
こ
と
は
常
に
い
は
れ
る
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
隠
題
と
し
て 

ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
…
… 

(
第
五
款 

宇
多
院
歌
合) 

と
さ
れ,

遠
藤
氏
論
文
が
、

「本
歌
合
の
平
均
音
節
数
は' 

六
■

〇
〇
音
節' 

『
古
今
集
』
卷
十
物
名
でS

平
均
は
四.

三
七
音
節
、
『
拾
遺
集
』
卷
七
物
名 

で
の
平
均
は
四■

八
八
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
難
度
の
高
い
物 

名
歌
に
挑
戦
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も'

「物
の
名
」
を
和
歌
に
詠
む
こ
と
は
『
万
葉
集
』
の
時
代
か
ら 

行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
仮
名
が
生
ま
れ
た
結
果
と
し
て' 

掛
詞
や
縁
語 

と
と
も
に
享
受
さ
れ
た
技
巧
で
あ
る
と
し
て
も
—
菊

池

靖

彦

氏

は

「物
名
歌 

と
は' 

あ
ら
た
め
て
い
え
ば' 

言
紫
を
詠
み
こ
む
の
で
は
な
く
て
、
文
字
を

⑸



二木：物名を詠むこと

詠
む
こ
む
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る1
21
、•

fr
に
物
名
歌
が
目
指
し
た
も
の 

は
何
だ
ろ
ぅ
か
。

『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
卷
十
物
名
卷
以
外
に
も
『
伊
勢
物
語
』
九
段' 

業

平

の

「か
き
つ
ば
た
」
歌
(
卷

九

■

羈
旅
部■

四
一 

〇)

な
ど
が
収
め
ら 

れ' 

広

義

の

「物
名
歌
」
と
は
折
句
歌
を
含
め
た' 

和
歌
の
ど
こ
か
に
物
の 

名
の
文
字
を
詠
み
込
む
歌
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

卷h
物
名
部
を
検
討
し
た
結
果'

物
名
歌
が
詠
ま
れ
る
題
や
場
に
関
し
て
’
 

人
見
恭
司
氏
…

は
、
「詠
作
事
情
の
記
さ
れ
た
五
首
の
歌
は' 

全
て
眼
前
に 

あ

る

物(

あ
る
い
は
地̂
)

を
題
と
し
て
詠
ん
だ
歌
」
で'

「物̂

歌
で
題
と 

さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
体
を
伴
わ
な
い
言
集
だ
け
の
題(

所
謂' 

後
の
題
詠 

に
お
け
る
題)

ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
」
点
と' 

こ
れ
ら
が
他
人
の
要
請
や 

「女
郎
花
合
」
な
ど
の
集
団
の
屮
で
詠
ま
れ
た
歌
、
も
し
く
は
贈
答
歌
の
塭 

合
も
あ
り' 

独
詠
歌
で
な
い
こ
と
を
、
窪m
章

：
郎
氏̂

の
御
論
を
承
け
て 

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
中
周
子
氏
は
、
「和
歌
に
ま
っ
た
く
無
関
係
な
も
の
を
詠
む
込
む
面 

白
さ
や
物
名
そ
の
も
の
の
意
外
性
の
み
な
ら
ず' 

和
歌
に
縁
の
深
い
事
物
が 

文
字
の
連
な
り
こ
そ
同
じ
な
が
ら
あ
ら
ぬ
も
の
と
化
す
意
外
性
が
重
ffl
さ
れ 

て
い
る
。
そ
し
て
後
者
の
物
名
歌
に
こ
そ
『
古
今
集
』
物
名
歌
の
開
拓
し
た 

新
し
い
知
巧
的
な
歌
が
多
く
見
出
せ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る

物
名
歌
は(

こ
そ
の
題
と
歌
意
がS
な
る
場
合
と
、(

二)

題
と
は
ま
っ 

た
く
縁
の
な
い
内
容
の
創
作
と
な
る
こ
と
も
あ
り(

こ
の
場
合
の
題
が
「隠 

題
」
と
な
る)

、
こ
れ
を
後
者
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
ぅ
。

窪
田
氏
も
、
前
掲
の
御
諭
の
中
で、

〇
)

の
例
に
四
二.

■-
番'

う
ぐ
ひ
す 

藤
原
敏
行
朝
臣

心
か
ら
花
の
し
づ
く
に
そ
ほ
ち
つ
つ
う
く
ひ
ず
と
の
み
鳥
の
な
く
ら
む 

や
、
後
掲
の
貫
之
の
「蔷
薇
」
の
例
を
あ
げ
て
、
こ
れ
が
物
名
の
発
生
し
た 

頃
の
基
本
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
詞
つ
づ
き
に
題
を
隠
し
、
歌 

材
の
美
し
さ
や
懐
か
し
さ
へ
寄
せ
る
感
情
表
現
を
し
た
こ
と
を
評
価
さ
れ
て 

い
る
。
ま
た
、(

二)

を
物
名
の
発
展
し
た
段
階
と
し' 

こ
こ
で
は
題
の
物
名 

を
複
数
入
れ
る
な
ど
し(
字
数
の
多
い
題
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う)' 

難 

題
を
こ
な
す
こ
と
に
興
味
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
、
そ
こ
で
は
、
題
を
隠 

す
こ
と
を
条
件
と
し
た
上
で' 
&

由
な
歌
境
を
詠
ん
で
、
本
質
的
な
抒
情
の 

開
放
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。窪
田
氏
が
評
価
さ
れ
る
の
は
、
 

例
え
ば
、
四
二
七
番
で
あ
る
。

か
に
は
ざ
く
ら 

つ
ら
ゆ
き

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

は

『樺
桜
」
を
隠
し
つ
つ
、
波
に
浮
き
沈
み
す
る
玉
を
詠
む
と
い
う' 6

由 

な
独¢

1

性
の
あ
る
表
現
を
し
て
い
て' 

古
今
的
特
質
を
集
約
し
た
表
现
と
認 

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

物
名
部
の
題
と
歌
意
の
閱
係
を
人
見
氏
は
三
つ
に
分
類
し'

こ

と(

二) 

の
間
に' 

題
そ
の
も
の
を
詠
む
の
で
は
な
い
が
、
そ

のI

般
的
な
属
性
が
詠 

ま
れ' 

何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
物
宅
を 

詠
む
こ
と
に
関
し
て
は
ご
二
の
歌
の
完
成
度
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

貫
之
歌
は
物
名
部
に
四
首
入
集
し
て
い
る(m
二
七•

問
三
六•

昭
三
九.

四
六 

o
r

そ
の
う
ち
、
四
三
九
番
は
折
句
歌
で
あ
る
がi

述
べ
四
三
六
番
歌
、
 

さ
う
び 

つ
ら
ゆ
き

⑹



我
は
け
さ
う
ひ
に
ぞ
見
つ
る
花
の
色
を
あ
だ
な
る
も
の
と
い
ふ
ベ
か
り 

け
り

が
(

一)

の

『萬
薇
」
題
に
、
花
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
に
み 

た>

い
花
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
し
、R

六
〇
番
は
、

か
み
や
が
は 

つ
ら
ゆ
き

う
ば
た
ま
の
わ
が
く
ろ
か
み
や
か
は
る
ら
む
鏡
の
影
に
ふ
れ
る
白
雪 

と■ 

I

紙
屋
川
」
の
地̂

を
詠
み
込
ん
で
嘆
老
の
歌
と
し
た
ヘ
ー
ご
の
例
と
な 

ろ
う
。

『
古
今
和
歌
集
』
物̂

部
に
お
い
て
は' 

貫
之
歌
は
、
彼
の
肖
指
し
た
和 

歌
の
抒
情
と
和
歌
の
詞
の
知
的
な
組
み
立
て
を
両
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で 

き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
物
名
部
を
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
、
二
千
多
院
物
名
合
」
 

の
成
立
を
考
え
る
た
め
に'

『
古
今
和
歌
集
』

以
前
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

三
、
『
古
今
和
歌
集
』
物
名
部
前
史

そ
れ
で
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
成
立
以
前
の
、
昌

泰

元

年(

八
九
八)

「亭 

子
院
女
郎
花
合
」

の
場
合
を
見
よ
う
。

物
合
の
場
で
は
花
の
美
を
堪
能
し
な
が
ら
和
歌
を
詠
ん
で
花
を
讃
え
た
。
 

そ
の
後
宴
で,

「を
み
な
へ
し
と
い
ふ
こ
と
を
句
の
か
み
し
も
に
て
よ
め
る
」
 

咨
冠
歌
や
「(

を
み
な
へ
し
と
い
ふ
こ
と
を)

こ
れ
は
か
み
の
か
ぎ
り
に
す̂

 

た
る
」
折
句
の
歌
、
さ

ら

に

「を
み
な
へ
し
」
の
文
字
を
続
け
て
詠
み
こ
む 

物
名
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
名
前
の
音
を
味
わ
う
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
と 

思
わ
れ
る
。

こ
の
後
宴
の
二
九
首
の
披
露
で
は
い
ろ
い
ろ
な
和
歌
の
趣
向
に

対
し
て
興
が
髙
ま
っ
た
事
が
想
像
で
き
る
。

後
宴
歌
は
全
て
が
物
名
歌
で
は
な
く
、
十
巻
本
で
は' 
1

S

歌

が

23
〜 

25
番
歌
の
三
首
、U

折
句
歌
は

26
〜

28
、

41
、

42
番
歌-
0

の
五
首' 
m
 

物
名
歌
が

29'

30
、

33
、

34
、

38
、

40
番
の
六
苜
に
み
え
る
、

例
え
ば
、I

の

23
番
歌
は
、

23
折
る
花
を/

む
な
し
く
な
さ
む/

名
を
惜
し
な/

で
ふ
に
も
な
し
て 

\

し
ひ
や
止
め
ま
し

各
句
の
頭
と
脚
に
そ
れ
ぞ
れ
「を
む
な
て
し
」
が
人
っ
て
い
る
が
、
「
み1

 

む
」

「
へ
*—

—
*

て
」
と
音
が
変
化
し
て
い
る
上
に
、

「名
を
惜
し
な
」
と
い
う 

表
現
も
耳
慣
れ
ず
、
ま

た

「
で
ふ
に
な
す
」
は

「帖
に
な
す
」(

花
を
帖
に
仕 

立
て
て)

と
い
う
歌
意
が
考
え
ら
れ
る
が
難
解
で
あ
る
。

一
方,
a

の
折
句
歌
の
方
が
難
易
度
は
下
が
る
だ
ろ
う
。
例
ぇ
ば
’

26
番

歌
は'

26
斧
の
柄
は
み
な
く
ち
に
け
り
な
に
も
せ
で
广
し
ほ
ど
を
だ
に
し
ら
ず 

ざ
り
け
る

と' 

王
質
が
仙
人
の
打
つ
碁
を
見
て
い
る
間
に
長
年
を
経
た
故
事(

水

経
注, 

漸
江
水)

を

「を
み
な
へ
し
」
で
詠
む
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
他
の
折
句 

歌
は' 

秋
や
女
郎
花
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で'

26
番
歌 

も

——1
経
し
程
を
知
ら
ず
女
郎
花
に
見
と
れ
て
い
た
こ
と
だ
な
あ
」
と
す
る
意 

も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き' 

ま
ず
成
功
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、m

の
物
名
歌
は' 

例
え
ば
、

致
行

30
惜
し
め
ど
も
技
に
と
ま
ら
ぬ
も
み
ぢ
葉
を
み
な
ヘ
し
お
き
て
秋
の
後

⑺



見
む

も

と

Ct
り

33
立

FI
山
秋
を
み
な
广
し
す
ぐ
さ
ね
ば
お
く
る
幣
こ
そ
紅
葉
な
り
け
れ 

の
よ
う
に
、
「(

〇
〇)

を
、
皆

へ

し{

お
く
ご
、
「(

〇
〇)

を
、
皆

へ

し(

す 

ぐ
す
ご
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
て
な
か
な
か
解
釈
し
づ
ら
い
。

30
番

歌

は

「紅 

葉
の
葉
を
皆
押
し
花
の
よ
う
に
し
て
お
い
て
秋
の
後
に
見
よ
う
」
と
解
せ
’
 

「
へ
し
」
は
、
「圧
す
」(
押
さ
え
つ
け
る)

意
と
な
ろ
う
。
「
へ
す
」
と
い
う 

音
は
、

「経
し
」

「経
じ
」
な
ど
と
も
使
わ
れ
る
が' 

こ
な
れ
た
表
現
と
は
な 

り
難
い
も
の
で
あ
る
。

こ

の

「亭
子
院
女
郎
花
」

で
、
花
に
添
え
ら
れ
番
え
ら
れ
た
和
歌
は, 

-

番

左

1

草
隠
れ
秋
す
ぎ
ぬ
ベ
き
女
郎
花
に
ほ
ひ
ゆ
袅
に
や
ま
づ
み
え
ぬ
ら
む 

右

2

あ
ら
か
ね
の
土
の
し
た
に
て
秋
へ
し
は
け
ふ
の
占
手
を
ま
つ
女
郎
花 

の
よ
う
に
、
女
郎
花
合
と
い
う
晴
れ
の
場
に
壁
場
し
た
女
郎
花
を
「
に
ほ
ひ 

ゆ
魚
に
や
」
と
脊
め
讃
え
、
秋
の
野
に
草
が 
く
れ
て
い
た
女
郎
花
が
満
を
持 

し
て
こ
の
場
に
誘
わ
れ
た
こ
と
を
詠
ん
で
、
晴
れ
が
ま
し
さ
を
感
じ
さ
せ
て 

と

い

る

。
そ
の®

に
会
し
た
人
び
と
の
気
持
ち
も
代
弁
す
る
よ
う
な
和
歌
で
あ 

tfx
る
。
ま
た
、
物
合
の
中
で
唯"

の
物̂

歌
で
あ
る
二
番
右
の3
1
'
 

線 
3

秋
の
野
を
み
な
へ
し
る
と
も
笹
わ
け
に
濡
れ
に
し
袖
や
花
と
見
ゆ
ら
む 

洛

も

、
「を
み
な
へ
し
」
を

「(

秋
の
野
を)

皆
経
知
る
」(

秋
の
野
を
全
て
経
て 

:

知
る)

と
用
い' 

秋
の
野
を
知
り
尽
く
し
て
い
て
も
、(

女
郎
花
を
求
め
る
私 

に
は)

野
原
の
笹
を
分
け
て
濡
れ
た
袖
が
花
だ
と
見
え
る
の
か
と
詠
ん
で
い

て
、
本
歌
合
の
歌
人
た
ち
の
力
量
が
並
々
で
な
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で 

あ
る
。
後

宴

の

「合
わ
せ
ぬ
」
歌
ど
も
と
は
出
來
栄
え
が
違
う
よ
う
に
も
み 

え
る
が
、
逆
に
、
後
宴
は
愛
翫
し
た
花
の
名
の
「胄
」
を
詠
み
こ
む
、
「詞
」
 

を
遊
ぶ
こ
と
に
挑
戦
し
た
企
画
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
古
今
和
歌
集
』
物
名
に
入
集
し
た
四
三
九
番
歌
、

朱
雀
院
の
女
郎
花
あ
は
せ
の
時
に
、
を
み
な
へ
し
と
い
ふ
五
文
字 

を
句
の
か
し
ら
に
お
き
て
よ
め
る
つ
ら
ゆ
き

小
倉
山
み
ね
た
ち
な
ら
し
な
く
鹿
の
ヘ
に
け
む
秋
を
し
る
人
ぞ
な
き 

を
、
『
歌
合
大
成
』
で
は
歌
合
本
义
捕
遺
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ff
之
が
後
宴 

の
折
句
物
名
歌
の
作
者
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
十
卷
本
に
は
載
せ
ら 

れ
な
い
歌
で' 

作
者
名
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
な
い
貫
之
で
あ
る
が
、
『
古
今
和 

歌
集
』
卷

四■

秋
上
に
は
、
「朱
雀
院
の
を
み
な
へ
し
あ
は
せ
に
よ
み
て
た
て 

ま
つ
り
け
る
」
の
詞
書
で
二
三
〇;

二
三
六
の
七
首
が
載
せ
ら
れ1
?

、
そ
の 

う
ち
、
二
三
二
番
に
も
、
貰
之
歌
が
、

た
が
秋
に
あ
ら
ぬ
も
の
ゆ
磊
女
郎
花
な
ぞ
色
に
い
で
て
ま
だ
き
う
つ
ろ

ふ

と
あ
る
の
で
、
後
宴
に
参
加
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
物
名
四-
二
九
番
歌
は
、

「亭
子
院
女
郎
花
合
」
後
宴
歌
の'

41
を
と
こ
山
み
ね
踏
み
わ
け
て
な
く
鹿
は
ヘ
じ
と
や
お
も
ふ
し
ひ
て
秋 

こi

に
酷
似
し
て
い
る,

同
時
に
詠
ま
れ
、
記
録
に
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性 

も
あ
る
が
、
後
宴
歌
を
貫
之
が
推
敲
し
て
古
今
集
歌
と
し
た
可
能
性
も
考
え 

ら
れS

だ
ろ
う
。
宇
多
上
皇
の
周
辺
で
楽
し
ま
れ
た
技
巧
の
物
洛
で
あ
る
が'

⑻



『
古
今
和
歌
集
』
に
は
整
え
た
折
句
歌
を
収
め
た
い
と
い
う
編
者
贳
之
の
意 

識
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四' 

三
度
の
女
郎
花
合

第
一
節
で
、
宇
多
上
皇
主
催
の
女
郎
花
合
が
三
度
行
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ 

た
。⑴

「亭
子
院
女
郎
花
合
」(
昌
泰
元
年
く八
九
八
ご
、⑵

「某
年
秋 

宇 

多
院
女
郎
花
合
」
、⑶

「某
年
秋 

朱
雀
院
女
郎
花
合
」
で
あ
る
。

⑴

に
つ
い
て
は' 

第
三
節
で
検
討
を
加
え
た
。
物
合
と
同
時
に
番
わ
れ
た 

歌
合
の
水
準
は
高
く
、
『
古
今
和
歌
集
』
秋
上
に
七
首
が
ひ
と
つ
の
詞
書
で
入 

集

す

る(
注

16
参
照)

う
ち,
⑶

と
重
複
す
る
一
首
を
含
め' 
⑴

の
三
首 

が
載
り
、⑶

の
和
歌
は
現
存
断
簡
の
三
首
全
て
が
入
集
し
て
い
る
。

残
り
の
二
首
も
歌
合
記
録
に
は
残
ら
な
い
ま
で
も
、⑴

.
⑶

と
同
じ
、
 

も
し
く
は
近
い
時
期
に
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て⑴

の
後
宴
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
物
名
にn

之
歌
と
し
て
収
め
ら 

れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は' 
⑵

の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
二
十
卷
本
断
簡
に
よ
り_

六 

首
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
六
首
は
、
十
卷
本⑴

に
混
入
す
る"

ま
た
、
『
新
撰
万
葉
集
』
下
卷
に
四
首
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
、
延
苒
十
三 

年
(

九
ニ
ニ)

ま
で
の
成
立
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
ra
番
歌
は⑴

の
後
宴
歌 

で
あ
る
た
め
、
『
歌
合
太
成
』
は⑴

か
ら
も
採
用
し
た
撰
歌
合
と
指
摘
し
て 

い
る
。

こ
の
う
ち
、
物
名
歌
で
あ
る
の
は' 

次«

二
首
、

一

番

右

2
 

秋
の
野
を
み
な
へ
し
人
の
か
へ
ら
ね
ば
花
て
ふ
花
は
残
ら
ざ
り
け
り

右

16
甲
斐
も
な
き
花
の
香
に
の
み
謀
ら
れ
て
秋
の
野
山
を
み
な
経
知
り
ぬ 

る

で' 
1(
秋
の
野)

を' 

皆
経
し
」
、
「(
秋
の
野
山)

を
皆
経
知
り
」
と⑴

「亭 

子
院
女
郎
花
合
」
と
同
様
の
修
辞
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た,

折
句
は
。
次
の
三
首
で
あ
る
が'

七

番

左

7
 

秋
風
を
う
ら
め
し
と
の
み
思
ふ
か
な
千
々
の
花
さ
へ
う
つ
ろ
ひ
に
け
り 

八

番

左

9
 

を
と
こ
山y

ち
越
え
惑
ひ
な
か
空
に
経
む
や
ぞ
秋
の
知
ら
ぬ
野
中
に

左

15
を
と
こ
山
む
か
し
は
我
も
鳴
く
鹿
を
経
し
世
久
し
く
し
る
人
ぞ
無
き 

七
番
歌
が
、
「を
み
な
へ
り
」
を
句
の
下
に
据
え
た
折
句
で
、
あ
と
の
二
首
は 

「を
う
な
へ
し
」
「を
む
な
へ
し
」
と
字
音
を
変
え
た
折
句
に
な
っ
て
い
る
。
 

七
番
歌
が
意
味
の
通
り
や
す
い
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
「し-

—
りJ  

が
入
れ
替
わ
り' 

九
番
、
_

五
番
歌
の
歌
意
は
通
じ
に
く
い
。

こ
れ
も⑴

の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
難
易
度
を
あ
げ
る
こ
と
が
主
眼
で
、
 

少
々
の
無
理
を
楽
し
ん
だ
場
の
雰
囲
気
が
感
じ
取
れ
る
。

⑼



二木：物名を詠むこと

五'

「
宇
多
院
物
名
合
」
の
物
名

こ
こ
ま
で
、
成
立
が
近
い
と
思
わ
れ
る
「女
郎
花
合
」
の
物
ネ
歌
を
検
討 

し
た
。
「を
み
な
へ
し
」
の
折
句
は
難
題
で
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
挑
戦
が
見 

ら
れ
た
。
同
じ
宇
多
院
主
催
の
「物
名
」
の
歌
合
は
ど
の
よ
ぅ
な
も
の
で
あ 

ろ
ぅ
か
。

和
歌
作
者
に
貫
之
、
友
則
、
忠

岑

と

『
古
今
和
歌
集
』
撰
者
と
な
つた

'
:

二 

人
の
他
、
興
風
、
定
文
な
ど
の
歌
人
が
い
る
た
め
、
逆
に
宇
多
上
皇
の
寵
臣

で
あ
る
躬
恒
の
不
参
を
不
審
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
考
証
し
て
、
第I

節
で
述 

ベ
た
よ
ぅ
な'

(d)
延
喜
十
四
年
も
し
く
は
十
五
年
正
月
の
成
立
説
が
生
ま
れ 

た
の
で
あ
る
。
外
部
徴
証
か
ら
の
成
立
問
題
は
さ
て
お
き
、
内
容
面
か
ら
「宇

多
院
物
名
合
」
を
見
て
お
き
た
い
。

•

番
と
、
結
番
の
十'

番

に

「
子
のH

」
、
「子
の
日
を
惜
し
む
」
を
置
き
、

そ
の
間
は
春
の
花
の
名
を
題
と
す
る
。

「
子
の
日
」
ば
か
り
か
、
「子
の
日
を 

惜
し
む
」
題
ま
で
付
加
し
た
と
こ
ろ
や'

「紅
梅
花
」
と
い
ぅ
漢
字
音
題
に
も 

難
舄
度
を
出
し
た
い
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る"

実
際
の
詠
ま
れ
方
は
ど
ぅ
だ
ろ

ろ
力

•

一

番

「子
の
日J

-
-
-

番

「春
花
」

ニ
ニ
番
「梅
花
」

左

「み
ね
の
日
の
ま
づ
」

右

「む̂

^

の
ま
づ
」
 

左

「年
か
は
る/

野
は
な
ほ
こ
と
に
」

A

『消
え
て
緑
に
代
は
る
野
は/
^I

が
れ
て
」
 

左

「
か
づ
き
て
^|\

め
の
は
な
ひ
き
て
」

■

四

番

「紅
梅
の
花

j

.

五

番

「桜
花
」

.

六

番

「禅
桜
花

j

■

七

番

「款
冬
花
」

■

八

番

「躑
躅
花j

■

九

番

「雁W

花
」

■

十

番

「
石
解
花
」

■

ト

ー

番

「藤
花
」

右

「
い
で
て
見
む/

め
の
は
な
ひ
き
て
」
 

左

「
み
し7

7
^

/

い
の
は
な
れ
て
はj  

右

「な

ほ

い

の

は

な

や

か

に

」
 

左

「
ひ
と
は
な
さ
く
ら
野
は
な
り
に
け
り
」
 

右

「な
さ
く
ら
の
は
な 

广 

に
」

左

「
に

は

さ

く

ら

の

花

と

」
 

右

「は
る
か
に
は/

さ
く
ら
の
花
と
」
 

左

「わ

れ

ぞ

や

る

露

を

」
 

右

「春
雨
降
り̂

^

/

き
の
葉
な
べ
て
も
」
 

左

「思
ひ
か
けW

\

し
の
ば
な
む
」

右

「
の
ち
も
恋
ひ
匀

/

し
の
ば
な
む
と
か
」
 

左

「片

を

火

,
の,®

ば
な
に
」

右

「沖
な̂

!
/

火
の
は
な
れ
出
で
て
」
 

左

「な
べ
て
け
さ
濃
く/

野
は
な
り
に
け
り
」
 

右

「春
の
く
$|\

濃
く
野
は
な
べ
て
」
 

左

「見

え

ま

が

茅

の

粥

な

が

ら

に

」
 

右

「ゆ
く
片
の
淵
の
端
な
ど
は
」

•

十

二

番

「子
の
日
を
惜
し
む
」
左

「
む
ね
の
火
を/

緒
し
も
fl-
か
ね
ば
」

右

「と
も
す
螢
の
む
ね
の
火
*|/

緒
し
も
」

和
歌
の
該
当
部
分
を
引
い
て' 

物
名
に
傍
線
を
付
し
、
物
名
中
の
句
切
れ 

を

「/

」
で
示
し
た
。

題
が
長
く
な
る
た
め
、
物
名
は
二
句
に
わ
た
る
こ
と
が
多
い
が
、
見
事
に 

名
を
隠
し
て
い
る
例
に
一 1
番
、
三
番
、
七
番
、
八
番
、
九
番
、
十
番' 

十
一

(10)



番
が
あ
る
。
第
一
節
に
あ
げ
た
一
番
の
歌
は
句
ま
た
が
り
で
は
な
い
が' 

I  

番
や
、
九
番
は
ど
ち
ら
も
貫
之•

友
則
の
番
で
歌
意
も
「春
の
雪
を
溶
か
すm

」  

や

「胸
の
お
も
ひ
」
、
「野
焼
き
の
火
」
や

「沖
の
漁
火
に
ま
が
う
星
の
光
」
 

が
滑
ら
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た' 

十

番

「石
解
花
」
左
の
眞
之
歌
も'

春
来
て
は
昨F

ば
か
り
を
浅
緑
な
べ
て
け
さ
濃<

野
は
な
り
に
け
り 

と
あ
り
、
「さ
こ
く
の
は
な
」
の
音
は
、
「け
さ
」
の
語
の
途
中
か
ら
始
ま
る 

高
度
な
取
り
込
み
方
で
、
春
に
な
つ
た
ば
か
り
の
野
が
緑
濃
く
な
る
さ
ま
が 

表
現
さ
れ
て
い
て,

歌
意
も
よ
く
通
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
三

番

「梅
の
花
」
は'

左
勝 

貫
之

5
 

そ
き
遠
く
さ
ら
に
は
出
で
て
か
づ
き
て
む
め
の
は
な
び
き
て
う
ち
寄
せ 

よ
波

右 

貞
文

6
 

風
吹
か
ば
い
ざ
浦
ご
と
に
出
で
て
見
む
め
の
は
な
び
き
て
波
に
寄
る
や 

と
の
よ
う
に
、
助

勤

詞

「む
」
か
ら
物
名
が
始
ま
り
、
隠
し
方
は
巧
み
で
あ
る 

が' 

次

の

句

「め
の
は
な
び
き
て
」
は
左
右
同
じ
で
、r

海
藻
の
葉
が
な
び
い 

て
」
と
い
う
和
歌
に
は
珍
し
い
言
い
回
し
に
な
つ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

貫
之
歌
で
も' 

六

番

「樺
桜
花
」&

歌
の'

春®

立
ち
満
つ
を
見
て
に
は
か
に

ii'
さ 
く
ら
の
花
と
思
ひ
け
る
か
な 

は
、©

を
梭
に
紛
う
歌
意
は
よ
く
通
じ
て
い
る
が
、
「か
に
は
桜
」
題
に
そ
の 

ま
ま 

さ
く
ら
の
花
」
を
詠
ん
で
い
る
例
で' 

右
歌
も
同
様
で
あ
る
。

一
方
、
十■

一
番
「子
の3

を
惜
し
む
」
で
勝
と
な
つ
た
忠
岑
歌
は'

暗
き
夜
に
と
も
す
螢
の
む
ね
の
火
を
緒
し
も
抜
け
た
る
玉
と
見
る
か
な 

と
詠
ん
で
い
て
、
乱
れ
飛
ぶ
螢
の
火
を
糸
の
抜
け
た
玉
が
飛
び
散
る
さ
ま
に 

喩
え
て
優
美
で
あ
る
が'

「螢
の
火
」
で
よ
い
と
こ
ろ
が
「螢
の
胸
の
火
」
と 

な
つ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
物
名
の
制
約
が
見
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
、_■
女
郎
花
合
」
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
物
名
題
の
音
が
変
化
す 

る
例
も
あ
る
。
漢
字
音
の
取
り
込
み
が
難
し
い

151
番

「紅
梅
花j

が

「
こ
ろ 

は
い
」
「
こ
む
は
い
」
と
な
っ
た
り' 

十

二

番

「子
の
『
を
惜
し
む
」
の

「It 

し
む
」
が

「を
を
し
も
」
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に' 

五

番

「桜
花
」
題
は
難
で
は
な
さ
そ
う
で
は
あ
る
が
、
興
風 

と
作
者
名
無
表
記
の
番
は
、&

歌'

我
が
園
へ
い
ざ
帰
り
な
む
あ
さ
が
ほ
の
ひ
と
は
な
さ
く
ら
野
は
な
り
に 

け
り

右
歌'

春
は
き
ぬ
た
ね
に
蒔
く
べ
き
稲
は
な
さ
く
ら
の
は
な
へ 

に
降
ろ
し
果
て 

て
よ

と
あ
っ
て
、
左
歌
で
は 

二
あ
さ
が
ほ
の)

I

花
哄
く
野J

を
表
現
す
る
の
に 

「らJ

と
余
計
な
音
が
入
っ
て
し
ま
う
。
右
歌
は'

「種
に
蒔
く
べ
き
稲
」
と 

斬
新
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
「は
な
へ
」
で
場
所
を
表
現
し
た
い
よ
う
に
も
見 

え
る
も
の
の
、
歌
意
が
ま
っ
た
く
通
じ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
失
敗
作
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
ぜ.

こ
の
よ
う
な
「物 

名
」
を
中
心
に
据
え
た
歌
合
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず' 

先
に
引
い
た
瘦
田
氏
の
御
論
に
あ
る
、
和
歌
創
作
へ
の
意
欲
的
な 

取
り
組
み
で
あ
る
こ
と
と
、
「_

人
で
は
な
い
多
数
の
場
で
の
発
表
を
前
提
と 

し
」
、
「を
か
し
」
の
要
素
を
と
も
な
う
和
歌
が
、
少
々
の
音
違
い
も
こ
の
よ

(11)



二木：物名を詠むこと

う
に
取
り
込
ん
だ
と
披
露
さ
れ
、

「明
る
い
笑
い
を
頒
ち
あ
う
」
「活
気
に
み 

ち
た
」
場
で
享
受
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
電
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歌
人
た
ち
が
、
「
こ
の
よ
う
に
入
れ
れ
ば
隠
れ
る
か
」
と
趣
向
を
共
有
し
た 

り
、
「題
の
音
と
は
違
っ
て
い
る
け
れ
ど
」'

「左
右
と
も
お
か
し
な
表
現
だ
け 

れ
ど
」
と
物
名
を
取
り
入
れ
た
結
果
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

「亭
子
院
女
郎
花
合
』
の
後
宴
で
好
評
を
博
し
た
物
名
歌
の
宴
が
、
近
い 

時
期
に
気
運
が
高
ま
っ
て
、
「宇
多
院
物
名
合
」
と
結
実
し
た
だ
ろ
う
と
思
わ 

れ
る
の
も
、
延
喜
五
年
以
前
の
成
立
と
す
る
(a)
説
を
支
持
す
る
所
以
と
な
る
。
 

高
い
可
能
性
と
し
て
、
昌
泰
元
年(

八
九
八)

秋
以
降
、
が
付
加
で
き
る
だ
ろ 

う
〇

『
古
今
和
歌
集
』

に
採
歌
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
義
に 

今
す
ぐ
答
は
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
一
首
一t

の
和
歌
が
独
立
し
て
、
 

心.

詞-

姿
を
吟
味
さ
れ
る
編
纂
の
場
で
、
物
名
歌
と
し
て
は
、
「名
」
の
特
殊 

性
も
検
討
要
素
と
な
っ
て18' 
-

首
一
首
が
評
価
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

久
曾
神
昇
氏
が
十
卷
本
の
押
紙
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る1

。
。

歌
合
の
最
後
の
貼
紙
に
「此
歌
依
レ
在■_
古
今
中
：注
こ
付
其
|±1
ヘ

而
相 

■

勘
年
紀|

已
不
一|

相
叶/
 

可
レ
尋
」
と
あ
る
が
、
古
今
集
に
あ
る
の
が 

牙
盾
で
な
く
、
却
っ
て
延
與
五
年
以
前
の
事
が
確
か
め
ら
れ
て
年
代
推 

定
上
好
都
合
で
あ
る
の
に
未
だ
そ
の
歌
が
見
出
さ
れ
な
い
。
異
本4n

今 

集
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

『
古
今
和
歌
集
』

に
採
歌
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

お
わ
リ
に

稿
者
は
か
つ
て
『
元
良
親
王
集
』

に

関

し

て

「呼
称
」
に
こ
だ
わ
る
当
時 

の
和
歌
表
現
を
明
ら
か
に
し
た
。
5

が' 

業

平

歌

「名
に
し
負
は
ば
」
に
集
約 

さ

れ

る

「名
」
を
重
ん
じ
る
表
現
は' 

二
苧
子
院
女
郎
花
合
」
に
も
、
「名
に 

し
货

へ
ば
あ
は
れ
と
思
ふ
を
女
郎
花
た
れ
を
憂
し
と
か
ま
だ
き
移
ろ
ふ
」(

後 

r

歌7

番
.

平
希
世)

が
あ
る
。
そ

も
そ
も
「女
郎
花
」
を

そ

の

「お
み
な
」
 

と
い
う
衆
で
愛
好
し
た
和
歌
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
自
然
の
植
物
を
慈
し
む 

上
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
名
で
呼
ば
れ
る
か
に
関
心
が
深
い
時
代
で
あ
る 

と
い
う
こ
と
が 
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
古
今
和
歌
集
』
は
自
然
と
恋
の
歌
が
太
半
を
占
め
る
が
、
自
然
を
詠
む 

四
季
歌
の
な
か
で
詠
ま
れ
る
景
物
は
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
後
の
時
代 

の
歌
集
は*

歌
材
の
拡
充
を
求
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
、
天
象
気
象
を
詠 

歌
の
対
象
と
し
て
増
や
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て 

は
ス
ト
イ
ッ
ク
な
ほ
ど
に
歌
材
を
限
っ
て
和
歌
を
残
し
て
い
る
。

一
方
で
歌
人
た
ち
の
前
に
存
在
す
る
自
然
は
豊
か
な
花
々
を
咲
か
せ
て
い 

て' 

そ
の
詠
歌
対
象
と
す
べ
き
も
の
と
の
落
差
を
埋
め
る
の
が
物
名
歌
で
あ 

っ
た
と
い
う
の
は
う
が
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し' 

実
際
に' 

わ
れ
わ
れ
は
物
名
卷
に
拠
っ
て
当
時
の
歌
人
に
な
じ 

み
あ
る
植
物
务
を
知
る
。
す
で
に
確
認
で
き
な
い
動
植
物
が
「三
木
三
鳥
」
 

と

し

て

『
占
今
和
歌
集
』
注
解
の
奥
義
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

*

歌
集
の
本
文
引
用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
 

た
だ
し
、
適
宜
表
記
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
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(

注1
)

萩
谷
朴
『
平
安
朔
歌
八
口
大
成
増
補
新
訂
』{

平
成7

年

盲

5
)
)

に
拠
る
名 

称
。
歌
合
番
号「

I

五
」。
以̂

、
萩
稃
氏
の
説
は
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
拠
り
、
『
歌 

合
大
成 

增
補
新
訂
』
の
頁
を
示
す
。
ま
た
、
書
名
を
91
用
す
る
場
合
は'

『
歌

大

成

』

S

小
松
茂
美
『
古<

学
大
成
』

21
卷
«

平
ぼ4

年
s

^

o

『
日
本
名
跡
叢
刊
』 

68(

二
玄
社•

昭
和
57
年 

<
1
9
8
2>

)
。

S

『
湘
南
文
学
』

23
号
(
東
海
大
学•

平
成

一

兀
年 

<
1
9
8
9>

年3

月
P

以
下' 

遠
藤
氏
の
説
は
本
論
に
ょ
る
。

(

注J

遠
藤
氏
論
に
拠
る
が
、3
に
は,

他
に
久
曾
神#

氏

説
(
『伝
宗
尊
親
王
笨
歌 

合
巻
研
究
』
昭
和
12
年
Q
g
7
>

尚
古
会)

が
あ
る
。

3

峰
岸
義
秋
『
歌
合
の
研
究
』
昭
和
29
年 

<
1
9
5
4>
。

『
新
編
国
歌
太
観
』
「宇
多
院
歌 

合
」
解
題(
片
桐
洋T

中
周
子)

昭
和
62
年 

<
1
9
8
7
>
。

⑹

萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
昭
和
32
年

0
g

3

0

(c)
村
瀬
敏
夫
『
紀
貫
之
伝
の
研
究
』
昭
和
56
年

{
注3

『
歌
合
大
成
』
、<  
注3
>

な
ど
。

{

注̂

『
歌
合
大
成
』
の
名
称
。
歌
合
番
号
「九
」

{

注̂

『
歌
合
大
成
』
の
名
称
。
歌
合
番
号
「
一
〇
」
。
二i

本
断®

。
『
古
笨
学
大 

成
』

21
卷
(
図

72)

。

(

注«

『
歌
合
大
成
』
の
名
称
。
歌
合
番
号
「
ー
 

ー
」。
二+

罾

本

『
古
華
学
大 

成
』

21
卷
(
図

73)

卩

(

注J

本
文
は
、
尊
経
閣
文
庫
本t

本
を
底
本
と
し
、
適
宜
濁
点
と
漢
字
を
宛
て
た
。
 

(

注i
)
 

院
物
洛
歌
合
」
に
つ
い
て
— 

r

本
院
左
大
臣
家
歌
合
」
「近
江
御
息 

所
歌
合
」
に
ふ
れ
つ
つ
—
」{
北
海
道
教
青
大
学
『
札
幌
国
語
研
究
』9

号
•

平
成
16
年 

<
2
0
0
4>

)
。

(

注1
1
)
 

<

注4
)

の
(a)
参
照
。
『
歌
合
大
成
』
に

も

「高
度
の
技
巧
を
凝
ら
し
た
物
名 

歌
を
集
め
た
本
歌
合
」
二

—二
頁)

と
あ
り
、
他
に
中
島
氏
く注9
)

論
文
な
ど
。

(

注1

3

「
「物
の
名
」
の
特
色
と
構
造 

占
今
和
歌
集
の
部
立J

ヘ
^

冊
の
講
座 

占 

今
和
歌
集
』
有
精
觉
•

昭
和
62
年

くSS
J

。

く注1

3

「『占
今
集
』
物
名
歌
に
つ
い
て
の
考
察
」(
『
中
古
文
学
論
政
』5

号
,

昭
和

59
年 

<
1
9
8
4
>

10
月)

「古
今
和
歌
集
の
物
名
と
俳
諧
歌
」(

早
稲
田
大
学
国
文
学
会
『
国
文
学
研
究
』 

第

43
号
•

昭
和
45
年 

く19
7
3
)
。

(

注i

)

「『拾
遺
和
歌
集
』
に
お
け
る
物
名
歌
」(
『
樟
蔭
国
文
学
』
第

40
号•

平
成
一 

五

年

<
2
0
0
3>
。

後

に

『拾
遐
和
歌
鴛

放

』(
和*

害

院■

平
成
二
七
年«2

0
1
5

ご
に 

所
収
。

(
注l
e
)

『
歌
合
太
成
』
の
歌
番
号
に
よ
る
。

S
1
7
-

こ
の
七
首
に
は
、
别
の
機
会
の
女
郎
花
合 

某
年
秋 

朱
雀
院
女
郎
花
合
」) 

の
三
首
も
、
朱
雀
院(
宇
多
上S
)

が
主
催
し
た
女
郎
花
合
で
あ
る
た
め
に
混
在
し
、
そ 

の
う
ち
の
二
三
四
番
歌
は
「亭
子
院
女
郎
花
合
」
と
の
両
歌
合
に
、
躬
恒
、
定
文
と
別
の 

作#

名
で
供
さ
れ
て
い
る
と
い
う
複
雑
な
状
況
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
近
い
時
期
の
宇
多 

上a

の
女
郎
花
合s

記
録
と
し
て
ま
と
め
裁
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

(
注1
8
)
(

注

13)

に
指
摘
が
あ
る
。

{

注1

3

(

注4
)

の
¢3)
引
用
に
同
じ
。

(

注2
0
 
)

_
一
木
麻
子
「『
元
良
親
王
集
』
の
表
現
—

「入
り
に
し
月
」
を
め
ぐ
っ
てI
J
 

{
『
西
舌
鳥
国
文
』

16
号
.

平
成
17
年

<
2
0
0
5>

3

月)

I

付
記

一

十
卷
本
歌
合
の
調
査
研
究
に
際
し
、
公
益
財
団
法
人
前
田{1

冃
徳
会
尊
経
閣
文 

庫
の
ご
离
配
を
賜
っ
た
こ
と
を' 

記
し
て
深
謝
中
し
上
げ
る"

本
稿
は' 

二〇

 

一
五
〜
二
〇一

九
年
度
日
本
学
術
振
興
会
研
究
費
補
助
金■

基 

盤

研

究(
C
)

「平
安
初
期
歌
合
の
研
究
」(

課
題
番
号1

5
3
2
2
3
)

の
研
究
成
果 

の
一
部
で
あ
る

(13)


