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物
名
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詠
む
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と
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二
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合
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け
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「
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は
じ
め
に 

 

『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
お
よ
び
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
七
に
は
「
物
名
」
の

部
立
が
見
え
る
。
歌
合
の
場
に
お
い
て
も
、「
宇
多
院
物
名
歌
合
」（
注
１
）（
延

喜
五
〈
九
〇
五
〉
年
ま
で
に
成
立
か
）
を
初
め
と
し
て
、「
東
院
前
栽
合
」（
延

長
五
〈
九
二
七
〉
年
成
立
か
）
や
「
近
江
御
息
所
歌
合
」（
延
長
八
〈
九
三
〇
〉

年
以
前
の
成
立
か
）
な
ど
、
植
物
名
を
題
と
し
て
物
名
歌
が
詠
ま
れ
た
も
の

も
あ
り
、
ま
た
、「
亭
子
院
女
郎
花
合
」（
昌
泰
元
年
〈
八
九
八
〉
年
成
立
）

の
よ
う
に
、
物
名
歌
を
含
み
、「
こ
れ
は
あ
は
せ
ぬ
う
た
ど
も
」
と
記
さ
れ
た

沓
冠
歌
と
折
句
歌
ま
で
詠
ま
れ
た
催
し
も
行
わ
れ
て
い
る
。 

勅
撰
集
の
部
立
に
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
以
降
、「
物
名
」
が
現
れ
る
こ
と
は

な
い
の
で
、『
古
今
和
歌
集
』
成
立
直
前
か
ら
お
よ
そ
百
十
数
年
の
間
、
盛
り

上
が
り
を
見
せ
た
詠
歌
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
降
、
物
名
歌
が
詠
ま

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
が
、
こ
の
「
名
」
に
こ
だ
わ
る
意
識 

   

三 

木 

麻 

子 
 

  

が
あ
る
時
期
、
時
代
を
席
巻
し
、
そ
の
後
、
和
歌
は
「
こ
こ
ろ
」（
主
題
や
詠

歌
内
容
）を
重
視
し
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。少
な
く
と
も「
こ
と
ば（
詞
）」

と
「
こ
こ
ろ
（
心
）」
が
対
等
で
は
な
く
な
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。 

貫
之
が
「
や
ま
と
う
た
は
人
の
こ
こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
よ
ろ
づ
の
こ
と
の

は
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」（
古
今
集
仮
名
序
）
と
述
べ
た
「
こ
こ
ろ
」
と
「
こ
と

の
は
」
は
、
和
歌
の
生
ま
れ
る
契
機
を
述
べ
る
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、

「
か
く
て
ぞ
花
を
め
で
と
り
を
う
ら
や
み
、
か
す
み
を
あ
は
れ
び
つ
ゆ
を
か

な
し
ぶ
、
心
こ
と
ば
お
ほ
く
さ
ま
ざ
ま
に
な
り
に
け
る
」
を
見
て
も
、
こ
こ

に
い
ず
れ
か
を
優
先
す
る
意
識
は
み
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、 

凡
そ
歌
は
心
ふ
か
く
姿
き
よ
げ
に
て
心
に
を
か
し
き
と
こ
ろ
あ
る
を
す

ぐ
れ
た
り
と
い
ふ
べ
し
。
…
…
心
姿
あ
ひ
具
す
る
こ
と
か
た
く
ば
先
づ

心
を
と
る
べ
し
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
撰
髄
脳
） 

と
い
う
公
任
の
言
は
、「
心
」
重
視
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
平
安
初
期

の
和
歌
が
「
心
」
を
重
ん
じ
る
詠
歌
の
思
想
に
と
ら
わ
れ
る
ま
で
に
、
詞
と

心
が
同
様
に
重
ん
じ
ら
れ
、
楽
し
ま
れ
た
時
代
の
一
端
が
物
名
歌
に
現
れ
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
の
「
詞
」
に
つ
い
て
考
え
て

ゆ
き
た
い
。
い
っ
た
ん
、
平
安
期
を
締
め
く
く
る
『
八
雲
御
抄
』
ま
で
下
が
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 （2） 

っ
て
考
察
す
る
。 

 

一
、
歌
学
書
の
物
名 

 

『
八
雲
御
抄
』（
注
２
）
巻
一
正
義
部
は
、「
六
義
事
」「
序
代
」
か
ら
始
ま

り
、「
短
歌〔
或
号
長
歌
〕反
歌 

旋
頭 

混
本 

廻
文 

無
心
所
着 

誹
諧
」

と
歌
体
の
種
類
を
述
べ
る
次
に
、「
折
句
・
沓
冠
折
句
・
沓
冠
・
物
名
」
を
あ

げ
る
。 

こ
の
四
種
の
項
目
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
歌
体
（
句
数
、
字
数
な
ど
か
ら

み
た
、
和
歌
の
形
式
）
の
列
挙
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、 

・
折
句 

毎
句
上
物
名
を
一
文
字
づ
つ
を
き
た
る
な
り 

（
折
句
は
各
句
の
一
字
目
に
物
名
を
一
字
ず
つ
置
く「
歌
」―
稿
者
注
、

以
下
同
） 

・
折
句
沓
冠 

是
は
毎
句
上
下
に
文
字
を
入
た
る
な
り 

（
折
句
沓
冠
は
各
句
の
一
字
目
と
最
後
に
〈
そ
の
文
字
を
た
ど
れ
ば
物

名
や
意
味
の
あ
る
言
葉
と
な
る
〉
文
字
を
入
れ
る
「
歌
」） 

・
沓
冠 

は
じ
め
を
は
り
に
其
字
と
さ
だ
め
て
を
く
な
り 

文
字
は
一

も
二
も
三
も
心
に
ま
か
せ
て
詠
之 

 

（
沓
冠
は
一
字
目
と
最
後
に
、
決
め
た
文
字
を
置
い
た
「
歌
」
で
そ
の

字
数
は
一
字
で
も
二
字
で
も
三
字
で
も
良
い
） 

と
注
し
て
い
て
、
歌
の
中
に
文
字
を
入
れ
込
む
詠
み
方
を
あ
げ
て
い
る
。 

た
だ
し
、『
八
雲
御
抄
の
研
究 

正
義
部
・
作
法
部
』
研
究
篇
（
注
３
）
で

指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
『
八
雲
御
抄
』
の
「
沓
冠
」
の
概
念
は
、
他
の

歌
学
書
か
ら
み
れ
ば
特
殊
な
も
の
で
、『
八
雲
御
抄
』
の
い
う
「
折
句
沓
冠
」

が
一
般
的
に
は
「
沓
冠
歌
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
物

名
部
に
あ
る
、 

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 

花
の
な
か
目
に
あ
く
や
と
て
わ
け
ゆ
け
ば
心
ぞ
と
も
に
ち
り
ぬ
べ
ら
な

る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
四
六
八
） 

を
特
に
「
沓
冠
」
と
意
識
し
て
注
し
た
『
八
雲
御
抄
』
は
、「
沓
冠
」
の
「
句

ご
と
」
の
概
念
か
ら
離
れ
、「
歌
」
一
首
の
始
め
と
終
わ
り
に
文
字
を
置
く
例

に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
の
僧
正
聖
宝
歌
は
、
物
名
部
の
巻
末
に
置
か
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
歌
で
は
あ
る
。 

そ
の
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
、「
は
」
か
ら
始
め
て
、「
る
」
で
終
わ
る
歌
（
定

め
た
文
字
は
「
は
る
」
の
二
文
字
）
で
、
春
の
「
長
雨

な

が

め

」
を
心
に
掛
け
て
詠

み
込
む
。
ま
た
、
春
と
い
う
「
時
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
て
、
こ
れ
は
、『
伊

勢
物
語
』
の
在
原
業
平
歌
が
「
か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
五
文
字
を
句
の
上
に
す

ゑ
て
、
旅
の
心
を
よ
め
と
い
ひ
け
れ
ば
、
よ
め
る
」（
第
九
段
、
古
今
集
・
羈

旅
・
四
一
〇
「
か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
い
つ
も
じ
を
く
の
か
し
ら
に
す
ゑ
て
た

び
の
心
を
よ
ま
む
と
て
よ
め
る
」）
と
眼
前
の
時
・
景
物
を
「
文
字
」
と
し
て

置
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
さ
ら
に
詠
ま
れ
る
べ
き
主
題
が
出
題
さ
れ
る
と
い

う
形
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
業
平
（
八
二
五
～
八
八
〇
）
と
ほ
ぼ
同
時
代
の

聖
宝
（
延
喜
九
〈
九
〇
九
〉
年
七
十
六
歳
で
没
）
で
あ
る
が
、
当
時
、
注
目

さ
れ
る
歌
人
（
注
４
）
が
場
を
共
有
す
る
人
々
の
前
で
詠
歌
す
る
際
、
折
句
が

趣
向
と
な
り
、
主
題
と
同
様
に
、
詠
み
入
れ
る
べ
き
文
字
に
も
要
求
が
出
る
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よ
う
に
、
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
は
主
題
と
詞
が
重
視
さ
れ
、「
言
葉
」

や
「
音
」
が
「
文
字
」
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、『
八
雲
御
抄
』
は
、
続
い
て
「
物
名
」
の
記
述
に
入
る
。 

・
物
名 
是
は
か
く
し
題
な
り 

も
の
ゝ
名
を
か
く
し
て
よ
む
歌
な
り 

こ
の
『
八
雲
御
抄
』
の
「
物
名
」
と
は
「
隠
題
」
で
あ
る
と
い
う
説
は
先

行
歌
学
書
の
中
で
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
、 

隠
題
と
い
へ
る
も
の
あ
り
。
物
の
名
を
よ
む
に
、
そ
の
物
の
名
を
歌
の

お
も
て
に
す
ゑ
な
が
ら
、
そ
の
物
と
い
ふ
こ
と
を
か
く
し
て
、
ま
ど
は

せ
る
な
り
。 

く
き
も
葉
も
み
な
み
ど
り
な
る
ふ
か
せ
り
は
あ
ら
ふ
ね
の
み
や

白
く
な
る
ら
む 

 
 

（
拾
遺
集
・
物
名
・
三
八
四
・
藤
原
輔
相
） 

こ
れ
は
「
あ
ら
ふ
ね
の
み
や
し
ろ
」
と
い
へ
る
九
文
字
を
か
く
し
て
、

よ
し
な
き
芹
の
歌
に
よ
み
な
せ
る
な
り
。 

と
あ
り
、
こ
の
和
歌
が
題
を
「
洗
ふ
根
の
み
や
白
」（
緑
の
芹
は
洗
っ
た
根
だ

け
が
白
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
）
と
、
全
く
別
の
言
葉
に
し
て
い
る
と
い
い
、

以
下
に
四
首
の
例
を
あ
げ
て
「
隠
題
」
を
解
説
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
竜
胆

り
う
た
む

を
題
と
し
た
、 

わ
が
宿
の
花
ふ
み
ち
ら
す
と
り
う
た
む
の
は
な
け
れ
ば
や
こ
こ
に
し
も

す
む 
 
 
 
 
 
 

（
古
今
集
・
物
名
・
四
四
二
・
紀
友
則
、 

古
今
本
文
「
花
ふ
み
し
だ
く
―
く
る
」
） 

に
は
、「
こ
れ
は
り
う
た
む
と
い
へ
る
花
を
か
く
し
て
、
は
な
ふ
み
ち
ら
せ
る

鳥
を
怨
む
る
な
り
」
と
い
い
、
主
題
が
鳥
で
竜
胆
は
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
評

価
す
る
。
ま
た
、
桔
梗

き
ち
か
う

の
花
を
詠
む
、 

秋
ち
か
う
の
は
な
り
に
け
り
白
露
の
お
け
る
く
さ
ば
も
色
か
は
り
ゆ
く 

（
同
・
同
・
四
四
〇
・
同
） 

を
あ
げ
、
主
題
は
秋
野
の
草
で
桔
梗
で
は
な
い
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
、『
古
今
和
歌
集
』
物
名
部
の
歌
で
あ
る
の
で
、
隠
題
と
物
名
は
同
義

と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
ま
た
、『
八
雲
御
抄
』
も
、「
あ
ら
ふ
ね
の
み

や
し
ろ
」
は
九
文
字
も
あ
り
、
能
く
隠
し
て
い
る
が
五
文
字
以
下
は
非
常
に

簡
単
だ
ろ
う
と
述
べ
た
後
で
、『
古
今
和
歌
集
』
物
名
の
、 

煙
た
ち
も
ゆ
と
も
見
え
ぬ
草
の
葉
を
た
れ
か
わ
ら
び
と
な
づ
け
そ
め
け

む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
四
五
三
・
詞
書
「
わ
ら
び
」・
真
静
法
師
） 

に
つ
い
て
、
蕨
を
藁
火
と
掛
詞
に
し
た
例
は
、「
声
（
注
５
）
こ
そ
か
は
り
た

れ
ど
も
同
物
名
な
り
。
こ
れ
な
ど
は
か
く
し
た
る
と
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
」

と
し
て
、
蕨
を
主
題
と
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
古
今
、
拾
遺
時
代
の
「
物
名
」

を
結
果
的
に
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

惣
て
古
今
、
拾
遺
な
ど
に
も
少
々
か
く
れ
ぬ
も
あ
る
也
。
古
今
な
ど
に

は
か
く
す
も
の
を
や
が
て
題
に
て
多
は
其
心
を
よ
め
り
。
鶯
は
と
り
の

な
く
ら
ん
な
ど
い
ふ
て
い
也
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
八
雲
御
抄
） 

古
今
・
拾
遺
の
物
名
は
、
隠
す
べ
き
物
を
題
に
し
て
、
内
容
も
そ
の
ま
ま

そ
の
題
で
詠
む
も
の
も
あ
る
、「
鶯
」
題
を
「
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
」（
古
今
集
・
四
二
二
・
藤
原
敏
行
）

と
鳥
の
歌
に
し
て
い
る
と
い
う
意
見
で
、
隠
題
に
な
っ
て
い
る
例
も
な
っ
て

い
な
い
例
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
古
今
時
代
の
物
名
歌
の
有
り
様
で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
認
識
は
『
奥
義
抄
』『
古
今
集
注
（
顕
昭
）』
で
も
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同
じ
で
あ
る
。 

『
八
雲
御
抄
』
が
歌
学
書
で
踏
襲
さ
れ
た
平
安
中
後
期
の
「
隠
題
」
と
い

う
概
念
を
「
物
名
」
の
項
目
名
で
立
て
た
の
は
、
勅
撰
集
の
部
立
を
尊
重
し

よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
、
前
掲
『
八
雲
御
抄
の
研
究
』
の

指
摘
で
あ
る
が
、『
千
載
和
歌
集
』
巻
十
八
の
雑
体
に
は
、「
二
条
院
御
時
、

こ
い
た
じ
き
と
い
ふ
五
字
を
く
の
か
み
に
お
き
て
、
た
び
の
こ
こ
ろ
を
よ
め

る
」（
一
一
六
七
・ 
源
雅
重
）、「
な
も
あ
み
だ
の
五
字
を
か
み
に
お
き
て
、

た
び
の
心
を
よ
め
る
」（
一
一
六
八
・
仁
上
法
師
）
と
い
う
折
句
歌
や
、
物
名

歌
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
新
勅
撰
和
歌
集
』
や
『
玉
葉
集
』
も
同
様
で
、
後
者
に

は
「
物
名
を
か
く
し
題
に
よ
み
侍
り
け
る
に
、
月
、
す
ず
む
し
、
紅
葉
」（
雑

三
・
二
二
九
二
）
と
い
う
俊
成
の
歌
も
入
集
し
、
平
安
後
期
に
は
隠
題
の
歌

こ
そ
物
名
歌
で
あ
り
、
単
に
歌
に
物
の
名
を
入
れ
る
だ
け
で
は
な
い
と
区
別

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

平
安
中
後
期
の
物
名
歌
は
「
隠
題
」
に
す
る
こ
と
が
趣
向
で
あ
っ
た
が
、

平
安
初
期
、「
物
名
歌
」
は
、
そ
の
基
準
の
緩
や
か
さ
か
ら
み
て
、「
も
の
の

名
の
音
」
が
歌
詞
に
入
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
、「
折
句
沓
冠
」
が
、「
文
字
を
据
え
て
」
と
条
件
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と

比
べ
る
と
、「
物
名
歌
」
は
一
続
き
の
「
も
の
の
名
」
を
歌
詞
の
流
れ
の
中
に

沈
め
る
こ
と
で
歌
が
詠
ま
れ
、
掛
詞
と
し
て
物
名
が
浮
か
ん
で
見
え
る
と
い

う
形
式
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。 

 

二
、
音
の
詠
み
替
え 

 

『
俊
頼
髄
脳
』
は
、『
古
今
和
歌
集
』
四
四
〇
番
歌
に
つ
い
て
は
、「
是
は

き
ち
か
う
と
い
へ
る
花
を
か
く
せ
る
歌
な
り
。
こ
れ
ら
は
常
に
い
へ
る
さ
ま

に
は
よ
み
に
く
け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
か
け
る
文
字
を
た
づ
ね
て
ぞ
そ
の
ま
ま

に
よ
め
る
な
り
。
…
…
そ
の
文
字
を
た
づ
ね
て
よ
む
べ
き
な
り
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
の
漢
字
表
記
を
探
し
て
、
字
音
で
詠
む
こ
と
を

説
い
て
い
る
の
だ
が
、「
宇
多
院
物
名
歌
合
」
で
、「
紅
梅
の
花
」
を
「
こ
ろ

は
い
の
は
な
」、「
こ
む
は
い
の
は
な
」
と
和
歌
に
詠
ん
で
い
た
こ
と
を
想
起

さ
せ
る
。
字
音
で
詠
も
う
と
し
て
揺
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
は
、
漢
音
の
物

名
の
訓
み
の
表
記
が
定
ま
り
き
れ
て
い
な
い
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
逆
に
文
字
（
漢
字
）
を
尋
ね
て
詠
め
と
い
う
の
が
興
味
深
い
。 

ま
た
、「
亭
子
院
女
郎
花
合
」
で
は
和
歌
も
合
わ
せ
ら
れ
て
、
二
番
歌
左
、 

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 

（
３
） 

の
よ
う
に
、
物
名
と
し
て
詠
ん
だ
例
も
あ
り
、
多
彩
な
女
郎
花
歌
が
詠
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
歌
合
で
は
、
後
宴
で
当
座
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
物
名
と

し
て
詠
ま
れ
た
も
の
は
、 

惜
し
め
ど
も
枝
に
と
ま
ら
ぬ
も
み
ぢ
葉
を
み
な
へ
し

、
、
、
、
、
お
き
て
秋
の
後
見

む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
30
） 

「
～
を
、
み
な
へ
し
」
と
す
る
詠
み
方
は
同
じ
で
あ
る
が
、「
経
し
」（
３
）、

「
押へ

し
」（
30
）
と
変
え
て
（
注
６
）
、「
を
み
な
へ
し
」
の
音
は
変
わ
ら
ぬ
よ

う
に
詠
み
込
ん
で
い
る
。
一
方
、「
あ
は
せ
ぬ
歌
」
の
な
か
に
、「
を
み
な
へ

し
」
を
沓
冠
に
し
て
詠
ん
だ
も
の
が
あ
る
が
、 

折．
る
花
を、
む．
な
し
く
な
さ
む、
名．
を
惜
し
な、
で．
ふ
に
も
な
し
てゝ

し．
ひ
や
止

-137- 



 

(5) 

め
ま
しゝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
23
） 

の
よ
う
に
、
沓
冠
に
詠
み
込
ん
だ
名
は
「
を
む
な
て
し
」
と
な
っ
た
例
が
あ

り
、
ま
た
、
折
句
に
し
て
、 

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

り
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
26
） 

の
よ
う
に
成
功
し
た
例
も
あ
る
が
、 

折、
り
持
ち
て
見、
し
花
ゆ
ゑ
に
名、
残
な
く
手、
間
さ
へ
ま
が
ひ
染、
み
つ
き
に

け
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
28
） 

と
「
を
み
な
へ
し
」
を
「
を
み
な
て
し
」
と
詠
み
替
え
て
し
ま
っ
て
い
た
例

も
散
見
す
る
。
折
句
の
場
合
は
、
名
の
音
が
離
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
が

揺
ら
ぐ
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

『
俊
頼
髄
脳
』
が
、「
梨
原
の
馬
屋
」
と
い
う
所
の
名
を
題
に
し
て
、
詠
ま

れ
た
物
名
歌
で
、 

き
み
ば
か
り
お
ぼ
ゆ
る
ひ
と
は
な
し

・

・

ば
ら

・

・

の
う

・

ゝ

ま
や

・

・

い
で
こ
む
た
ぐ
ひ

な
き
か
な
（
生な

し
腹
の
今
や
―
出い

で

こ
む
） 

は
、和
歌
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、「
今
や
い
で
こ
む
」と
詠
む
べ
き
と
こ
ろ
を
、

「
音
」
を
替
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
う
ま
や
と
い
へ
る
は
こ
と
た
が
ひ
た
る

さ
ま
に
聞
ゆ
れ
ど
」
と
し
て
、
藤
原
仲
文
と
大
中
臣
能
宣
の
贈
答
歌
の
例
を

拾
遺
抄
か
ら
引
用
す
る
。 

鹿か

を
さ
し
て
う
ま
と
い
ひ
け
る
人
も
あ
り
け
れ
ば
か
も
を
も
を
し
と
思

ふ
な
る
べ
し
（
拾
遺
集
・
雑
下
・
五
三
五
、
詞
書
「
能
宣
に
車
の
か
も
を 

こ
ひ
に
つ
か
は
し
て
侍
り
け
る
に
、
侍
ら
ず
と
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
」） 

な
し
と
い
へ
ば
を
し
む
か
も
と
や
思
ふ
ら
む
し
か
や
う
ま

・

・

と
ぞ
い
ふ
べ

か
り
け
る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
五
三
六
、「
返
し 

能
宣
」
） 

を
、「
こ
れ
を
み
れ
ば
、
い
ま

ヽ

ヽ

と
い
へ
る
こ
と
ば
を
ば
、
う・

ま・

と
い
ふ
べ
し
と

ぞ
み
ゆ
る
。」（
こ
れ
を
見
て
い
れ
ば
「
い
ま
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
際
は
「
う

ま
」
と
言
う
べ
き
だ
と
思
え
る
）
と
い
う
の
で
あ
る
。「
こ
れ
を
よ
く
心
え
て

か
や
う
に
よ
む
べ
き
な
り
」
で
解
説
を
終
え
て
い
る
。
物
名
歌
に
お
い
て
、

和
歌
の
意
味
の
通
り
よ
り
「
名
」
が
優
先
さ
れ
る
と
歌
学
書
で
も
解
釈
し
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。 

 

三
、
物
名
を
詠
む
こ
と 

 

平
安
時
代
初
期
の
「
物
名
」
歌
が
、
隠
す
こ
と
（
主
題
を
変
え
る
）
に
、

そ
の
規
定
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
の
は
、「
物
名
」
を
詠
む
こ
と
自
体
が
主
た
る

目
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、 

名
に
め
で
て
を
れ
る
ば
か
り
ぞ
を
み
な
へ
し
我
お
ち
に
き
と
人
に
か
た

る
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
古
今
集
・
秋
上
・
二
二
六
・
遍
昭
） 

名
に
し
お
は
ば
い
ざ
事
と
は
む
宮
こ
ど
り
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し

や
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
古
今
集
・
羈
旅
・
四
一
一
・
在
原
業
平
） 

の
「
名
に
愛
ず
」「
名
に
負
う
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
名
を
持
つ
た
め
に

そ
の
実
体
が
「
名
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
名
に
し
お
へ
ば
な
が
月
ご
と
に
君
が
た
め
か
き
ね
の
菊
は
に
ほ
へ
と
ぞ
思

ふ
」（
後
撰
集
・
秋
下
・
三
九
八
・
読
人
不
知
）
の
よ
う
に
、
長
月
と
い
う
「
月
」

の
名
で
も
、「
名
に
し
お
は
ば
相
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
人
に
し
ら
れ
で
く
る
よ

し
も
が
な
（
後
撰
集
・
恋
三
・
七
〇
〇
・
藤
原
定
方
）
や
「
名
に
し
お
は
ば
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あ
だ
に
ぞ
思
ふ
た
は
れ
じ
ま
浪
の
ぬ
れ
ぎ
ぬ
い
く
よ
き
つ
ら
ん
」（
後
撰
集
・

羈
旅
・
一
三
五
一
・
読
人
不
知
）
の
よ
う
な
地
名
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
歌
枕
表
現
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
歌
枕
や
歌
こ
と
ば
の

表
現
性
の
中
に
、
そ
の
実
体
の
特
質
と
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
き

た
の
か
と
い
う
点
と
、
そ
の
名
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
と
い

う
点
の
二
つ
の
視
点
が
あ
る
。「
相
坂
山
」（
逢
ふ
）、「
小
倉
山
」（
を
暗
し
）、

音
羽
山
（
音
に
聞
く
）
な
ど
の
よ
う
に
、
名
の
視
点
も
和
歌
表
現
と
し
て
確

立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

名
は
実
体
を
現
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
実
体
（
本
質
）
を
超
え
て
実
体

（
本
質
）
を
規
定
す
る
。
例
え
ば
、「
女
郎
花
」
は
花
で
し
か
な
い
の
に
、「
お

み
な
」
と
呼
ば
れ
、「
女
」
の
性
質
を
持
つ
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
お

も
し
ろ
さ
、
名
に
よ
る
実
体
と
の
乖
離
へ
の
興
味
が
、「
女
郎
花
」
へ
の
特
別

な
愛
着
に
繋
が
る
と
し
た
ら
、
も
の
の
「
名
」
が
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
こ

と
も
首
肯
で
き
る
。 

先
の
「
宇
多
院
物
名
歌
合
」
で
は
難
題
を
詠
む
に
際
し
、
意
味
の
通
り
に

く
い
と
こ
ろ
や
無
理
な
言
葉
続
き
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
物
名
」

が
判
明
す
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
、「
物
名
」
に
は

厳
格
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

平
安
初
期
に
は
、「
も
の
の
名
」を
題
と
し
て
、も
の
に
愛
着
を
持
つ
こ
と
、

そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
、そ
れ
が
物
名
歌
合
の
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
物
名
歌
を
詠
む
こ
と
の
目
的
は
、
そ
の
名
と
そ
の
も
の
の
実
体

へ
の
愛
情
を
反
芻
し
て
詠
歌
す
る
こ
と
を
楽
し
む
こ
と
で
、
隠
題
の
ル
ー
ル

を
遵
守
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

＊
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
歌
学
書
は
特
に
断
ら
な

い
限
り
、
歌
学
大
系
本
に
よ
る
。
適
宜
表
記
を
改
め
た
場
合
が
あ
る
。 

＊
本
稿
は
、「
物
名
を
詠
む
こ
と
―
宇
多
院
物
名
歌
合
・
亭
子
院
女
郎
花
合

を
中
心
に
し
て
―
」
〈『
夙
川
学
院
短
期
大
学 

研
究
紀
要
』
第
43
号 

平
成
28
（2016

）
年
３
月
〉
に
続
く
も
の
で
あ
る
。 

 

（
注
） 

注
１ 

『
新
編
国
歌
大
観
』
で
は
、「
宇
多
院
歌
合
」
と
す
る
。 

注
２ 

『
八
雲
御
抄
』
本
文
の
引
用
は
『
八
雲
御
抄 

伝
伏
見
院
筆
本
』(

片
桐
洋

一
監
修
・
八
雲
御
抄
研
究
会
編
・
和
泉
書
院
・
平
成
17
年)

に
よ
り
、
適
宜
濁

点
を
付
し
、
漢
字
・
仮
名
表
記
を
改
め
た
。 

注
３ 

片
桐
洋
一
編
（
和
泉
書
院  

平
成
13
年
） 

注
４ 

『
後
撰
和
歌
集
』
に
は
「
法
皇
と
ほ
き
所
に
山
ぶ
み
し
た
ま
う
て
、
京
に
か

へ
り
た
ま
ふ
に
た
び
や
ど
り
し
た
ま
う
て
、
御
と
も
に
さ
ぶ
ら
ふ
道
俗
う
た

よ
ま
せ
給
ひ
け
る
に
」（
羈
旅
・
一
三
六
二
詞
書
）
と
宇
多
法
皇
の
仏
道
修
行

の
行
幸
に
供
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。 

注
５ 

注
３
『
八
雲
御
抄
の
研
究
』
本
文
篇
に
よ
れ
ば
、「
声
」
は
幽
斎
本
で
は
「
音
」、

国
会
本
・
書
陵
部
本
・
内
閣
本
で
は
「
声
」
と
あ
る
。 

注
６ 

「
亭
子
院
女
郎
花
合
」「
宇
和
院
物
名
合
」
の
和
歌
解
釈
に
つ
い
て
は
、
近

く
刊
行
す
る
予
定
で
あ
る
。 

 

【
付
記
】 

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15K0223

）
の
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。 

-135- 


