
後
拾
遺
集

「名
所
歌
」
小
考

実

川

恵

子

歌
枕

と

は
、
古
来
和

歌

に
詠
ま
れ

た
土

地
や
地
名
を
指

し
、

古
今
集

に
至

っ

て
、
地
名
が
あ

る
固
有

の
情

緒
的
イ

メ
ー
ジ
と
結
び

つ
く

と

い
う
変
化
や
進
化

を
辿

っ
て
い
く
。

そ

の
型

も
凡
そ
次

の
よ
う
な
分
類
が
な

さ
れ
る
。

一
つ
は
、

特
定

の
景
物

と

の
結
び

つ
き

で
詠
出

さ
れ

る
と

い
う
伝
統
的

パ
タ

ー
ン
、
次

に

古
歌

を
背
負

う

こ
と
に
よ

っ
て
人
事
的
な
意
味

合

い
を
含

ま
せ
る
も

の
、

ま
た

掛
詞

や
序

詞

の
用
法

に
よ
り
そ

の
地
名

の
名
辞
的

な
お
も

し
ろ
さ
を
表
現

し
よ

う

と
し
た
も

の
な
ど

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
歌
枕

に
よ

っ
て
様

々
な
文
芸
的
世

界

へ
の
取
り
組

み
が

試

み
ら

れ

て
か
ら
、

約
百
年
後

の
十

一
世
紀

の
初

め
に
清

少
納
言

の

「
枕
草

子
」
が
出

現
す

る
。

こ
の
枕

草
子

の
中

に
、
「
山

は
」
、
「
市

は
」
、
「
淵

は
」
と

い

っ
た

い

わ
ゆ

る
地
名
類

聚
章
段
が
あ

る
。

こ
れ
ら

に
表
現

さ
れ
た

こ
と

は
、
歌
枕

と

の

関
連
を
抜
き

に
し

て
は
考
え

ら
れ
な

い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、

こ
の
類
聚

段

に
取

り
掲
げ

ら

れ

た
地

名

や
歌
枕

は
、
古
今

集

や
歌

学
書

で
あ

る

「
古
今

和
歌

六

帖
」
、

そ
し
て
万
葉
集

の
歌
な

ど

に
詠

ま
れ

た
も

の
を
列

挙
す

る

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
和
歌
文

学
を
基
盤

に
置
き

な
が
ら
、
単

な
る
歌
枕

や
地
名

の
羅
列

で

終

る
こ
と

は
な

い
。

そ

こ
に
は
清
少
納

言
独
自

の
文
学
的
才

能

の
躍
動

を
も
感

じ
さ

せ
、
大
変

興
味

深

い
も

の
が
あ

る
。

「
山

は
」

段

(
十

三
段
、

以
下
本
文
と
段
数

は
岩
波

文
庫
本
所
収

の
三
巻
本

に

拠

る
)

に
は
小
倉
山
、
鹿
背

山
、
三
笠
山
、

こ

の
く
れ
山
な
ど
十

八

の
山

々
を

掲
げ
、

そ

の
う
ち

の
四

つ
の
山

(
か
た
さ

り
山
、
朝
倉

山
、

お
ほ
ひ
れ
山
、

三

輪
山
)

に

つ
い
て
清
少
納
言

は
次

の
よ
う
な
感
想

を
付

加
し

て
い
る
。

か
た
さ
り
山

こ
そ
、

い
か
な
ら
ん
と
を

か
し
け
れ
。

朝
倉
山
、

よ
そ

に
見

る
ぞ

を
か
し
き
。

お

ほ
ひ
れ
山
も
を

か
し
。
臨
時

の
祭

の
舞
人

な
ど

の
お
も

ひ
出

で
ら
る
る

な

る
べ
し
。

こ
れ
ら
を
手
が

か
り

に
し
て
、
ど

う
し

て
清
少
納
言

は
こ

の
山

々
を
挙
げ

た

の
だ
ろ
う

か
を
考

え

て
み

た
い
。
最
初

の

「
か

た
さ

り
山
」

は
、
「
か
た
さ
る
」

(遠

慮
す

る
)

山
と

は
、

ど

ん
な
山

か
と
お
も

し
ろ

い
、
と

そ

の
山

の
名
称

へ

の
興
味

を
語
り
、
次

の
朝
倉

山

で
は

「昔

見
し
人
を
ば
我

は
よ
そ

に
見

し
朝
倉

山

の
雲
居

は

る
か

に
」
(
夫
木

和
歌
集
)

の
古
歌

の
連

想
が

な
さ

れ

て
い
る
。

ま

た
、

「
お

ほ
ひ
れ
山
」

と

い
う
名
称

か
ら

石
清
水

の
臨

時

の
祭

の
舞

人

の
姿

が
思

い
お
こ
さ
れ

る
と

い
う

の
で
あ

ろ
う
。

こ

の
よ
う

に
、
「
山

は
」

段

で
は
実

際

の
山

々
の
景
を

想

い
浮

か

べ
て
詠

ん

で
い
る

の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
列
挙
さ

れ
た
山

々
の
名
辞

に
よ

っ
て
連

想
さ
れ
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て
い
く
人
事
的
世
界

に
興
味

を
馳

せ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
淵

は
」

(十

七
段
)

で
は
、
次

の
よ
う
な
淵
を
掲
げ

て

い
る
。

淵

は

か
し

こ
淵

は
、

い
か
な

る
底

の
心
を
み

て
、

さ
る
名

を
付
け
け

ん
と
を
か
し
。
な

い
り
そ

の
淵
、

た
れ

に

い
か
な
る
人

の
を
し

へ
け
む
。

青
色

の
淵

こ
そ
を

か
し
け
れ
。
蔵
人
な
ど

の
具

に
し

つ
べ
く

て
。

か
く
れ

淵
。

い
な
淵
。

こ
こ
に
掲
げ

ら
れ

た
五

つ
の
淵
は
、

い
ず

れ
も

「
五
代
集
歌
枕
」

な
ど

の
歌

学
書

に
は
見

え
ず
、
淵

そ
の
も

の
の
恐

る
べ
き
所

と

い
う
性
格
を
表

示
し

て
、

「
か
し
こ
」
、

「
な
入
り
そ
」
、
「
青
色
」
、
「
隠
れ
」
、

「
い
な

(
否
)
」

と

い
う
擬
人

的
な
名
称

か
ら
連

想
さ
れ

る
文

学
的

世
界
が
描

か
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
名
類
聚
段

の
読

み
を
通

し
て
理
会

さ
れ

る
歌
枕

の
世

界
は
、

当
時

の
歌
枕

や
名
寄
類

に
も
重

出
し
、
平
安
朝

の
和

歌
文
学
が
基
盤

と
な

っ
た

こ
と

は
も

ち
ろ
ん
だ
が
、
清
少
納
言

の
創
り
出

し
た
歌
枕

の
名
辞
的

な
お
も
し

ろ
さ
を
ね

ら

っ
た
機

知
的
世
界

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

さ
ら

に
目
新

し

い
地
名

の

列
挙

は
、
独
創
的

歌
枕

の
創
造

で
あ

り
、

こ
う

し
た
革
新

的
な
試

み
は
、
こ
れ

よ
り
後

の
和
歌

文
学

に
少
な

か
ら
ず

影
響
を
与
え

た
に
違

い
な

か
ろ
う
。

そ
う

し

た
視
点

か
ら
、
枕

草
子

の
地
名

と
平
安
朝
和
歌
、
特

に
枕
草
子
成
立

以
後

の

勅
撰
集

で
あ

る
後

拾
遺
集

に
お
け
る
地
名
歌
と
ど

の
よ
う
な
係
わ

り
合

い
が

生

じ
た

の
か
を
考
察

し

て
見

る
こ
と
に
し
た

い
。

後
拾
遺

集
巻
十

八

「
雑

四
」

(
川
村
晃

生
校
注

「後

拾
遺
和

歌
集
」

和
泉

古

典
叢
書

5
に
拠

る
)

の
五
十

八
首

(
噌-上

8

04
～
09

1■亠

-
)

の
歌

を
、
そ

の
内
容

か
ら
分

類

す

る
と
、
松
十
、
深

山

二
、
名
所

二
十
三
、
物
詣

八
、

歌
集

六
、

そ

の
他

十
首

と
な

る
。

こ

の

「
雑
四
」
と

い
う
巻

全
体

は
、
悠
久

の
歴
史
を
主
題

に
し
た
詠

歌
が
多
数
見

ら
れ
、
変
化

の
様
相

を
叙

述
す

る
対
象

と
し

て
地
名
を
読

む
と

い

う
、

こ
の
こ
と
と
符

号
し

て
か
、
約
半

数

の
歌

に
地
名
が

詠
み
込
ま

れ
て

い
る
。

今

回

は
こ
の

「雑

四
」

巻

の
二
十

三
首

の
名
所
歌
群

を
中
心

に
、
ど

の
よ
う
な

視

点
か
ら
地
名

を
詠

ん

で
い

っ
た

の
か
を
考
察

し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
「
雑

四
」

の
中

程

に
位
置

す

る
名

所
歌
群

に
詠
出

さ
れ

て

い
る
地
名

と
作

者
を
順

に
掲

出
す
る
と
、
次

の
と
お
り

で
あ

る
。

ホ

　

勝
間

田
の
池

(範
永

)

・
須
磨

の
浦

(
経
衡
)

・
龍

門

の
滝
2

(定
頼
、

ネ

　

　

弁
乳
母
)

・
大
覚

寺

の
滝

(赤
染
衛

門
)

・
法
輪
寺

(
道
済
)

・
桂

の
宿

　

(輔

親
)

・
東

間
湯

(
重
之
)

・
住
吉

4

(
後

三
條

院
、
経
信
、
棟
仲
、
上

東
門

院

新
宰

相
)

・
住
吉

の
浦

2

(兼

経
、
頼

実
)

・
住
吉

の
江

(為

　

長
)

・
住
吉
神
社

2

(
増
基
法
師
、
赤

染
衛
門
)

・
富
緒

川

(
弁
乳
母
)

・

ヰ

長
柄
橋

3

(
公
任

、
赤
染
衛
門
、
伊
勢

大
輔
)

・
錦

の
浦

(
道
命
法
師
)

*
は
後
拾

遺
集
独
自

の
地
名

こ
れ
ら

の
地
名

を
、

先
行
勅
撰
集

の
古
今

集
や
拾
遺
集

の
名

所
歌
と
比
較
す

る
と
、
後

拾
遺
初
出

の
地
名
が

三
割
を

も
占

め

る
。
後
拾
遺

時
代

に
は
膨
大

な

　な
　
　

歌
枕

を
継
承

し
、
更

に
そ

の
う
え

に
新

た
な
歌
枕
を
創
出

す
る

に
至
り

こ
の
時

代

の
生
み
出

し
た

一
つ
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
感

じ
さ

せ
る
。

こ

の
よ
う
な
地
名
歌

の
増

大
は
、
後
拾
遺
歌

風

の
特
質

の

一
つ
に
掲
げ
ら
れ
、

そ
れ
は
雑
部

の
み
な

ら
ず

、
羇
旅
歌
や

四
季

、
恋
部

に
も
見

ら
れ
る
。
そ
う

し
た
現
象

は
、
歌
枕

と

い
う

一
つ
の
個
別
的

な
イ

メ
ー
ジ

に
よ
る
連

想
世
界
が
、
実
際

に
現
地

に
行

か

な
く
て
も
和
歌

に
よ

っ
て
感
受
す

る
こ
と
が

で
き

る
と

い
う
伝
統

的
な
用
法

か

ら
し
だ

い
に
変
化

し
て

い
く

の
で
あ

る
。

そ
れ
は
、
受
領
層

歌
人
や
女
房
達
、

そ
し
て
こ

の
歌
人
達

と
接

触
し
な
が
ら
活
躍

す
る
能
因
法
師

や
増

基
法
師
を
代

表

と
す
る
僧
侶
歌
人

の
出
現

に
よ

っ
て
、
伝
統

的
な
和
歌
世
界

で
の
歌
枕
が
、

想
像

上

の
も

の
で
は
な
く
な
り
、
文
学
的
世

界

で
定
着

し
た
こ
と
を
実
感

し
て

い
こ
う
と
す

る
姿
勢
が
出

て
来

る
こ
と

や
、

ま
た
更

に
新

た
な
歌
枕
を
創
出
す
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、

る
こ
と
に
も
な

る
。

こ
の
よ
う
な
現
象

は
、
平
安
和

歌
史
上
、
革
新

的
な
意
味

を
持

ち
王
朝

空
間

の
拡
大

に

つ
な
が

る
部
分

と
し

て
大

い
に
注

目
し
た

い
と

こ

ろ
で
も

あ
る
。

そ
れ
で
は
、
先
述

し
た
二
十
三
首

の
名
所
歌

の
う
ち
注

目
さ
れ
る
様
相

の
い

く

つ
か

に
つ
い
て
検
討

し
て
み
よ
う
。
冒
頭

か
ら
池
、
浦
、
滝

、
河
、
湯

の
水

歌
群
が

並

ん
で
い
る
。

ま
ず

、
そ

の
冒
頭
歌

は
、
受
領
層
歌
人

の
象

徴
的
な
存
在

と
し

て
、
ま

た
和

歌

六
人
党
筆
頭

の
当
代
歌

人

の
範
永
詠
、

関
白
前
大

ま
う

ち
ぎ

み

の
家

に
て
、

か

つ
ま

た
の
池

を
読

み
侍
り
け

る
に
、

と
り
も
ゐ

で
い
く
よ

へ
ぬ
ら

ん
か

つ
ま
た

の
池

に
は
い
ひ

の
跡
も
だ

に
な
し

で
あ

る
。

こ
の
歌

は
、
勝

間

田
の
池

の
変

貌
を
詠
じ

た
歌

で
あ
り
、
勝
間

田

の

池

の
地
名
を
詠

じ
た
例
は
、
万
葉
集
巻

十
六

の

「
勝
間

田

の
池
は
我
知

る
蓮

な

し
し

か
言

ふ
君
が
髭

な
き
如

し
」

と
あ
る

の
が
最
も
古

い
例

で
あ

る
。

ま
た
、

こ

の
勝
間

田

の
池

は
、
「
枕
草
子
」

の

「
池

は
」

(
三
十

六
段
)

の
冒
頭

に
掲
げ

ら
れ

る
。

こ

の
地
名

の
地

理
的
位
置

に

つ
い
て
は
諸

説
あ

り
、

「枕

草

子
」

の

地
名
章
段

の
記

載
順
序

に
ど

の
よ
う
な
基
準
が
存

す
る

の
か
は
不
明
だ
が

、
こ

の
勝
間

田

の
池

の
次

に
磐
余

の
池
が

掲
げ
ら
れ
、

こ
れ
が
大
和

に
位
置

す
る
と

こ
ろ
か
ら
、

同
じ
大
和

に
存
す

る
地
名
と
考
え

て
も
よ

い
か
も

し
れ
な

い
。

い

ず
れ

に
し
て
も
、
先
行
勅
撰
集

に
は
取
り
上
げ

ら
れ
な
か

っ
た
新

し

い
地
名

で

あ

り
、

こ

の
勝
間

田
と

い
う

地
名
が
取
り
上
げ

ら
れ
た
理
由

と
し
て
、
「
且
又
」

と

い
う
意

味
あ

い
を
込

め
た
名

称

へ
の
興
味

と

い
う
視
点

で
と
り
掲
げ

ら
れ

た

も

の
か
も
知
れ
な

い
。

ま
た
後

拾
遺
集

に
新

風
を
送
り
込

ん
だ
範
永

歌
と

い
う

点

で
も
注
意
を
引
く
。

続

い
て
、

こ
れ
も
和

歌
六
人
党
歌
人

の

一
人
、
経
衡

の
、

須
磨

の
浦
を
読

み
侍

け
る

立
ち
昇

る
藻
塩

の
煙
た
え

せ
ね
ば
空

に
も
し

る
き
須
磨

の
浦

か
な

と

い
う
詠
歌

で
あ

る
。

こ
の
歌

は
、
古
今

集
、
雑
下
、
在

原
行
平
詠

の

「
わ
く

ら
ば

に
問

ふ
人
あ

ら
ば
須
磨

の
浦

に
藻

塩
た
れ

つ
つ
わ
ぶ
と
答
え

よ
」

の
よ
う

に
、
以
来
、
須
磨

と
藻
塩

の
煙

は
切

っ
て
も
切
れ

な

い
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

し

か
し
、
本
歌

は
立
ち
上

る
藻
塩

の
煙

の
空
を
眺

め
た
だ
け

で
須
磨

の
浦

の
所

在
が
わ

か
る
と

い

っ
た
理
詰

め

の
詠

み

口
と
な

っ
て

い
る
。

次

は
、

四
首

の
滝
歌
群
が
配

さ
れ
る
。
ま
ず
、
瀧

門

の
滝
を
詠

じ
た
次

の
二

首

(定
頼
、
弁

乳
母
)
を
掲
げ

る
。

瀧
門

の
滝

に
て

く

る
人

も
な
き

お
く
山

の
滝

の
糸

は
水

の
わ
く

に
ぞ
ま

か
せ
た
り
け
る

や
よ
ひ

の
月
、
り

う
門

に
ま
ゐ
り

て
滝

の
も
と

に
て
、

か

の
国

の
守
義
忠

が
桃

の
花

の
侍

り
け
る
を

い
か
が

み
る
と

い
ひ
侍
り
け

れ
ば
読

め
る

も

の
い
は
ば
と

ふ
べ
き

も

の
を
桃

の
花

い
く
よ
か

へ
た
る
滝

の
白

糸

瀧
門

の
滝
詠

は
、
既

に
古
今
集

の
伊
勢
歌

「
裁
ち
縫

は
ぬ
き
ぬ
着
し
人
も
な

き

も

の
を
な

に
山
姫

の
布

さ
ら
す

ら

ん
」

(雑
上

・
螂
)

に
詠

ま
れ

て
お

り
、

落

下
す

る
滝
を
布

に
見

立

て
、
そ

の
上

に
更

に
瀧
門
山

の
伝

説
を
踏
ま
え

た
神

秘
的

な
詠
歌

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
て
後

拾
遺
集

の
瀧
門
滝

の
歌

は
、
掛
詞

や

縁

語
を
用

い
て
そ

の
悠

久

の
歴
史

を
詠

じ

て
い
る
。

こ
れ

に
続

く
滝

は
、
赤
染
衛
門

の
大
覚

寺

の
滝
詠
、

あ

せ
に
け

る
今

だ

に
か
か
り
滝

つ
瀬

の
は
や
く
そ
人

は
見

る
べ
か
り
け

る

で
あ

る
。

大
覚
寺

の
滝

は
、

公
任

に
拠

っ
て
、

「滝

の
糸

は
絶
え

て
久
し
く

な

り

ぬ
れ
ど
名

こ
そ
流

れ
て
な

ほ
聞
え
け

れ
」
(
拾
遺

・
雑

上
)
と
詠

じ
ら

れ
、

既

に
こ
の
時

点

で
滝

の
流
れ

は
絶

え

て
い
た
こ
と
が
解

か

る
が
、

こ

の
赤

染
衛

門
歌

で
は
、

細

々
な
が
ら
も
滝
が

流
れ

て
い
た
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。

滝
歌
群

の
後

は
、
次

の
源
道
済

歌
、
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法
輪

に
ま
ゐ

り
て
よ
み
侍

り
け

る

年

ご
と

に
せ
く

と
は
す
れ
ど
大
堰
川
む

か
し

の
な

こ
そ

な
ほ
な
が
れ
け
れ

で
、

詞
書

の

「
法
輪
」

と
は
、
渡
月
橋

の
南

に
位
置
す

る
法
輪
寺

の
こ
と

で
、

こ

の
寺
が

古
典
文
学

に
掲
げ

ら
れ

る
こ
と
は
稀

だ
が
、
枕
草

子

「寺

は
」
段

に

は
こ

の
法
輪
寺
を
取

り
掲
げ

て

い
る
。

こ

の
法
輪
寺
が
和
歌

に
詠

ま
れ
た

の
は
、

勅
撰
集

で
は
後
拾
遺
集
が
最

初

で
あ
り
、
本

歌
以
外

に
も
法

円
法

師

の

「
法
輪

に
、
道
命

法
師

の
侍

り
け
る
と
ぶ
ら

ひ
ま
か
り
渡

る

に
、
呼

子
鳥

の
な
き
侍
り

け

れ
ば

よ

め
る

我

ひ
と
り
き
く
物
な

ら
ば

呼
子
鳥

ふ
た
声

ま

で
は
な

か
せ
ざ

ら

ま
し
」

(春

下

・
撤
)
も
あ

る
。

こ

の
歌
な
ど

か
ら
、
道
命

法
師

が
法

輪
寺

　な
　
　

を

一
時

の
住

い
と

し
て

い
た
こ
と
も
推
測

さ
れ

る
よ
う

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
法
輪

と

い
う
新

た
な

地
名

を
織

り
込

み
な
が

ら
、
由
緒
あ

る

大
堰

川
を
讃
美

し
て
お
り
、
紅
葉

の
名
所

と

い
う
観
点

で
詠

じ
た
伝
統
的

な
手

法

(
「
色

々
の
木

の
葉
流

る

る
大
堰
川

し
も

は
桂

の
紅
葉

と
や
見

む
」
(
拾
遺

・

忠
岑

)
と

は
異
な

っ
た
詠

風
を
感
じ

さ
せ
る
。

続

い
て
、
長
文

の
詞
書

を
有
す

る
輔
親

の
、

さ
き

の
日

に
桂

の
宿

を
見
し
ゆ

ゑ
は
け
ふ
月

の
輪

に
く

べ
き
な
り
け
り

と

い
う
歌

が

並

ん

で

い

る
。

こ

の
歌

は
、
詞
書

記

述

か
ら
、
「
か

つ
ら
」

と

「
月

の
輪
」

は
、
「
月

の
桂
」

と

い
う
有
名

な
中
国

の
伝
説

を
踏
ま
え
、

そ
の
名

辞

的
興
味

か
ら
詠

出
さ

れ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

経
信

は
、
『
難
後
拾

遺
』

の
中

で
、
本
歌

に
対

し
て
、
輔

親
自
身

の
弁

を
引

用

し
、
後
拾
遺

集

の
詞
書
記
述

の

不
十
分
さ
を
非
難

し
て

い
る
。

次

の
歌

は
、
信
濃

の
名
湯

「
東
間

(筑
摩

)

の
湯
」

の
賑

い
を
次

の
よ
う
に

読

ん

で
い
る
。

修
理
大
夫
惟

正
、

信
濃

守

に
侍

り
け
る
時
、
伴

に
ま
か
り
下
り

て
、

つ
か

ま

の
湯
を
見
侍

り

て
、

い
つ

る
湯

の
わ
く

に
か
か
れ
る
白
糸

は
く

る
人

た
え
ぬ
も

の
に
ぞ
あ

り
け
る

　　
ヨ
　

こ
の
東
間

の
湯

は
、
古
く

は

「
日
本
書

記
」
に
見

い
出

さ
れ
る
が
、
以
後

の
和

歌

に
は
検
索

さ
れ
ず
、
後
拾
遺
期

の
新

た
な
歌
枕

の
創

出

で
あ

る
と
考

え
た

い
。

ま

た
、
本
歌

の
詠

者
重
之

は
、
陸

奥
と
深

い
関

わ
り
を
持

っ
た

こ
と

か
ら
多

く

の
地
方
詠
を
生

み
出
し
、
後
拾
遺

時
代

の
歌
枕
創
出
者

と
し

て
の
役
割

を
荷

っ

た
歌
人

で
も

あ

っ
た
。
そ

し
て
、

こ

の
重
之
を
先
駆
者

と
し

て
、
後
拾
遺
集

の

代
表
的
歌
人

の
能

因
法
師

や
相
模

ら

に
引
き
継
が

れ
て

い

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

名
所

歌

の
後
半

部

は
、

「
す

み
の
え
」
、
「
す

み
よ
し
」

の
地

名
を
詠

ん
だ

住

吉
神
社

参
詣
歌

群
九
首

が
配
列

さ
れ

て

い
る
。
「
す

み

の
え

(
墨
江
)
」

と
「
す

み

よ
し

(
住
吉
)
」

は
古
来

か
ら
多
く

の
歌

に
詠

ま

れ

て
お

り
、

両
者

の
区

別

　な
　
　

等

に

つ
い
て
は
諸
説
が
あ

る
が

、
こ

の
名
所
歌

で
は
、
住
吉

の
松

二
、
住
吉

の

岸

二
、
住
吉

の
神
、
住
吉

の
浦

、
墨
江
、
墨
江

の
神

一
首
が
詠

じ
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら

は
そ

の
関
連
す

る

「浪
」
、
「
松
」
、
「
忘

れ
草

」

の
景
物

と
共

に
読

ま
れ

る
伝
統
的
用

法

に
拠

る
歌
が
多

い
。
そ

の
よ
う

な
中

に
、
次

の
経
信

の
後

三
條

院
住
吉
御
幸

の
折

の
詠
歌
、

お
き

つ
風

ふ
き

に
け
ら

し
な
住
吉

の
松

の
し
づ

え
を
あ
ら

ふ
白
波

は
、
素
性
法

師

の

「
住

の
江

の
松
を
秋
風
吹
く

か
ら

に
声
う

ち
そ
ふ
る
沖

つ
白

波
」

(古
今

、
賀
)
を

典
拠

と
す

る
も

の
だ
ろ

う
が
、
聴
覚
的

な
効
果

を

ね
ら

っ
た
古
今
歌

に
対
し

て
、
当

歌
は
視
覚

に
転

じ
て
お
り
、

そ

の
清
新

な
叙

景
歌

は
注

目
さ
れ
よ
う
。

こ

の
住
吉

参
詣
歌
群

に
続

い
て
、
弁
乳
母
詠

の

天

王
寺

に
ま
ゐ

り
て
か
め
ゐ

に
て
よ
み
侍

け
る

よ
う
つ

よ
を
す

め
る
亀
井

の
水

は
さ

は
富

の
小
川

の
な
が

れ
な
る
ら

ん

は
、
詞
書

と
歌

に
詠

ま
れ
た
地
名

(
四
天

王
寺

、
亀

井
、
富
緒

川
)

の

一
つ
の

連
想

を
歌

に
し

た
た
め
た
も

の
で
、
背
後

に
聖
徳
太
子

の
天

王
寺
創

建

の
故
実
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が
含

ま
れ
て

い
よ
う
。
新
奇

な
発

想

の

一
首

で
あ

る
。

古
今
歌

に
も
多
数
読

ま
れ
て

い
る

「
長
柄

の
橋
」

詠
が

三
首

(
公
任

、
赤

染

衛
門

、
伊

勢
大
輔
)

続

い
て

い
る
。

こ

の
長
柄

の
橋

は
、
「
古

い
も

の
」
、
「
壊

れ

た
も

の
」

の
喩
え

に
用

い
ら
れ
、
赤
染
衛
門

の
、

わ
れ
ば

か
り
長
柄

の
橋

は
朽

ち

に
け
り
難
波

の
こ
と
も
古

る
る
悲

し
さ

は
、
私

と
同
じ
よ
う

に
長
柄
橋

は
朽
ち

て
し
ま

っ
た
と
、
比
喩

を
逆

点
し

た
と

こ
ろ
が

お
も
し
ろ

い
趣
向

で
あ
る
。

名
所

歌

の
最
終
歌

は
、

錦

の
浦
と

い
ふ
と

こ
ろ

に
て

名

に
た
か
き
錦

の
浦

を
き

て
見
れ
ば

か
つ

か
ぬ
あ
ま

は
す

く
な
か
り
け
り

は
道

命
法
師

の
歌

で
、

「錦

の
浦
」

と

い
う

地
名

は
こ

の
例

の
他

は
見
当

た
ら

ず
、
新

た
な
歌
枕

の
出
現

と
見

て
良

い
と
思

わ
れ
、

こ
の

「錦

の
浦
」
と

い
う

地
名

に
感

興
を
持

ち
、
「
来

て
」
「
着

て
」
、
「
被

く
」
「
潜

く
」

の
掛

詞

を
用

い

た
手

法
は
、
新
鮮

な
印
象

を
与
え

て
い
る
。

以
上

の
よ
う

に
、
大
変

雑
駁

で
あ

る
が
、
後

拾
遺
集

「
雑

四
」

の
名
所
歌
を

中

心

に
、
そ

の
地
名
が

ど

の
よ
う
な
意

図
で
、
ま
た
ど

の
よ
う
な
視
点

か
ら
詠

出
さ
れ
た

か
を
考
察

し
て
み

た
。
後
拾
遺
歌

風

の

一
特
質

と
し

て
掲
げ
ら
れ

る

地
名

歌

の
増
大

と
い
う
現
象

は
、
単

に
政
治

的
な
問
題

の
み
な
ら
ず
、
大
き

な

文
学
的
問
題
を
有

し
て

い
る
も

の
と
思

わ
れ
る
。

地
名
歌

の
増
大

や
新

た
な
歌
枕

の
創

出

に
よ

っ
て
後
拾
遺
集

の
和
歌
的
空
間

は
大

い
に
拡
大

さ
れ
た
。
そ
れ

は
受
領
層

歌
人

の
出
現

や
能

因
法
師
ら

に
よ

っ

て
、
地
方
と
都

の
交

通
が
盛

ん
に
な
り
、
地
方

の
風
物

な
土
地

に
対
す

る
関

心

も
高
ま

っ
て
来

る
こ
と
は
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
後

拾
遺
集

の
名
所

歌

は
単
な

る
関
心

に
留

ら
ず
、

そ
こ
に
詠
ま
れ

て
い
る
伝
統

的
な
比
喩

や
修
辞

法
を

こ
え

て
、
新

た

に
創
造

さ
れ

た
歌
枕

か
ら
連
想

さ
れ
る
名
辞
的

な
お
も
し

う
さ
を
伝
え

る
多

く

の
歌
が
具
現
す

る
こ
と

に
も

な

っ
た
。

こ

の
よ
う
な
趣
向

は
、
歌

の
斬
新

さ
に
も

つ
な
が

っ
て

い
る
と
思
わ

れ
る
。
古

来
、
地
名
歌
が
有

し

て
い
た
伝
統
的

な
そ

の
土
地
固
有

の
イ

メ
ー
ジ

と
余
情

を
表
現
す

る
役
割

の

み

で
は
な
く
、
本
来

、
和
歌

の
こ
と
ば

か
ら
連
想

さ
れ
た

一
つ
の
機
知
的

な
雰

囲
気
を
伝
え

る
手

段
と
し

て
、

そ

の
効

果
を
持

っ
て
く
る

の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う

な
詠

風
が
、

こ
こ
で
取

り
掲
げ

た

「
雑

四
」
巻

の
歌

々
に
あ

ら
わ

れ

て
い
る
と
思

わ
れ

る
。

つ
ま
り
、
後

拾
遺
集

の

「
雑

四
」

巻

は
、
「
枕
草

子
」

の
類
聚
段

の
名
辞

的
な
連
想

に
よ
る
歌
枕

の
創
造

の
部

分
と
文
学
的
共
通

性
を

認

め
る
こ
と
が
出

来
、
ま

た
こ

の
よ
う
な
点
が
、
誹
諧

歌
と
言
う
機
知
的
世

界

の
創
造
と

い
う
、

和
歌
界

に
お
け
る
革

新
的
な
世
界

を
生
み
出
す

一
つ
の
要
因

と
な

っ
た

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

藤
原
俊
成

は

『
古
来
風
体
抄
』

の
中

で
、
後
拾
遺
集

の
歌
風

に

つ
い
て

「
ひ

と
え

に
を

か
し
き
風
体
」

と
評

し
て
お
り
、

「
を
か

し
き
」

部
分

と

は
、
前

述

し

て
き

た
よ
う
な
名
辞
的
興
味

に
よ

る
文
学
的
連

想

に
よ

る
も

の
と
い
う
捉
え

方
も
可
能

な

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
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