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致
平
親
王
と
和
歌

―
―
摂
関
期
親
王
の
和
歌
活
動
へ
の
一
視
点
と
し
て
―
―

桜
　
井
　
宏
　
徳

は
じ
め
に

　

村
上
天
皇
の
第
三
皇
子
致
平
親
王
（
九
五
一
―
一
〇
四
一
）
は
、
上
野
太

守
・
上
総
太
守
・
兵
部
卿
を
歴
任
し
た
の
ち
、
円
融
朝
の
天
元
四
年
（
九
八

一
）
に
出
家
し
て
園
城
寺
に
入
り
、
後
朱
雀
朝
の
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）
に

九
十
一
歳
の
高
齢
で
薨
去
す
る
ま
で
、
同
寺
に
住
む
こ
と
六
十
年
に
及
ん

（
（
（

だ
。

こ
の
致
平
は
、『
新
古
今
集
』『
続
古
今
集
』（
た
だ
し
、
後
述
の
よ
う
に
同
母

弟
の
昭
平
親
王
と
誤
ら
れ
て
い
る
）『
続
後
拾
遺
集
』
に
各
一
首
ず
つ
が
入
集

し
て
い
る
勅
撰
歌
人
で
は
あ
る
が
、
歌
人
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
無
名
に
等
し
く
、

そ
の
詠
歌
も
こ
れ
ら
の
三
首
以
外
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
村
上

朝
か
ら
円
融
朝
に
か
け
て
活
躍
し
た
歌
人
た
ち
の
家
集
や
、
致
平
の
存
命
中
に

編
ま
れ
た
唯
一
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
拾
遺
集
』
の
詞
書
に
は
、
致
平
の
名
が
し

ば
し
ば
見
出
さ
れ
、
致
平
が
多
く
の
歌
人
た
ち
と
交
流
を
持
ち
、
自
邸
で
も
歌

会
を
催
す
な
ど
、
和
歌
活
動
に
積
極
的
に
参
与
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

平
安
期
の
親
王
の
文
学
活
動
を
め
ぐ
っ
て
、
漢
文
学
の
分
野
で
は
、
す
で
に

後
藤
昭
雄
氏
に
よ
っ
て
、
九
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て
の
親
王
た
ち
と
漢

詩
文
と
の
関
わ
り
が
網
羅
的
に
概
観
さ
れ
て
い

（
（
（

る
。
平
安
漢
文
学
史
上
に
お
い

て
親
王
と
い
う
存
在
が
注
目
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
後
藤
氏
は
「
彼
ら
は
詩

の
実
作
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
社
会
的
地
位
か
ら
、
よ
り
重
い
比
重
を

も
っ
て
詩
宴
の
主
宰
者
、
つ
ま
り
詩
作
の
場
の
提
供
者
で
あ
る
と
い
う
二
重
の

側
面
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
、
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
和
歌
に
つ
い
て
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
九
世
紀
の
良
房
か
ら
一
一
世
紀

の
頼
通
に
至
る
摂
関
期
を
ひ
と
ま
ず
の
範
囲
と
し
て
見
た
場
合
、
家
集
が
現
存

し
て
い
る
親
王
は
わ
ず
か
に
元
良
親
王
と
具
平
親
王
の
二
人
に
過
ぎ
な
い
が
、

か
つ
て
は
惟
喬
親
王
と
盛
明
親
王
の
家
集
も
伝
存
し
て
い
た
こ
と
が
、
前
者
は

泉
州
本
及
び
日
大
為
相
本
『
伊
勢
物
語
』
の
勘
物
、
後
者
は
『
花
鳥
余
情
』
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
て
お

（
（
（

り
、
ま
た
、
家
集
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
歌
集
や
歌
合
な
ど
に
親
王
の
名
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
も
和
歌
の
実
作
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
皇
親
と
し
て
の
尊
貴
さ

と
社
会
的
地
位
の
重
さ
ゆ
え
に
、
歌
合
や
歌
会
と
い
っ
た
歌
作
の
場
の
主
宰

者
・
提
供
者
と
し
て
、
歌
人
た
ち
の
活
動
を
支
え
る
立
場
に
も
あ
っ
た
当
該
期

の
親
王
の
歌
壇
に
お
け
る
存
在
と
役
割
に
は
、
け
っ
し
て
軽
か
ら
ぬ
も
の
が

あ
っ
た
も
の
と
思
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
摂
関
期
に
お
け
る
親
王
と
和
歌
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と
の
関
わ
り
の
具
体
相
を
解
明
す
る
た
め
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
致
平
親
王

の
事
例
を
取
り
上
げ
、
多
角
的
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
。

一　

致
平
親
王
の
歌
三
首
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
以
下
の
致
平
親
王
の
歌
三
首
に
つ
い
て

考
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

　

①
『
新
古
今
和
歌

（
（
（

集
』

を
む
な
の
ほ
か
へ
ま
か
る
を
き
き
て　
　
　
　

兵
部
卿
致
平
親
王

お
も
ひ
や
る
心
も
そ
ら
に
し
ら
雲
の
い
で
た
つ
か
た
を
し
ら
せ
や
は
せ
ぬ

�
（
巻
十
五
・
恋
五
・
一
四
一
四
）

　

②
『
続
古
今
和
歌
集
』

選
子
内
親
王
賀
茂
の
い
つ
き
お
り
給
ひ
て
の
ち
、
た
い
め
ん
あ
り
け

る
つ
い
で
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
道
兵
部
卿
昭
平
親
王

今
日
ぞ
お
も
ふ
き
み
に
あ
は
で
や
や
み
な
ま
し
や
そ
ぢ
あ
ま
り
の
よ
は
ひ

な
ら
ず
は�

（
巻
十
九
・
雑
下
・
一
八
一
三
）

　

③
『
続
後
拾
遺
和
歌
集
』

う
ゑ
お
き
て
侍
り
け
る
松
の
年
久
し
く
な
り
け
る
を
み
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
部
卿
致
平
親
王

色
か
へ
ぬ
千
年
の
友
と
思
ひ
し
に
松
も
か
ひ
な
く
老
い
に
け
る
か
な

�

（
巻
十
五
・
雑
上
・
九
六
九
）

　

右
の
三
首
は
い
ず
れ
も
日
常
詠
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
最
も
早
い
時
期
の
も

の
と
思
わ
れ
る
①
は
、
若
き
日
の
致
平
の
恋
の
一
齣
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

他
出
も
な
く
、
詠
作
時
期
や
相
手
の
「
を
む
な
」
の
素
姓
は
不
明
と
い
う
よ
り

ほ
か
な
い
が
、
詞
書
の
「
ほ
か
へ
ま
か
る
を
」
や
歌
の
「
い
で
た
つ
か
た
」
か

ら
推
せ
ば
、
あ
る
い
は
「
を
む
な
」
は
受
領
と
な
っ
た
父
か
夫
に
伴
わ
れ
て
、

地
方
に
下
向
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
な
お
、『
大
弐
高
遠
集
』
に
は
、
こ
の

歌
と
第
一
・
二
句
を
同
じ
く
す
る
、

行
宮
見
月
傷
心
色

お
も
ひ
や
る
こ
ゝ
ろ
も
そ
ら
に
な
り
に
け
り
ひ
と
り
あ
り
あ
け
の
月
を
な

が
め
て�

（
二
五
七
）

と
い
う
歌
が
存
す
る
。
高
遠
歌
は
『
長
恨
歌
』
の
句
題
に
よ
る
十
首
の
う
ち
の

一
首
で
、
致
平
歌
と
の
先
後
関
係
も
定
か
で
は
な
い
が
、
高
遠
は
致
平
よ
り
二

歳
年
長
の
同
時
代
の
歌
人
で
あ
り
、
ま
た
、「
お
も
ひ
や
る
心
も
そ
ら
に
」
の

歌
句
を
共
有
す
る
歌
も
平
安
期
に
は
他
に
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
一
方
が
い

ま
一
方
の
表
現
を
摂
取
し
て
い
る
可
能
性
も
充
分
に
考
え
ら
れ
よ

（
5
（

う
。

　

続
く
②
は
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
大
斎
院
選
子
（
致
平
の
異
母
妹
）

の
退
下
に
際
し
て
の
歌
で
あ
る
。『
続
古
今
集
』
は
こ
の
歌
を
致
平
の
同
母
弟

昭
平
の
詠
と
し
て
い
る
が
、
昭
平
に
兵
部
卿
の
官
歴
は
な
く
、
し
か
も
選
子
退

下
の
十
八
年
前
の
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
に
す
で
に
薨
じ
て
い
る
の
で
、
こ

れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
昭
平
も
兄
の
致
平
と
同
様
に
出
家
し
て
園
城
寺

に
入
り
、
そ
の
後
大
雲
寺
に
移
っ
て
い
る
た
め
、
似
た
経
歴
を
持
つ
致
平
と
混

同
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
歌
は
早
く
『
栄
花
物
語
』
に
も
、

斎
院
お
り
ゐ
さ
せ
給
て
、
御
せ
う
と
の
入
道
兵
部
卿
の
宮
に
対
面
せ
さ
せ

給
て
、
き
こ
え
さ
せ
給
け
る
、

け
ふ
ぞ
思
ふ
君
に
あ
は
で
や
ゝ
み
な
ま
し
や
そ
ぢ
あ
ま
り
の
と
し
な

か
り
せ
ば�

（
巻
三
十
一
「
殿
上
の
花

（
6
（

見
」）
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と
し
て
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
文
脈
か
ら
見
る
限
り
、
選
子
が
致
平
に
贈
っ
た

歌
で
あ
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
歌
中
の
「
や
そ
ぢ
あ
ま
り
」
は

詠
者
自
身
の
年
齢
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
こ
の
歌
は
当
時
八
十
一
歳

（
選
子
は
六
十
八
歳
）
で
あ
っ
た
致
平
の
詠
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
（
7
（

う
。
前
述
の
よ
う
に
致
平
を
昭
平
と
誤
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
点
に
関

し
て
は
『
続
古
今
集
』
の
理
解
が
妥
当
で
あ
り
、
本
稿
も
当
該
歌
を
致
平
の
詠

と
認
定
し
た
い
。
こ
の
歌
は
『
栄
花
物
語
』
と
『
続
古
今
集
』
以
外
に
は
見
出

せ
ず
、『
続
古
今
集
』
と
『
栄
花
物
語
』
と
の
共
有
歌
が
一
五
首
と
比
較
的
多

い
こ
と
か
ら

（
8
（

も
、『
続
古
今
集
』
が
『
栄
花
物
語
』
に
拠
っ
て
い
る
蓋
然
性
は

高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方
で
『
栄
花
物
語
』
の
現
存
諸
本
に
は
本
文
異

同
の
な
い
第
五
句
「
と
し
な
か
り
せ
ば
」
を
『
続
古
今
集
』
が
「
よ
は
ひ
な
ら

ず
は
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
詠
者
が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
理
解
が

双
方
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、『
続
古
今
集
』
が
『
栄
花

物
語
』
と
は
別
の
資
料
に
拠
っ
た
可
能
性
も
排
除
し
が
た
い
。

　

最
後
の
③
は
、
①
と
同
じ
く
詠
作
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
老
境
に
入
っ
て
か

ら
の
嘆
老
の
歌
と
思
わ
れ
る
。『
続
後
拾
遺
集
』
に
先
立
っ
て
『
万
代
集
』
に

も
採
ら
れ
て
い
る
が
（
巻
十
五
・
雑
二
・
三
〇
八
五
）、
詞
書
・
歌
と
も
に
同

一
で
あ
り
、『
続
後
拾
遺
集
』
は
『
万
代
集
』
に
拠
っ
て
い
る
も
の
と
見
て
よ

い
で
あ
ろ

（
（
（

う
。

　

以
上
、
三
首
の
致
平
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
の
三

首
に
共
通
す
る
点
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
の
歌
書
類
に

は
見
え
な
い
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
致
平
が
生
き
た
一
〇
・
一
一
世
紀
か
ら
二
百

年
余
も
時
を
隔
て
た
一
三
世
紀
の
勅
撰
集
・
私
撰
集
に
相
次
い
で
撰
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
②
の
み
は
『
栄
花
物
語
』
に
見
え
て
い
る
と
は
い
え
、
こ

れ
と
て
も
既
述
の
ご
と
く
『
栄
花
物
語
』
で
は
選
子
の
歌
で
あ
り
、
こ
の
歌
が

致
平
の
詠
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
低
い
で
あ
ろ
う
。

　

鎌
倉
期
に
入
っ
て
致
平
歌
が
に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
背
景
に
は
、

政
教
性
が
色
濃
く
、
延
喜
・
天
暦
期
に
強
い
憧
憬
と
敬
仰
の
念
が
抱
か
れ
て
い

た
後
鳥
羽
院
歌
壇
・
後
嵯
峨
院
歌
壇
に
お
い
て
、
致
平
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
村

上
天
皇
の
皇
子
と
し
て
い
わ
ば
発
掘
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う

（
（（
（

が
、

そ
れ
に
し
て
も
、
致
平
歌
が
ど
の
よ
う
に
し
て
二
百
年
余
も
の
間
、
散
逸
を
免

れ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
①
③
の
致
平
歌
と
、
六
条
藤
家
と
の
関
わ
り
で

あ
る
。『
新
古
今
集
』
の
撰
者
名
注
記
に
よ
れ
ば
、
①
の
歌
を
撰
入
し
た
の
は

藤
原
有
家
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
有
家
の
姉
妹
と
藤
原
兼
宗
と
の
間
に
生

ま
れ
、
六
条
家
系
の
歌
人
と
目
さ
れ
て
い
た
忠
定

（
（（
（

の
、

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
参
議
忠
定

た
か
さ
ご
の
ま
つ
も
か
ひ
な
し
た
れ
を
か
も
あ
は
れ
な
げ
き
の
し
る
人
に

せ
む�

（『
万
代
集
』
巻
十
五
・
雑
二
・
三
〇
八
四
）

は
、
③
の
致
平
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
安
田
徳
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い

（
（（
（

る
。
む
ろ
ん
、
致
平
歌
の
本
歌
で
も
あ
る
、

誰
を
か
も
し
る
人
に
せ
む
高
砂
の
松
も
昔
の
友
な
ら
な
く
に

�

（『
古
今
集
』
巻
十
七
・
雑
上
・
九
〇
九　

藤
原
興
風
）

を
は
じ
め
と
し
て
類
歌
は
少
な
く
な
く
、
忠
定
歌
が
致
平
歌
の
み
に
依
拠
し
て

い
る
と
は
断
じ
が
た
い
が
、「
ま
つ
も
か
ひ
な
く
（
し
）」
と
い
う
句
を
持
つ
歌

は
、『
新
編
国
歌
大
観
』『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
よ
っ
て
検
し
て
も
、
そ
の
ほ
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と
ん
ど
が
「
松
」「
待
つ
」
の
掛
詞
に
よ
る
恋
歌
で
あ
っ
て
、
嘆
老
の
歌
は
致

平
歌
と
忠
定
歌
以
外
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
致
平
歌
が
忠
定
歌

の
本
歌
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

乏
少
な
資
料
か
ら
の
推
論
で
は
あ
る
が
、
右
の
こ
と
か
ら
、
有
家
の
手
許
に

は
、
家
集
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
致
平
の
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
歌
稿

が
存
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
し
、
ま
た
、
致
平
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ー

な
歌
人
の
歌
を
忠
定
が
本
歌
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
致
平
の
歌
稿
が
鎌
倉
初
期

に
六
条
藤
家
の
周
辺
で
享
受
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

　

現
存
す
る
の
は
わ
ず
か
三
首
の
み
に
過
ぎ
な
い
が
、
青
年
期
の
①
か
ら
晩
年

の
②
③
に
ま
で
及
ぶ
致
平
の
作
歌
活
動
は
、
か
な
り
の
長
期
に
わ
た
っ
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る
上
に
、
①
や
③
の
詞
書
が
ご
く
私
的
で
主
観
的
な
、
つ
ま
り
は

私
家
集
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
叔
父
の
盛

明
や
異
母
弟
の
具
平
ら
、
致
平
の
近
親
の
親
王
た
ち
の
家
集
が
他
撰
な
が
ら
編

ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
こ
う
し
た
想
定
を
補
強
す
る
で
あ
ろ
う
。『
惟
喬

親
王
集
』
や
『
盛
明
親
王
集
』
も
、
あ
ま
た
の
散
逸
私
家
集
の
存
在
を
伝
え
る

『
夫
木
抄
』
に
さ
え
記
載
の
な
い
家
集
で
は
あ
る
が
、
そ
の
伝
存
を
証
し
立
て

て
い
た
の
は
、
や
は
り
鎌
倉
・
室
町
期
の
資
料
で
あ
っ
た
。
現
在
知
ら
れ
て
い

る
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
平
安
期
の
親
王
た
ち
の
歌
が
、
中
世
に
は
な
お
伝

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
致
平
の
歌
稿
も
含
ま
れ
て
い
た
と
見
る

こ
と
は
、
け
っ
し
て
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　

そ
れ
で
は
、
致
平
の
和
歌
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う

に
し
て
育
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
致
平
の
生
い
立
ち
と
そ

の
環
境
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
。

二　

村
上
朝
の
後
宮
か
ら
の
始
発

　

致
平
と
和
歌
、
そ
し
て
歌
人
た
ち
と
の
関
わ
り
の
端
緒
を
考
え
る
上
で
逸
し

が
た
い
の
が
、
母
の
更
衣
正
妃
（
左
大
臣
藤
原
在
衡
女
・
按
察
御
息
所
）
と
、

同
母
姉
の
保
子
内
親
王
の
存
在
で
あ
る
。
と
も
に
歌
人
と
し
て
は
特
筆
す
べ
き

事
績
の
な
い
人
物
で
は
あ
る
が
、
以
下
に
述
べ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
致
平
の
和
歌

へ
の
関
心
は
、
こ
の
母
と
姉
と
を
介
し
て
培
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

正
妃
は
村
上
天
皇
と
の
間
に
二
男
一
女
（
致
平
・
昭
平
・
保
子
）
を
儲
け
て

お
り
、
こ
れ
は
中
宮
安
子
の
三
男
四
女
に
次
ぐ
。
左
大
臣
に
ま
で
昇
っ
た
父
を

持
ち
な
が
ら
更
衣
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
在
衡
の
大
臣
昇
任
に
先
立
っ
て
没

し
た
た
め
で
あ
る
。
正
妃
に
つ
い
て
は
、
内
田
千
代
子
・
高
橋
由
記
両
氏
の
論

稿
に
詳
し
い

（
（（
（

が
、『
栄
花
物
語
』
に
は
美
貌
な
が
ら
古
風
に
過
ぎ
て
村
上
天
皇

を
辟
易
さ
せ
た
と
い
う
逸
話
も
あ
り
（
巻
一
「
月
の
宴
」）、
ま
た
、『
拾
遺
集
』

に
よ
れ
ば
天
皇
の
勘
気
を
蒙
っ
て
長
く
里
下
が
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
時

期
も
あ
っ
た
よ
う
で
（
巻
十
九
・
雑
恋
・
一
二
五
九
・
一
二
六
〇
）、
天
皇
と

の
細
や
か
な
贈
答
歌
も
伝
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
（『
村
上
御
集
』
九
九
・

一
〇
〇
・
一
〇
一
）、
総
じ
て
評
価
は
芳
し
く
な
く
、
帝
寵
も
厚
か
っ
た
と
は

い
い
が
た
い
。

　

そ
う
し
た
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
の
内
裏
歌
合
に

お
い
て
、
右
の
方
人
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
増
田
繁
夫
氏
が

指
摘
す
る
よ
う

（
（（
（

に
、
更
衣
の
持
つ
「
多
分
に
女
官
的
な
性
格
」
を
示
す
も
の
で
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あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
や
や
消
極
的
な
が
ら
、
正
妃
の
和
歌
へ
の
愛
好
・
造

詣
が
一
定
の
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。
事
実
、
正
妃
の
も

と
に
は
、
す
で
に
致
平
の
幼
少
期
か
ら
、
清
原
元
輔
・
藤
原
元
真
ら
の
歌
人
が

出
入
り
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
元
輔
は
早
く
も
致
平
の
真
魚
始
に
際
し
て
、

兵
部
卿
親
王
の
い
を
た
う
べ
は
べ
り
し
に

あ
ま
舟
に
つ
り
せ
し
人
も
け
ふ
よ
り
ぞ
ち
と
せ
を
ま
つ
の
え
に
わ
た
る
ら

ん��

（『
元
輔
集
』
Ⅰ
二

（
（（
（

七
）

と
詠
じ
て
お
り
、
ま
た
元
真
は
幼
い
致
平
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
っ
て
、

三
宮
に
こ
ち
ま
き
た
て
ま
つ
る
と
て

五
月
待
ほ
ど
に
さ
わ
み
〔
づ
〕
ま
さ
り
つ
ゝ
よ
ど
の
ま
こ
も
ゝ
お
い
に
け

る
か
な�

（『
元
真
集
』
一
七
八
）

の
歌
と
と
も
に
粽
を
献
じ
て
い
る
。

　

右
の
二
人
の
う
ち
、
元
輔
は
致
平
の
母
方
の
縁
戚
で
、
最
も
深
く
交
わ
っ
た

歌
人
で
も
あ
る
。
正
妃
の
母
に
つ
い
て
の
記
載
は
史
料
に
見
出
せ
な
い
が
、

『
尊
卑
分
脈
』
に
は
正
妃
の
兄
弟
で
あ
る
国
光
の
母
を
「
清
原
高
峯
（「
高
奈
」

と
す
る
本
も
あ
る
）
女
」
と
す
る
記
述
が
あ
り
、
こ
の
「
高
峯
（
高
奈
）」
は
、

『
菅
家
文
草
』
に
見
え
る
「
縫
殿
助
清
原
高
岑
」（
巻
七
「
左
相
撲
司
標
所
記
」）

と
同
一
人
物
で
あ
ろ

（
（（
（

う
。
元
輔
と
高
岑
と
の
系
譜
関
係
は
未
詳
な
が
ら
、
後
藤

祥
子
氏
が
『
元
輔
集
注
釈
』
に
お
い
て
推
測
し
て
い
る
よ
う

（
（（
（

に
、
元
輔
が
在
衡

の
庇
護
を
受
け
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
正
妃
や
そ
の
所
生
の
致
平
・
保
子
に
も
親

昵
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
も
、
正
妃
の
母
は
国
光
と
同
じ
く
清
原
高
岑
女

で
あ
っ
た
と
見
て
誤
る
ま
い
。
致
平
と
元
輔
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
第
四
節
で

後
述
す
る
が
、『
元
輔
集
』
に
は
在
衡
・
正
妃
・
保
子
に
関
わ
る
歌
も
多
く
収

め
ら
れ
て
い
る
（『
元
輔
集
』
Ⅰ
三
一
・
三
五
・
二
六
七
・
二
六
八
・
二
七
〇
）。

　

一
方
の
元
真
に
つ
い
て
は
、
在
衡
・
正
妃
ら
と
ど
の
よ
う
な
縁
が
あ
っ
て
致

平
に
粽
を
献
じ
る
に
至
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
正
妃
が
安
子
に

子
の
日
の
若
菜
を
奉
っ
た
折
に
は
、
そ
れ
に
添
え
る
歌
二
首
も
詠
ん
で
お
り

（『
元
真
集
』
一
八
三
・
一
八
四
）、
や
は
り
早
く
か
ら
正
妃
・
致
平
母
子
に
親

近
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

正
妃
が
安
子
に
若
菜
を
献
じ
た
と
い
う
右
の
『
元
真
集
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か

ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
安
子
に
よ
っ
て
宰
領
さ
れ
る
村
上
朝
の
後
宮
の
様
子
を

語
る
、お

ほ
か
た
の
御
心
は
い
と
ひ
ろ
く
、
人
の
御
た
め
な
ど
に
も
お
も
ひ
や
り

お
は
し
ま
し
、
あ
た
り
〳
〵
に
あ
る
べ
き
ほ
ど
〳
〵
す
ぐ
さ
せ
給
は
ず
御

か
へ
り
み
あ
り
。
か
た
へ
の
女
御
た
ち
の
御
た
め
も
、
か
つ
は
な
さ
け
あ

り
、
御
み
や
び
を
か
は
さ
せ
た
ま
ふ
に
、�

（「
右
大
臣
師

（
（（
（

輔
」）

と
い
う
『
大
鏡
』
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
子
を
賛
美
す
る
文
脈
の
一
節
で

は
あ
る
も
の
の
、
傍
線
部
は
安
子
と
他
の
キ
サ
キ
た
ち
と
の
間
に
雅
や
か
な
交

際
が
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
、
前
述
の
『
元
真
集
』
に
見
え
る
正
妃
か
ら

安
子
へ
の
若
菜
の
献
上
も
ま
た
、
そ
う
し
た
雅
交
の
一
端
を
伝
え
る
も
の
と
し

て
理
解
し
う
る
。

　

こ
の
よ
う
な
村
上
朝
の
後
宮
の
雰
囲
気
は
、
キ
サ
キ
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
所
生
の
皇
女
た
ち
を
も
含
め
た
活
発
な
交
際
を
生
ん
だ
よ
う
で
あ
り
、
和

歌
の
贈
答
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。『
斎
宮
女
御
集
』
は
、
致
平
の
母
正

妃
・
姉
保
子
と
、
斎
宮
女
御
徽
子
女
王
及
び
そ
の
一
人
娘
の
規
子
内
親
王
と
の

深
い
親
交
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
第
三
皇
女
の
保
子
と
第
四
皇
女
の
規
子
と
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が
、
異
母
姉
妹
な
が
ら
同
い
年
で
親
し
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
ら
し
く
、
保

子
と
規
子
と
の
贈
答
（『
斎
宮
女
御
集
』
Ⅰ
七
六
・
七
七
）
は
、
西
本
願
寺

本
・
歌
仙
歌
集
本
で
は
集
の
冒
頭
を
飾
っ
て
お
り
、
ま
た
、
正
妃
の
喪
が
明
け

た
折
に
は
、
徽
子
か
ら
保
子
へ
、
そ
の
心
境
を
思
い
や
る
歌
（『
斎
宮
女
御
集
』

Ⅰ
一
四
四
）
が
贈
ら
れ
て
も
い
る
。

　

こ
う
し
た
母
同
士
・
姉
同
士
の
親
交
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
後

年
の
致
平
の
出
家
に
際
し
て
、

兵
部
卿
宮
入
道
し
給
へ
り
し
に
、
い
せ
よ
り

か
ゝ
ら
で
も
く
も
ゐ
の
ほ
ど
を
な
げ
き
し
に
み
え
ぬ
山
ぢ
を
思
や
る
か
な

女
三
宮
の
御
さ
う
し
か
ゝ
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
給
け
る
に
、
あ
し
で
な

が
う
た
な
ど
か
ゝ
せ
給
て
、
お
な
じ
心

み
な
人
の
そ
む
き
は
て
ぬ
る
よ
の
中
に
ふ
る
の
や
し
ろ
の
身
を
い
か
に
せ

む�

（『
斎
宮
女
御
集
』
Ⅰ
一
三
六
・
一
三
七
）

の
ご
と
く
、
徽
子
が
遠
く
伊
勢
か
ら
歌
を
贈
る
こ
と
に
も
な
っ
た
も
の
と
思
量

さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
出
家
し
た
致
平
当
人
の
み
な
ら
ず
、
保
子
に
も
歌
が

贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
よ
う
。『
斎
宮
女
御
集
』
に
は
、
保
子

の
ほ
か
に
も
、
資
子
・
盛
子
・
選
子
ら
、
多
く
の
村
上
天
皇
の
皇
女
た
ち
と
徽

子
・
規
子
母
娘
と
の
親
交
が
記
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

村
上
天
皇
の
皇
子
は
わ
ず
か
に
致
平
が
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。『
斎
宮
女
御

集
』
の
主
眼
は
、
あ
く
ま
で
も
保
子
の
側
に
置
か
れ
て
お
り
、
徽
子
が
出
家
し

た
致
平
に
歌
を
贈
っ
た
の
も
、
わ
が
娘
規
子
と
親
し
い
保
子
の
同
母
兄
で
あ
る

と
い
う
親
近
感
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

見
て
き
た
よ
う
に
、
致
平
は
村
上
朝
の
後
宮
の
文
化
的
な
雰
囲
気
の
中
で
、

母
の
も
と
に
出
入
り
す
る
元
真
・
元
輔
ら
の
歌
人
た
ち
や
、
歌
の
贈
答
を
通
じ

て
他
の
キ
サ
キ
た
ち
・
皇
女
た
ち
と
「
御
み
や
び
」
を
交
わ
す
母
や
姉
の
姿
に

日
常
的
に
接
し
な
が
ら
幼
少
期
を
過
ご
し
、
ま
た
母
方
の
縁
戚
に
当
た
る
元
輔

の
影
響
も
あ
っ
て
、
和
歌
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
っ
た
も
の
と
思
し
い
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
挙
げ
た
『
元
輔
集
』『
元
真
集
』『
斎
宮
女
御
集
』
の
例
は
い
ず
れ

も
、
致
平
と
和
歌
及
び
歌
人
た
ち
と
の
初
期
の
接
点
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て

も
、
致
平
の
積
極
的
な
和
歌
活
動
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
続
い
て
は
、

致
平
自
身
に
よ
る
能
動
的
な
歌
人
た
ち
の
交
流
、
そ
し
て
和
歌
活
動
へ
の
関
与

に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

三　

致
平
親
王
を
め
ぐ
る
文
化
圏
と
歌
語
り

　

致
平
に
よ
る
和
歌
活
動
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
を
直
截
に
伝
え
て
い
る
資
料

は
、
以
下
に
取
り
上
げ
る
『
安
法
法
師
集
』
と
『
相
如
集
』
と
で
あ
る
が
、
両

者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
致
平
の
邸
が
詠
歌
の
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
漢
詩
文
と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

兵
部
卿
宮
に
て
、
雨
中
花
と
い
ふ
心
を

そ
ほ
つ
と
も
花
の
し
た
に
を
や
ど
は
せ
ん
に
ほ
ふ
雫
に
こ
ゝ
ろ
そ
む
べ
く

�

（『
安
法
法
師
集
』
八
三
）

　

右
の
詞
書
の
「
兵
部
卿
宮
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
断
定
は
避
け
つ
つ
も
致
平
で

は
な
い
か
と
考
証
す
る
北
村
杏
子
氏
及
び
犬
養
廉
・
後
藤
祥
子
・
平
野
由
紀
子

三
氏
の

（
（（
（

説
と
、
醍
醐
天
皇
の
第
十
三
皇
子
章
明
親
王
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い

と
す
る
小
野
美
智
子
氏
の

（
（（
（

説
と
が
対
立
し
て
お
り
、
ま
ず
は
こ
の
点
に
つ
い
て

の
私
見
を
示
し
て
お
き
た
い
。
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小
野
氏
は
、「
雨
中
花
」
と
い
う
漢
詩
文
に
由
来
す
る
題
を
、
河
原
院
文
化

圏
に
お
け
る
漢
詩
文
受
容
の
問
題
と
関
連
づ
け
、
河
原
院
関
係
者
と
の
縁
の
深

さ
や
漢
詩
文
へ
の
志
向
な
ど
を
根
拠
と
し
て
章
明
説
を
提
起
し
て
い
る
が
、
こ

う
し
た
諸
条
件
に
は
章
明
の
み
な
ら
ず
、
致
平
も
適
合
し
て
い
る
。「
兵
部
卿

宮
に
て
」
と
い
う
詞
書
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
河
原
院
で
は
な

く
「
兵
部
卿
宮
」
邸
で
の
歌
会
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
安
法
と
元
輔
と

の
親
交
は
『
安
法
法
師
集
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
七
七
・
八
二
）、
安

法
が
元
輔
を
介
し
て
致
平
の
知
遇
を
得
、
そ
の
邸
で
の
歌
会
に
列
す
る
こ
と
も

充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
漢
詩
文
を
愛
好
し
て
い
た
事
実
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
致
平
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
章
明
の
兵
部
卿
在
任

期
間
は
三
年
（
九
六
一
―
九
六
四
）
に
過
ぎ
ず
、
兵
部
卿
か
ら
転
じ
た
弾
正
尹

の
在
任
期
間
の
方
が
二
十
六
年
（
九
六
四
―
九
九
〇
）
と
は
る
か
に
長
い
。

『
安
法
法
師
集
』
の
成
立
時
期
と
目
さ
れ
る
永
延
年
間
（
九
八
七
―
九
八
九
）

も
こ
の
二
十
六
年
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
人
物
が
章
明
で
あ
る
こ
と

を
明
示
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
兵
部
卿
宮
」
で
は
な
く
「
弾
正
宮
」
と
記

す
の
が
ご
く
自
然
で
は
な
か
っ
た
か
。
一
方
の
致
平
は
、
十
年
（
九
七
一
―
九

八
一
）
に
わ
た
っ
て
兵
部
卿
の
座
に
あ
り
、
結
果
的
に
こ
れ
が
極
官
と
な
っ
た

た
め
、
出
家
後
も
「
入
道
兵
部
卿
の
宮
」（『
枕
草
子
』「
成
信
の
中
将
は
」
の

段
・『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
一
「
殿
上
の
花
見
」）
と
称
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　

叙
上
の
諸
点
か
ら
も
、
こ
の
「
兵
部
卿
宮
」
は
や
は
り
致
平
で
あ
る
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
致
平
が
自
邸
で
歌
会
を
催
し
た
こ
と
、

そ
の
題
が
漢
詩
文
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
が
、

次
に
掲
げ
る
『
相
如
集
』
も
ま
た
、
致
平
邸
で
の
文
芸
の
催
し
と
、
致
平
と
漢

詩
文
と
の
関
わ
り
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

兵
部
卿
宮
御
前
に
、
人
〳
〵
お
ほ
か
る
に
、
も
て
い
で
ゝ
は
じ
め
よ

り
の
こ
と
を
か
た
り
き
こ
え
わ
づ
ら
ふ
、
い
と
く
ち
ご
は
か
り
け
り

と
て

に
く
げ
な
る
あ
さ
が
ほ
よ
り
は
か
ゞ
み
ぐ
さ
こ
ゝ
ろ
を
み
る
に
お
も
ひ

か
ゝ
り
ぬ�

（
三
九
）

八
月
に
、
兵
部
卿
宮
・
九
の
宮
、
人
〳
〵
あ
ま
た
し
て
ふ
み
つ
く
る
、

草
む
ら
に
な
く
む
し
こ
ゑ
た
か
け
れ
ど
、
な
く
か
り
よ
り
は
（
を
と

る
イ
）
と
い
ふ
題
を
、
こ
ゑ
は
い
と
き
ゝ
に
く
し
、
人
〳
〵
わ
ら
ひ

て
、
例
の
人

く
さ
む
ら
に
な
く
む
し
よ
り
は
た
か
け
れ
ど
よ
く
も
き
こ
え
ぬ
か
り
の
ひ

と
こ
ゑ�

（
四
三
）

　

右
は
、
相
如
と
、
致
平
の
姉
保
子
の
女
房
と
の
一
連
の
長
大
な
贈
答
歌
群

（
二
七
―
五
〇
）
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
は
木
船
重
昭
氏
が
「
一
種
の
猿
楽
言
」

と
評
す
る
よ
う

（
（（
（

に
、
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
相
如
と
女
房
と
が
、
致
平
の
前
で
自

分
た
ち
の
関
係
を
戯
画
化
し
、
座
興
と
し
て
贈
答
歌
の
形
で
披
露
し
て
み
せ
た

も
の
で
、
こ
こ
で
は
詞
書
に
「
兵
部
卿
宮
」
す
な
わ
ち
致
平
の
名
が
現
れ
る
二

首
の
み
を
掲
出
し
た
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
相
如
と
と
も
に
保
子
の
女
房
も
致
平
の
前
に
伺

候
し
、
歌
の
応
酬
を
披
露
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
出
家
以
前
の
致
平
の
邸
宅

が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
保
子
・
致

平
・
昭
平
（「
九
の
宮
」）
の
同
母
姉
弟
は
同
居
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
登
場
す
る
保
子
の
女
房
に
つ
い
て
、
福
井
迪
子
・
北
村
杏
子
両
氏
は
、
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一
条
摂
政
伊
尹
と
、
中
務
の
娘
井
殿
と
の
間
に
生
ま
れ
た
大
納
言
の
君
で
は
な

い
か
と
し
て
い

（
（（
（

る
。
福
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
女
房
が
『
相
如
集
』

に
お
い
て
「
女
三
宮
に
お
か
し
と
い
は
る
ゝ
人
」（
二
七
）
と
称
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
ま
た
、
当
該
の
贈
答
歌
群
の
直
後
に
「
大
納
言
の
君
」（
五
二
）
の
名

が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
て
、
そ
の
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
高
い
と

い
え
よ
う
。
相
如
は
大
納
言
の
君
と
の
交
際
を
契
機
と
し
て
、「
保
子
内
親
王

を
通
じ
て
致
平
・
昭
平
両
親
王
と
も
し
た
し
い
ま
じ
わ
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
北
村
氏
の
推
定
も
首
肯
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
四
三
番
歌
の
詞
書
に
「
兵
部
卿
宮
・
九
の
宮
、
人
〳
〵
あ
ま
た
し
て

ふ
み
つ
く
る
」
と
あ
る
の
は
、
後
藤
昭
雄
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

（
（（
（

に
、
致
平
が
昭

平
と
と
も
に
自
邸
で
詩
会
を
催
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
後

藤
氏
は
、『
平
安
朝
佚
名
詩
序
集
抜
萃
』
所
収
の
「
緑
竹
経
寒
苦
」
を
句
題
と

す
る
藤
原
篤
茂
の
詩
序
に
見
え
る
「
第
三
皇
子
」
な
る
人
物
が
致
平
で
あ
る
こ

と
を
考
証
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
、
致
平
が
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
漢

詩
を
も
愛
好
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　

見
て
き
た
よ
う
な
『
安
法
法
師
集
』『
相
如
集
』
の
詞
書
や
篤
茂
の
詩
序
か

ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
の
は
、
致
平
の
邸
で
し
ば
し
ば
歌
会
や
詩
会
が
行

わ
れ
、
そ
こ
に
一
つ
の
文
芸
の
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

そ
う
し
た
文
芸
の
場
と
し
て
の
致
平
の
邸
に
つ
い
て
は
、
夙
に
福
井
迪
子
・
北

村
杏
子
両
氏
が
「
雅
交
の
心
お
き
な
い

（
（（
（

場
」「
当
時
の
文
人
歌
人
達
の
よ
り
つ

ど
う
と
こ

（
（（
（

ろ
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
的
に
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、
近
年
高
橋

由
記
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
「
文
化
圏
」
と
い
う
術
語
が
想
起
さ
れ
も

す
（
（（
（

る
。
も
っ
と
も
、
致
平
を
中
心
と
す
る
文
化
圏
に
集
う
歌
人
た
ち
は
、
元
輔

を
除
け
ば
、
元
真
・
安
法
・
相
如
と
い
っ
た
、
同
時
代
評
価
の
さ
ほ
ど
高
く
な

い
、
い
わ
ば
二
流
の
人
び
と
ば
か
り
で
あ
っ

（
（（
（

て
、
こ
の
こ
と
は
、
致
平
と
歌
人

た
ち
と
の
交
流
が
、
あ
く
ま
で
も
正
妃
・
保
子
や
元
輔
ら
の
近
親
者
を
媒
介
と

す
る
、
ご
く
小
規
模
で
身
内
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
お
の
ず
か

ら
証
し
立
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
出
家
後
の
致
平
は
、
文
化
圏
を
形
成
す
る
よ
う
な
歌
壇
的
な
交
わ
り

か
ら
は
距
離
を
置
い
た
よ
う
で
あ
り
、
和
歌
を
通
じ
た
交
流
と
し
て
は
、
前
掲

の
選
子
へ
の
贈
歌
の
ほ
か
に
は
、
と
も
に
左
大
臣
源
雅
信
女
を
妻
と
し
て
い
た

縁
で
親
交
が
厚
く
、
致
平
の
一
男
源
成
信
の
養
父
で
も
あ
っ
た
藤
原
道
長
が
園

城
寺
に
致
平
を
訪
ね
た
際
の
、

兵
部
卿
親
王
致
平
世
を
の
が
れ
て
園
城
寺
に
す
み
侍
り
け
る
に
、
た

づ
ね
ま
か
り
て
侍
り
け
れ
ば
、
花
の
い
と
さ
か
り
な
り
け
る
を
見
て

�

法
成
寺
入
道
前
摂
政
太
政
大
臣

き
み
が
り
と
や
ま
ぢ
を
わ
け
て
く
る
わ
れ
を
は
な
を
た
づ
ぬ
と
ひ
と
や
見

る
ら
む�

（『
万
代
集
』
巻
十
四
・
雑
一
・
二
七
七
七
）

の
一
首
が
わ
ず
か
に
知
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

　

こ
の
文
化
圏
の
一
員
で
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
な
が
ら
、
致
平
と
深
く
交

わ
っ
た
貴
顕
の
歌
人
と
し
て
そ
の
名
を
逸
し
が
た
い
の
が
、
藤
原
義
孝
で
あ
る
。

致
平
と
義
孝
は
、
一
人
の
女
性
を
め
ぐ
っ
て
恋
の
さ
や
当
て
を
演
じ
た
こ
と
も

あ
り
、

お
な
じ
少
将
か
よ
ひ
侍
り
け
る
所
に
、
兵
部
卿
致
平
の
み
こ
ま
か
り

て
、
少
将
の
き
み
お
は
し
た
り
と
い
は
せ
侍
り
け
る
を
、
の
ち
に
き

き
侍
り
て
、
か
の
み
こ
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
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あ
や
し
く
も
わ
が
ぬ
れ
ぎ
ぬ
を
き
た
る
か
な
み
か
さ
の
山
を
人
に
か
ら
れ

て�

（『
拾
遺
集
』
巻
十
八
・
雑
賀
・
一
一
九
一
）

と
い
う
致
平
を
恨
む
義
孝
の
歌
は
、「
衛
門
内
侍
の
も
と
に
、
こ
の
少
将
と
な

の
り
て
、
宮
の
お
は
し
た
り
と
き
ゝ
て
、
い
ひ
や
る
」（
Ⅱ
一
八
）
の
詞
書
で

『
義
孝
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い

（
（（
（

る
。

　

友
人
の
名
を
騙
っ
て
そ
の
恋
人
の
も
と
を
訪
れ
る
と
い
う
、
い
か
に
も
色
好

み
の
皇
子
ら
し
い
致
平
の
振
る
舞
い
を
伝
え
る
『
拾
遺
集
』『
義
孝
集
』
の
詞

書
は
、
匂
宮
が
薫
の
声
色
を
真
似
て
浮
舟
の
寝
所
に
忍
び
入
る
『
源
氏
物
語
』

「
浮
舟
」
巻
の
一
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
義
孝
歌
は
、
そ
う
し
た
多
分
に

物
語
的
な
逸
話
を
伴
っ
て
享
受
さ
れ
、
一
つ
の
歌
語
り
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し

て
い
た
よ
う
で
あ
り
、『
枕
草
子
』「
細
殿
に
便
な
き
人
な
ん
」
の
段
に
お
け
る

中
宮
定
子
と
清
少
納
言
と
の
短
連
歌
に
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い

（
（（
（

る
。
若
き
日
の
致

平
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
色
好
み
の
皇
子
と
し
て
の
一
面
を
伝
え
る
歌
語

り
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
文
芸
と
風
雅
の
場
の
主
宰
者
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
と
い
え
よ
う
し
、
致
平
が
同
時
代
の
人
び
と
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

を
抱
か
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
一
助
と
も
な
ろ
う
。

　

な
お
付
言
し
て
お
け
ば
、
致
平
は
義
孝
の
異
母
姉
で
冷
泉
天
皇
女
御
の
懐
子

が
師
貞
親
王
（
の
ち
の
花
山
天
皇
）
を
出
産
し
た
折
に
は
、
そ
の
七
夜
の
産
養

に
、

贈
皇
后
宮
の
御
う
ぶ
や
の
七
夜
に
、
兵
部
卿
致
平
の
み
こ
の
き
じ
の

か
た
を
つ
く
り
て
、
た
れ
と
も
な
く
て
う
た
を
つ
け
て
侍
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
原
元
輔

あ
さ
ま
だ
き
き
り
ふ
の
を
か
に
た
つ
き
じ
は
千
世
の
日
つ
ぎ
の
始
な
り
け

り�

（『
拾
遺
集
』
巻
五
・
賀
・
二
六
六
）

の
歌
を
贈
ら
せ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
同
じ
く
義
孝
の
異
母
姉
で
あ
る
大
納

言
の
君
が
致
平
の
姉
保
子
に
仕
え
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
叙
上
の
よ
う
な
義
孝

と
の
交
友
や
懐
子
へ
の
賀
歌
、
さ
ら
に
は
致
平
の
子
成
信
と
義
孝
の
子
行
成
と

が
深
い
親
交
を
結
び
、
の
ち
に
行
成
が
し
ば
し
ば
園
城
寺
に
致
平
・
成
信
父
子

を
訪
ね
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
致
平
と
伊
尹
の
子

女
た
ち
と
の
縁
に
は
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

四　
『
元
輔
集
』
の
致
平
親
王
関
連
歌
を
め
ぐ
っ
て

　

本
節
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
致
平
に
最
も
深
く
親
昵
し
た
歌
人
で
あ
る
元
輔

が
致
平
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、『
元
輔
集
』
の
致
平
関
連

歌
を
対
象
と
し
て
考
察
を
加
え
て
ゆ
く
。
屛
風
歌
集
で
あ
る
前
田
家
本
（
第
二

類
本
）
を
除
く
『
元
輔
集
』
の
第
一
類
の
諸
本
は
、
晩
年
の
元
輔
の
自
撰
に
よ

る
雑
詠
集
を
基
幹
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
致
平
関
連
歌
か
ら
は
、

元
輔
に
と
っ
て
致
平
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
致
平
の
和
歌
活
動
そ
の
も
の
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
周

辺
的
な
こ
と
が
ら
と
し
て
、
元
輔
と
い
う
最
も
親
し
い
一
歌
人
の
目
に
映
じ
た

致
平
の
像
を
析
出
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
る
。『
元
輔
集
』
に
は

諸
本
に
よ
っ
て
歌
に
出
入
り
が
あ
り
、
致
平
関
連
歌
を
最
も
多
く
収
め
る
歌
仙

歌
集
本
（
第
一
類
第
二
種
）・
冷
泉
家
本
（
第
一
類
第
四
種
）
で
は
五
首
を
数

え
る
が
、
こ
こ
で
は
冷
泉
家
本
（『
新
編
私
家
集
大
成
』
元
輔
Ⅰ
）
に
拠
る
。

　
『
元
輔
集
』
所
収
の
致
平
関
連
歌
の
う
ち
、
年
代
的
に
最
も
早
い
も
の
は
、

す
で
に
第
一
節
で
も
引
用
し
た
左
の
一
首
で
あ
る
。
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兵
部
卿
親
王
の
い
を
た
う
べ
は
べ
り
し
に

あ
ま
舟
に
つ
り
せ
し
人
も
け
ふ
よ
り
ぞ
ち
と
せ
を
ま
つ
の
え
に
わ
た
る
ら

ん�

（
Ⅰ
二
七
）

　

右
は
型
ど
お
り
の
真
魚
始
の
賀
歌
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
清
原
氏
の
血
を
引

く
皇
子
の
誕
生
を
寿
ぎ
、
そ
の
将
来
に
期
待
を
寄
せ
る
元
輔
の
祈
り
が
込
め
ら

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
致
平
が
皇
位
継
承
と
は

無
縁
の
ま
ま
、
三
十
一
歳
の
壮
年
で
出
家
を
遂
げ
た
こ
と
は
、
元
輔
に
と
っ
て

は
慨
嘆
す
る
に
余
り
あ
る
痛
恨
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
嘆
き
を
分

か
ち
合
っ
た
の
は
、
孫
の
大
納
言
の
君
を
致
平
の
姉
保
子
に
出
仕
さ
せ
、
み
ず

か
ら
も
保
子
と
贈
答
歌
（『
中
務
集
』
Ⅰ
一
四
五
・
一
四
六
）
を
交
わ
す
間
柄

で
あ
っ
た
中
務
で
あ
る
。『
元
輔
集
』
は
致
平
出
家
に
際
し
て
の
中
務
と
元
輔

と
の
贈
答
歌
を
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
と
ど
め
て
い
る
。

兵
部
卿
の
宮
、
入
道
し
は
べ
り
し
と
き
、
中
つ
か
さ
が
よ
み
て
は
べ

り
し

く
る
ゝ
ま
も
こ
ひ
し
か
り
け
る
月
か
げ
を
い
る
ゝ
山
べ
の
つ
ら
く
も
あ
る

か
な�

（
Ⅰ
一
三
六
）

な
か
つ
か
さ
が
よ
み
て
は
べ
り
し
返
本
に
本

月
か
げ
を
い
る
ゝ
山
べ
は
つ
ら
か
ら
で
お
も
ひ
た
て
け
む
よ
を
ぞ
う
ら
む

る�

（
Ⅰ
一
三

（
（（
（

七
）

　

贈
答
歌
の
場
合
に
は
原
則
と
し
て
元
輔
の
歌
の
み
を
採
っ
て
い
る
『
元
輔

集
』
が
、
こ
こ
で
中
務
の
贈
歌
を
も
載
せ
て
い
る
の
は
、
む
ろ
ん
中
務
が
著
名

な
歌
人
で
あ
る
こ
と
へ
の
配
慮
も
あ
ろ
う
が
、
致
平
の
出
家
が
元
輔
に
と
っ
て

の
重
大
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
て
の
、
異
例
の
措
置
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

よ
（
（（
（

う
。
こ
の
贈
答
歌
に
続
く
次
の
一
首
は
、
致
平
出
家
の
報
を
受
け
て
保
子
を

訪
ね
た
元
輔
が
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。

女
三
宮
の
も
と
に
ま
か
り
て
、
よ
み
は
べ
り
し

よ
を
す
て
ゝ
山
へ
い
る
月
い
ら
ま
し
や
む
か
し
の
そ
ら
の
く
も
ら
ざ
り
せ

ば�

（
Ⅰ
一
三
八
）

　

元
輔
は
右
の
ご
と
く
詠
み
か
け
て
保
子
を
慰
め
つ
つ
、
悲
嘆
を
分
か
ち
合
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
前
出
の
『
元
輔
集
注
釈
』
に
お
い
て
後
藤
祥
子
氏
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
致
平
を
「
月
」
に
、
致
平
が
入
山
し
た
園
城
寺
を

「
山
（
べ
）」
に
そ
れ
ぞ
れ
擬
え
て
、
そ
の
出
家
を
嘆
く
こ
の
歌
の
表
現
は
、
直

前
の
贈
答
歌
と
も
通
い
合
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
看
過
し
が
た
い
の
は
、
後
藤

氏
も
着
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
若
く
し
て
出
家
遁
世
し
た
致
平
が
、『
伊
勢
物

語
』
の
惟
喬
親
王
章
段
に
お
け
る
、

あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
か
く
る
る
か
山
の
端
に
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら

な
む�

（
八
十
二
段
）

の
歌
と
、
そ
れ
に
続
く
惟
喬
の
出
家
と
小
野
へ
の
隠
棲
（
八
十
三
段
）
と
を
踏

ま
え
て
、
惟
喬
と
同
じ
く
、
藤
原
摂
関
家
が
皇
位
の
行
方
を
左
右
す
る
世
で
な

か
っ
た
な
ら
ば
天
皇
に
も
な
れ
た
か
も
し
れ
な
い
、
悲
運
の
皇
子
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
元
輔
歌
の
「
む
か
し
の
そ
ら
の
く
も
ら
ざ
り

せ
ば
」
と
は
、
後
藤
氏
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、「
村
上
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ

て
権
勢
家
の
ほ
し
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
」
の
意

を
暗
示
す
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
大
井
田
晴
彦
氏
は
、『
伊
勢
物
語
』
の

惟
喬
を
め
ぐ
る
月
の
比
喩
を
、「
皇
統
か
ら
疎
外
さ
れ
た
惟
喬
を
自
分
た
ち
の

仕
え
る
べ
き
正
統
の
皇
嗣
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
」
願
望
の
あ
ら
わ
れ
と
見
て
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い
る

（
（（
（

が
、
そ
う
し
た
惟
喬
章
段
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
て
い
る
『
元
輔
集
』
の
致

平
に
関
わ
る
月
の
比
喩
も
、
同
様
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

も
と
よ
り
、
藤
原
北
家
傍
流
出
身
の
更
衣
を
母
と
す
る
致
平
に
、
現
実
に
皇

位
継
承
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
は
お
よ
そ
考
え
が
た
く
、
あ
く
ま
で
も
こ
と
ば

の
世
界
の
中
で
の
こ
と
に
と
ど
ま
る
が
、「
お
も
ひ
た
て
け
む
よ
を
ぞ
う
ら
む

る
」「
む
か
し
の
そ
ら
の
く
も
ら
ざ
り
せ
ば
」
と
い
っ
た
悲
憤
慷
慨
調
の
詠
み

ぶ
り
は
、
清
原
氏
の
血
を
引
く
天
皇
の
誕
生
を
は
か
な
く
も
夢
想
し
て
い
た
元

輔
の
無
念
を
滲
ま
せ
て
お
り
、
そ
こ
に
致
平
に
託
さ
れ
た
元
輔
の
氏
族
意
識
を

読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
致
平
が
な
ぜ
出
家
し
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
致
平
の
真
意
は
ど
う
で
あ
れ
、
元
輔
が
致
平
の
出
家
の
理

由
を
皇
位
継
承
の
挫
折
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
重
く
見
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
『
元
輔
集
』
は
、
致
平
が
出
家
後
に
土
佐
に
下
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
元
輔
の
桂
山
荘
で
保
子
と
別
れ
を
惜
し
ん
だ
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に

伝
え
て
い
る
。

入
道
の
兵
部
卿
の
宮
、
と
さ
へ
く
だ
り
は
べ
り
し
日
、
か
つ
ら
と
い

ふ
と
こ
ろ
に
て
、
も
の
が
た
り
な
ど
し
て
、
入
道
の
宮
く
だ
り
は
べ

り
、
女
三
宮
の
ま
か
り
か
へ
り
は
べ
り
し
に
、
よ
み
は
べ
り
し

か
つ
み
て
も
ま
ど
は
れ
け
る
は
ゆ
き
か
へ
り
い
も
せ
の
山
の
お
ち
こ
ち
の

み
ち�

（
Ⅰ
一
五
三
）

　

平
安
期
の
親
王
が
こ
れ
ほ
ど
遠
方
に
ま
で
下
る
の
は
き
わ
め
て
異
例
で
あ
り
、

致
平
の
土
佐
下
向
を
伝
え
て
い
る
の
も
『
元
輔
集
』
の
み
で
あ
る
が
、
皇
位
継

承
の
望
み
を
絶
た
れ
た
致
平
が
出
家
を
遂
げ
、
次
い
で
土
佐
に
下
っ
た
と
い
う

『
元
輔
集
』
の
展
開
は
、
出
家
後
に
小
野
に
隠
棲
し
た
前
出
の
『
伊
勢
物
語
』

の
惟
喬
の
場
合
と
同
様
に
、
お
の
ず
か
ら
一
つ
の
貴
種
流
離
譚
を
形
成
す
る
も

の
と
い
え
よ
う
。『
元
輔
集
』
の
致
平
関
連
歌
は
、
三
つ
の
歌
群
に
分
散
し
な

が
ら
も
、
真
魚
始
（
Ⅰ
二
七
）
に
始
ま
り
、
出
家
（
Ⅰ
一
三
六
・
一
三
七
・
一

三
八
）
を
経
て
、
土
佐
下
向
（
Ⅰ
一
五
三
）
に
至
る
と
い
う
順
序
で
配
列
さ
れ

て
お

（
（（
（

り
、
そ
こ
に
は
、
致
平
が
元
輔
に
と
っ
て
「
仕
え
る
べ
き
正
統
の
皇
嗣
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
印
象
づ
け
、
そ
の
半
生
を
貴
種
流
離
譚
の
枠
組
み
に
よ
っ
て

物
語
的
に
語
ろ
う
と
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

　

致
平
に
対
す
る
こ
う
し
た
見
方
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
『
元
輔
集
』
の
外
部
に

波
及
す
る
も
の
で
は
な
く
、
致
平
の
影
響
力
が
や
は
り
ご
く
限
定
的
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
示
し
て
も
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
致
平
と
義
孝

を
め
ぐ
る
歌
語
り
を
踏
ま
え
て
い
る
『
枕
草
子
』
が
、
致
平
の
子
成
信
を
四
章

段
に
わ
た
っ
て
活
写
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
高
橋
由
記
氏
は
そ
こ
に
父

元
輔
と
近
し
か
っ
た
致
平
の
子
成
信
に
対
す
る
清
少
納
言
の
親
近
感
を
看
取
し

て
い
る

（
（（
（

が
、
そ
の
親
近
感
は
、
致
平
・
成
信
父
子
に
対
す
る
同
族
意
識
に
裏
打

ち
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
清
原
氏
の
血
を
受
け
継
ぐ
「
仕
え
る

べ
き
正
統
の
皇
嗣
」
で
あ
っ
た
致
平
と
そ
の
子
成
信
は
、
元
輔
・
清
少
納
言
父

娘
に
と
っ
て
、
特
筆
さ
れ
る
べ
き
格
別
の
重
み
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

結
語

　

本
稿
で
は
、
致
平
親
王
と
和
歌
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
中
世
に
お
け
る
致

平
歌
の
享
受
、
致
平
の
和
歌
へ
の
関
心
を
育
ん
だ
と
目
さ
れ
る
村
上
朝
の
後
宮
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の
あ
り
よ
う
、
致
平
を
中
心
と
す
る
文
化
圏
の
想
定
、『
元
輔
集
』
の
中
で
の

致
平
の
位
置
づ
け
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
摂
関
期
の

親
王
の
中
で
、
そ
の
和
歌
活
動
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
す
で
に
備

わ
っ
て
い
る
の
は
、
元
良
と
具
平
程
度
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
致
平
の

よ
う
な
ほ
と
ん
ど
無
名
の
親
王
を
め
ぐ
っ
て
も
、
長
期
に
わ
た
る
作
歌
と
、
小

規
模
な
が
ら
一
定
の
広
が
り
を
持
つ
歌
壇
的
な
活
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

明
ら
か
に
し
え
た
か
と
思
う
。

　

致
平
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
、
伊
勢
と
の
間
に
中
務
を
儲
け
、『
大
和
物
語
』

に
も
多
く
の
逸
話
が
伝
え
ら
れ
る
敦
慶
、
本
稿
で
も
言
及
し
た
盛
明
ら
を
は
じ

め
、
注
目
す
べ
き
親
王
は
少
な
く
な
い
。
本
稿
を
端
緒
と
し
て
、
こ
う
し
た
親

王
た
ち
と
和
歌
と
の
関
わ
り
を
個
別
的
に
検
討
す
る
作
業
を
積
み
重
ね
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
摂
関
期
の
和
歌
史
に
お
け
る
親
王
の
役
割
を
通
時
的
か
つ
巨
視
的

に
見
定
め
て
ゆ
く
こ
と
を
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
（　

致
平
親
王
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
桜
井
宏
徳
「
致
平
親
王
年
譜
―
付　

関
連
和
歌

資
料
集
成
―
」（『
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
九
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
参
照
。

（　

後
藤
昭
雄
「
漢
文
学
史
上
の
親
王
」（『
平
安
朝
漢
文
学
論
考
』
桜
楓
社
、
一
九
八

一
年
。
補
訂
版
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
。
初
出
一
九
七
三
年
）。
以
下
、
単
行
本

所
収
の
論
文
で
初
出
稿
が
あ
る
場
合
に
は
、
初
出
年
を
併
記
す
る
。

（　
『
惟
喬
親
王
集
』『
盛
明
親
王
集
』
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
久
保
木
秀
夫
氏
の
ご
教

示
を
得
た
。
な
お
、『
盛
明
親
王
集
』
に
つ
い
て
は
、
和
田
英
松
『
皇
室
御
撰
之
研

究
』（
明
治
書
院
、
一
九
三
三
年
）
に
言
及
が
あ
る
。

（　

歌
集
の
引
用
は
、
勅
撰
集
・
私
撰
集
は
『
新
編
国
歌
大
観
』〈
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
〉

（
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）
に
、
私
家
集
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』〈
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ

Ｍ
版
〉（
エ
ム
ワ
イ
企
画
、
二
〇
〇
八
年
）
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。『
新
編
私
家
集
大

成
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
仮
名
・
漢
字
の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
す
る
こ
と

を
原
則
と
し
つ
つ
、
適
宜
私
に
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
、
濁
点
を
付
し
、
底
本
の

脱
字
を
補
っ
た
場
合
は
〔　

〕
で
括
っ
て
示
し
た
。

5　

中
川
博
夫
『
大
弐
高
遠
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
高
遠
歌

の
「
お
も
ひ
や
る
こ
ゝ
ろ
も
そ
ら
に
」
の
「
同
時
代
の
例
」
と
し
て
致
平
歌
を
挙
げ

て
い
る
。

6　
『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
、
川
口
久
雄
序
・
解
説
『
梅
沢
本　

栄
花
物
語
』
一
～
六

〈
古
典
資
料
類
従
〉（
勉
誠
社
、
一
九
七
九
～
八
二
年
）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
濁
点
・

句
読
点
を
付
し
た
が
、
仮
名
・
漢
字
の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。

7　

浅
田
徹
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
栄
花
物
語
』
の
諸
注
の

間
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
お
り
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
が

『
栄
花
物
語
』
の
記
述
を
誤
り
と
し
て
致
平
の
歌
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
』
は
『
栄
花
物
語
』
の
文
脈
に
従
っ
て
選
子
の
歌
と
し
て
い
る
。

8　

安
田
徳
子
「「
万
代
和
歌
集
」
の
歌
人
構
成
」（『
中
世
和
歌
研
究
』
和
泉
書
院
、
一

九
九
八
年
。
初
出
一
九
七
七
年
）
参
照
。

（　
『
続
後
拾
遺
集
』
が
『
万
代
集
』
を
撰
集
資
料
と
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に

つ
い
て
は
、
深
津
睦
夫
『
続
後
拾
遺
和
歌
集
』〈
和
歌
文
学
大
系
〉（
明
治
書
院
、
一

九
九
七
年
）
の
「
解
説
」
に
指
摘
が
あ
る
。

（0　

同
様
の
傾
向
は
、
致
平
以
外
の
醍
醐
・
村
上
両
天
皇
の
皇
子
た
ち
に
つ
い
て
も
指

摘
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
盛
明
の
『
新
古
今
集
』
以
前
の
勅
撰
集
入
集
歌
は
『
拾
遺

集
』
の
一
首
の
み
で
あ
っ
た
が
、『
新
古
今
集
』
以
下
に
は
計
五
首
が
入
集
し
て
お
り
、

具
平
も
『
千
載
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
入
集
歌
が
計
一
一
首
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

『
新
古
今
集
』
で
は
一
挙
に
八
首
が
採
ら
れ
、
十
三
代
集
に
は
計
二
三
首
が
入
集
し
て

い
る
。
な
お
、『
新
古
今
集
』
に
見
ら
れ
る
延
喜
・
天
暦
聖
代
観
を
め
ぐ
っ
て
は
、
最

近
の
赤
瀬
信
吾
「「
太
上
天
皇
」
と
い
う
装
置
」（
平
成
二
十
六
年
度
中
古
文
学
会
秋

季
大
会
、
於
・
京
都
女
子
大
学
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
二
日
）
に
お
い
て
も
、『
後

拾
遺
集
』
か
ら
『
千
載
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
に
は
一
首
も
採
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
醍

醐
・
村
上
両
天
皇
の
歌
が
、『
新
古
今
集
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
九
首
・
一
〇
首
が
入
集
し

て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（（　

忠
定
に
つ
い
て
は
、
大
岡
賢
典
「
兼
宗
伝　

付
資
雅
・
忠
定
小
伝
」（『
流
通
経
済
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大
学
論
集
』
三
五
―
一
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）
参
照
。

（（　

安
田
徳
子
『
万
代
和
歌
集
』
下
〈
和
歌
文
学
大
系
〉（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、

一
五
八
頁
。
な
お
、
こ
の
忠
定
歌
は
『
万
代
集
』
で
は
③
の
致
平
歌
の
直
前
に
配
さ

れ
て
お
り
、
の
ち
に
『
続
拾
遺
集
』
に
入
集
し
て
い
る
（
巻
十
六
・
雑
上
・
一
一
〇

四
）。

（（　

内
田
千
代
子
「
按
察
御
息
所
（「
勅
撰
集
の
女
流
歌
人
」
第
十
五
回
）」（『
学
苑
』

一
三
―
三
、
昭
和
女
子
大
学
光
葉
会
、
一
九
五
一
年
四
月
）、
高
橋
由
記
「
和
歌
か
ら

み
た
村
上
朝
の
後
宮
」（
倉
田
実
編
『
王
朝
人
の
婚
姻
と
信
仰
』
森
話
社
、
二
〇
一
〇

年
）。

（（　

増
田
繁
夫
「
女
御
・
更
衣
・
御
息
所
の
呼
称
―
源
氏
物
語
の
後
宮
―
」（『
源
氏
物

語
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
。
初
出
一
九
八
一
年
）。

（5　

底
本
（
冷
泉
家
本
）
は
第
一
句
を
「
ぬ
ま
の
う
み
に
」
と
す
る
が
不
審
。
歌
仙
歌

集
本
に
よ
り
「
あ
ま
舟
に
」
と
改
め
、
第
二
句
「
つ
り
せ
し
あ
ま
も
」
も
「
あ
ま
舟

に
」
と
の
重
複
を
避
け
て
、
同
じ
く
歌
仙
歌
集
本
に
よ
り
「
つ
り
せ
し
人
も
」
と
改

め
た
。

（6　

文
草
の
会
『
菅
家
文
草
注
釈　

文
章
篇
』
第
一
冊
〈
巻
七
上
〉（
勉
誠
出
版
、
二
〇

一
四
年
）
に
は
「
左
相
撲
司
標
所
記
」
の
詳
細
な
注
釈
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
清

原
高
岑
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。

（7　

後
藤
祥
子
『
元
輔
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
。
第
二
版
、
二
〇
〇

〇
年
）。

（8　
『
大
鏡
』
の
引
用
は
、『
東
松
本
大
鏡
』
一
～
六
（
貴
重
古
典
籍
刊
行
会
、
一
九
五

三
～
八
一
年
）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
濁
点
・
句
読
点
を
付
し
た
が
、
仮
名
・
漢
字
の

表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。

（（　

北
村
杏
子
「
安
法
法
師
集
の
人
々
な
ど
」（『
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
四

〇
、
一
九
八
六
年
一
一
月
）、
犬
養
廉
・
後
藤
祥
子
・
平
野
由
紀
子
校
注
「
安
法
法
師

集
」（『
平
安
私
家
集
』〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）。

（0　

小
野
美
智
子
「
安
法
法
師
集
の
兵
部
卿
宮
」（『
国
語
国
文
』
六
九
―
八
、
二
〇
〇

〇
年
八
月
）。

（（　

木
船
重
昭
『
中
務
集 

相
如
集 

注
釈
』（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
二
年
）、
二
五
七

頁
。

（（　

福
井
迪
子
「
藤
原
相
如
考
」（『
一
条
朝
文
壇
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
八
七
年
。

初
出
一
九
七
五
年
）、
北
村
杏
子
「
藤
原
相
如
伝
素
描
」（『
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学

紀
要
』
三
九
、
一
九
八
五
年
一
一
月
）。

（（　

注
（
後
藤
氏
論
文
。
な
お
、『
平
安
朝
佚
名
詩
序
集
抜
萃
』
に
つ
い
て
は
、
山
崎
誠

「
平
安
朝
佚
名
詩
序
集
抜
萃
に
つ
い
て
」（『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
三
年
。
初
出
一
九
八
六
年
）
参
照
。

（（　

注
（（
福
井
氏
論
文
。

（5　

注
（（
北
村
氏
論
文
。

（6　

高
橋
由
記
「
堀
河
中
宮
媓
子
の
文
化
圏
―
歴
史
に
消
え
た
文
化
圏
の
ひ
と
つ
と
し

て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
六
―
一
〇
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）
以
下
の
一
連
の

論
稿
。

（7　

福
田
智
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
な
お
、
致
平
周
辺
の
歌
人
に
は
、
六
位
蔵
人
で

あ
っ
た
相
如
を
は
じ
め
、
蔵
人
所
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
か

ら
知
ら
れ
る
元
真
・
元
輔
ら
、
蔵
人
所
ゆ
か
り
の
人
物
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
工

藤
重
矩
「
蔵
人
所
の
文
学
的
活
動
に
つ
い
て
―
宇
多
・
醍
醐
・
村
上
朝
を
中
心
と
し

て
―
」（『
平
安
朝
律
令
社
会
の
文
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
三
年
。
初
出
一
九
七

二
年
）
が
指
摘
す
る
「
詩
人
歌
人
集
団
と
し
て
の
蔵
人
所
」
と
致
平
と
の
関
わ
り
を

想
定
さ
せ
る
が
、
致
平
と
蔵
人
所
と
の
直
接
の
接
点
を
示
す
明
証
は
見
出
せ
な
い
。

（8　

こ
の
歌
は
『
実
方
集
』
で
は
「
か
よ
ひ
侍
り
け
る
女
の
も
と
に
、
さ
ね
か
た
と
な

の
り
て
、
人
の
ま
か
り
た
り
け
る
を
き
ゝ
て
」（
Ⅱ
二
七
七
）
の
詞
書
で
実
方
の
歌
と

さ
れ
て
い
る
が
、
仁
尾
雅
信
「
実
方
の
説
話
的
人
物
像
の
源
流
に
つ
い
て
」（『
古
代

中
世
国
文
学
』
二
、
広
島
平
安
文
学
研
究
会
、
一
九
七
九
年
二
月
）
は
義
孝
歌
が
後

人
に
よ
っ
て
『
実
方
集
』
に
混
入
さ
れ
た
も
の
と
見
て
お
り
、
以
後
の
『
義
孝
集
』

『
実
方
集
』
の
注
釈
も
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。

（（　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
赤
間
恵
都
子
「
成
立
時
期
に
つ
い
て
」（『
枕
草
子
日
記

的
章
段
の
研
究
』
三
省
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
に
詳
し
い
。

（0　

底
本
（
冷
泉
家
本
）
は
第
四
句
を
「
お
も
ひ
た
ち
け
む
」
と
す
る
が
、
歌
意
か
ら

見
て
「
お
も
ひ
た
て
け
む
」
と
下
二
段
活
用
の
他
動
詞
で
あ
り
た
い
と
こ
ろ
。
書
陵

部
蔵
甲
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

（（　
『
元
輔
集
』
の
第
一
類
の
主
要
な
伝
本
は
、
中
務
の
贈
歌
を
も
採
る
冷
泉
家
本
・
歌
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仙
歌
集
本
と
、
元
輔
の
返
歌
の
み
を
載
せ
る
西
本
願
寺
本
・
群
書
類
従
本
・
書
陵
部

蔵
甲
本
に
分
か
れ
る
。
な
お
、
こ
の
中
務
の
歌
は
現
存
の
『
中
務
集
』
諸
本
に
は
見

出
せ
な
い
。

（（　

大
井
田
晴
彦
「
伊
勢
物
語
・
惟
喬
親
王
章
段
の
主
題
と
方
法
」（『
国
語
と
国
文
学
』

八
五
―
九
、
二
○
○
八
年
九
月
）。

（（　

た
だ
し
、
西
本
願
寺
本
・
群
書
類
従
本
（
と
も
に
第
一
類
第
一
種
）
の
致
平
関
連

歌
は
、
出
家
の
折
の
元
輔
の
二
首
（
Ⅰ
一
三
七
・
一
三
八
）
し
か
な
く
、
詞
書
も

「
あ
る
宮
の
入
道
し
た
ま
へ
り
し
に
」
と
致
平
個
人
を
特
定
し
う
る
形
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
本
稿
で
扱
い
う
る
範
囲
を
超
え
る
が
、
諸
本
の
間
で
こ
の
よ
う
に
致
平
の
扱

い
に
温
度
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、『
元
輔
集
』
の
問
題
と
し
て
興
味
深
い
。

（（　

高
橋
由
記
「
源
成
信
に
つ
い
て
―
『
枕
草
子
』
と
『
栄
花
物
語
』
を
中
心
に
―
」

（『
大
妻
国
文
』
三
九
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）。

付
記

　

本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
平
成
二
十
五
年
度
十
一
月
例
会
（
於
・
慶
應
義
塾
大
学
、
二
〇

一
三
年
一
一
月
一
六
日
）
に
お
け
る
研
究
発
表
「
致
平
親
王
と
そ
の
周
辺
―
摂
関
期
親
王

の
和
歌
活
動
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
一
視
点
と
し
て
―
」
に
基
づ
く
。
司
会
の
労
を
お

執
り
く
だ
さ
っ
た
高
橋
由
記
氏
、
席
上
ご
質
問
く
だ
さ
っ
た
兼
築
信
行
氏
・
福
田
智
子
氏

を
は
じ
め
、
発
表
時
及
び
そ
の
前
後
に
貴
重
な
ご
教
示
・
ご
助
言
を
賜
っ
た
方
々
に
、
記

し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
さ
く
ら
い
・
ひ
ろ
の
り　

本
学
非
常
勤
講
師
）
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