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明
治
初
期
の
歌
御
会
始
の
国
民
の
詠
進

―
『
同
風
集
』
を
め
ぐ
つ
て
―

中

澤

伸

弘

一

　

新
春
の
宮
中
恒
例
の
御
行
事
の
一
つ
で
あ
る
歌
御
会
始
の
御
儀
は
、

古
く
か
ら
の
我
が
国
風
の
行
事
と
し
て
行
な
は
れ
て
き
た
。
明
治
維

新
後
も
そ
の
伝
統
を
尊
重
し
つ
つ
継
続
さ
れ
、
明
治
二
年
に
は
京
都

御
所
、
清
涼
殿
で
の
最
後
の
御
儀
が
行
な
は
れ
、
翌
三
年
か
ら
は
東

京
で
の
実
施
と
な
つ
た
。
国
民
の
詠
進
に
つ
い
て
は
明
治
五
年
に
は

判
任
官
ま
で
の
詠
進
が
認
め
ら
れ
、
明
治
七
年
に
は
勅
題
を
「
遍
ク

衆
庶
ニ
賜
」
ふ
こ
と
と
な
り
、「
各
府
縣
に
達
し
、
随
意
詠
進
せ
し

め
」
ま
た
一
般
国
民
か
ら
の
詠
進
を
允
許
さ
れ
、
そ
の
詠
進
歌
が
天

皇
の
叡
覧
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
（
1
（

。
さ
ら
に
明
治
十
二
年
か
ら

は
御
式
を
改
め
、
詠
進
歌
の
中
か
ら
預
選
歌
を
採
り
、
歌
御
会
始
の

御
儀
に
て
御
前
に
お
い
て
披
講
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
様
式

や
名
称
に
多
少
の
変
化
が
あ
つ
た
も
の
の
爾
来
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
皇
室
と
国
民
と
を
歌
で
結
ぶ
と
い
つ
た
君
民
一
如
の

形
が
整
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
従
前
、
歌
御
会
始
は
天
皇
を
中
心
と
す

る
公
家
社
会
の
中
に
お
け
る
公
的
な
文
化
行
事
で
あ
つ
た
も
の
を
、

国
民
統
合
の
中
心
と
し
て
の
天
皇
の
御
儀
と
言
ふ
形
の
表
象
と
し
て

行
な
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
勅
題
の
頒
布

と
国
民
か
ら
の
詠
進
と
い
つ
た
制
度
の
制
定
が
大
き
な
意
味
と
役
割

と
を
も
つ
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。『
明
治
天
皇
紀
』
は
そ
の
こ

と
を

詠
進
披
講
は
、
皇
族
及
び
大
臣
・
参
議
・
宮
内
官
竝
び
に
所
役

等
少
数
の
人
に
限
ら
れ
し
が
、
一
般
臣
民
の
詠
進
中
優
秀
な
る

も
の
五
首
を
選
び
て
之
を
披
講
せ
し
め
た
ま
ふ
。

と
述
べ
て
ゐ
る
。
ま
た
こ
の
や
う
な
こ
と
を
受
け
て
国
民
が
詠
進
し

た
数
に
つ
い
て
は
明
治
七
年
に
は
四
〇
三
九
首
、
八
年
、
九
年
と
も

三
三
〇
九
首
、
明
治
十
年
に
は
、
三
二
七
〇
首
で
あ
つ
た
と
『
明
治

天
皇
紀
』
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

し
か
し
こ
の
詠
進
に
つ
い
て
、
明
治
の
初
期
に
は
全
国
に
亘
つ
て
、
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ど
の
や
う
に
詠
進
さ
れ
、
ま
た
ど
の
や
う
な
人
物
が
歌
を
献
じ
た
か

を
知
る
資
料
は
少
な
く
、
そ
の
実
際
は
不
明
で
あ
り
、
僅
か
に
明
治

十
一
年
、
十
二
年
に
詠
進
さ
れ
た
歌
を
纏
め
た
『
同
風
集
』
が
編
ま

れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
本
稿
は
こ
の
『
同
風
集
』
の
出
詠
者
を
検

討
す
る
こ
と
で
、
明
治
初
期
の
国
民
詠
進
の
一
端
を
考
へ
て
み
た
く

思
ふ
の
で
あ
る
。

二

　
『
同
風
集
』
に
つ
い
て
は
、
福
井
久
蔵
の
『
大
日
本
歌
書
綜
覧
』

に
「
明
治
十
一
年
御
會
始
の
献
詠
三
千
首
を
同
年
宮
内
省
の
允
許
を

得
、
近
藤
芳
樹
に
序
を
請
ひ
て
、
飯
山
綱
之
助
が
蔵（

マ
マ
（々
堂
に
て
出
版

せ
る
も
の
」「
二
集　

明
治
十
二
年
御
會
始
新
年
祝
言
の
歌
約
三
千

首
を
伊
藤
博
文
の
題
言
を
載
せ
、
飯
山
綱
之
助
の
出
版
せ
る
も
の
。

天
地
人
の
巻
に
は
長
歌
も
多
く
収
め
た
り
」（
下
巻
七
四
四
頁
）
と
あ

り
、
小
泉
苳
三
の
『
明
治
大
正
歌
書
綜
覧
』
に
も
同
様
な
記
載
が
あ

る
。
即
ち
、
明
治
十
一
年
の
歌
御
会
始
め
に
詠
進
さ
れ
た
歌
を
纏
め

た
初
編
と
、
同
じ
く
十
二
年
の
歌
御
会
始
に
詠
進
さ
れ
た
歌
を
纏
め

た
二
編
と
の
、
二
つ
が
木
版
和
装
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
（
架

蔵
）。
そ
れ
以
後
は
ど
う
し
た
こ
と
か
、
刊
行
さ
れ
な
か
つ
た
や
う

で
あ
る
。
両
編
と
も
洋
々
堂
主
人
飯
山
綱
之
助
が
編
輯
刊
行
を
し
て

ゐ
る
。

　

初
編
は
上
中
下
三
冊
。
表
紙
裏
（
扉
）
に
、「
明
治
十
一
年
一
月

御
會
始　

同
風
歌
集　

全
三
冊　

東
京
洋
々
堂
蔵
版
」
と
あ
り
本
書

が
歌
御
会
始
の
詠
進
歌
集
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
つ
い
で

「
勅
題　

鶯
入
新
年
語　

明
治
十
一
年　

杉
華
書
」
と
言
ふ
揮
毫
が

あ
り
、
そ
の
次
に
明
治
十
一
年
三
月
の
近
藤
芳
樹
の
序
文
が
五
丁
に

亘
つ
て
あ
る
。
芳
樹
は
当
時
宮
内
省
の
文
学
御
用
掛
で
あ
り
、
こ
の

年
の
歌
御
会
始
の
点
者
兼
題
者
を
勤
め
て
ゐ
る
。
そ
の
次
丁
に
、
明

治
天
皇
の
こ
の
時
の
御
製
「
新
ら
し
き
年
の
ほ
ぎ
ご
と
い
ふ
人
に
お

く
れ
ぬ
け
さ
の
鶯
の
声
」
を
半
丁
に
掲
げ
、
つ
い
で
皇
后
宮
の
御
歌

「
ま
つ
り
ご
と
お
こ
た
ら
ぬ
世
と
鶯
も
年
の
初
音
を
い
そ
ぐ
な
る
べ

し
」
を
こ
れ
も
裏
半
丁
に
書
き
、
次
の
丁
か
ら
歌
が
記
さ
れ
、
一
品

親
王
幟
仁
、
陸
軍
大
将
兼
議
長
二
品
親
王
熾
仁
、
二
品
親
王
妃
薫
子
、

二
品
親
王
晃
、
参
議
兼
内
務
卿
従
三
位
大
久
保
利
通
、
宮
内
卿
兼
一

等
侍
補
正
二
位
徳
大
寺
實
則
、
式
部
頭
従
三
位
坊
城
俊
政
の
歌
が
載

る
。
さ
ら
に
所
役
と
し
て
題
者
兼
点
者
、
正
二
位
三
条
西
季
知
以
下
、

福
羽
美
静
、
高
崎
正
風
、
近
藤
芳
樹
他
六
人
、
ま
た
召
歌
と
し
て
税

所
敦
子
、
飯
田
年
平
、
松
山
松
根
、
渡
忠
秋
と
い
つ
た
人
物
の
歌
を

収
め
る
。
そ
の
後
に
丁
を
改
め
て
詠
進
歌
（
一
丁
十
二
首
）
と
な
り
、

脇
坂
安
斐
、
加
部
厳
夫
、
以
下
主
に
華
族
の
詠
進
歌
、
続
い
て
国
民

の
詠
進
歌
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
巻
末
に
は
刊
記
と
し
て
「
校
合　

毛
利
千
秋　
　

大
平
相
治
」「
出
版
兼
編
輯
人　
　

第
五
大
区
七
小

区　

上
野
町
壱
丁
目
十
四
番
地　

飯
山
綱
之
助
」
と
あ
り
、
最
後
に

洋
々
堂
主
人
飯
山
綱
之
助
の
跋
文
が
あ
る
。
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二
編
も
上
中
下
の
三
冊
仕
立
て
で
あ
る
。
表
紙
裏
（
扉
）
に
、「
明

治
十
二
年
一
月
御
會
始　

同
風
歌
集　

二
編
三
冊　

東
京
洋
々
堂
蔵

版
」
と
あ
る
こ
と
初
編
と
同
じ
い
。
つ
い
で
「
勅
題　

新
年
祝
言　

明
治
十
二
年
初
春
」
の
伊
藤
博
文
の
題
辞
が
あ
り
、
そ
の
次
に
明
治

天
皇
の
こ
の
時
の
御
製
「
新
玉
の
年
も
か
は
り
ぬ
け
ふ
よ
り
は
民
の

こ
ゝ
ろ
や
い
と
ゝ
ひ
ら
け
む
」
を
初
編
同
様
に
半
丁
に
掲
げ
、
つ
い

で
皇
后
宮
の
御
歌
「
日
の
御
旗
た
か
く
か
ゝ
げ
て
國
民
の
あ
ふ
ぐ
や

年
の
光
り
な
る
ら
む
」
を
こ
れ
も
半
丁
に
書
い
て
ゐ
る
。
つ
い
で
次

丁
か
ら
一
品
幟
仁
親
王
、
陸
軍
少
将
兼
議
定
官
二
品
勲
一
等
嘉
彰
親

王
、
二
品
親
王
頼（

マ
マ
（子
、
右
大
臣
岩
倉
具
視
、
宮
内
卿
兼
侍
補
徳
大
寺

實
則
、
読
師
従
一
位
中
山
忠
能
以
下
發
声
、
講
頌
と
い
つ
た
所
役
の

十
二
人
の
歌
を
収
め
、
そ
の
後
に
こ
の
年
に
新
た
に
定
め
ら
れ
た
撰

歌
と
し
て
権
少
教
正
従
五
位
金
子
有
郷
ほ
か
、
こ
の
た
び
の
預
撰
に

与
か
つ
た
五
人
（
正
五
位
林
信
立
、
権
命
婦
平
尾
歌
子
、
加
部
厳
夫
、
小

出
粲
）
の
歌
が
掲
載
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
後
に
、
皇
族
と
し
て
熾
仁

親
王
、
晃
親
王
、
朝
彦
親
王
、
薫
子
、
郁
子
、
と
あ
り
、
福
羽
美
静
、

近
衛
忠
煕
ほ
か
華
族
の
詠
進
歌
を
一
丁
十
二
名
づ
つ
、
ま
た
国
民
の

詠
進
歌
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
初
編
と
同
じ
い
。
最
後
に
洋
々
堂

主
人
飯
山
綱
之
助
の
跋
文
が
あ
り
、
ま
た
巻
末
に
は
刊
記
と
し
て

「
校
合
兼
筆
者
筑
前
國
人　

毛
利
千
秋　

校
合
補
助
東
京　

大
平
相

治
」「
出
版
兼
編
輯
人　

東
京
下
谷
区
上
野
町
壱
丁
目
十
六
番
地　

飯
山
綱
之
助　

売
捌
人　

同
北
豊
島
郡
地
方
橋
場
町　

吉
田
久
蔵
」

と
あ
る
。
吉
田
久
蔵
は
江
戸
以
来
の
書
店
浅
倉
屋
の
こ
と
で
あ
る
。

三

　

本
歌
集
の
編
輯
刊
行
に
つ
い
て
の
委
細
は
初
編
の
近
藤
芳
樹
の
序

文
、
並
び
に
飯
山
綱
之
助
の
跋
文
に
明
ら
か
な
の
で
、
長
い
が
次
に

引
用
す
る
。
近
藤
芳
樹
は
こ
の
時
文
学
御
用
掛
で
あ
つ
た
こ
と
は
先

に
述
べ
た
が
、
明
治
十
三
年
に
八
十
歳
で
逝
く
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ

は
最
晩
年
の
こ
と
に
あ
た
る
。

　
　

近
藤
芳
樹
序
文

今
の　

す
め
ら
み
こ
と
、
天
の
し
た
し
ろ
し
め
し
ゝ
よ
り
、
明

ら
か
に
治
ま
る
て
ふ
御
代
の
名
し
る
く
、
塩
沫
の
と
ど
ま
る
は

て
、
谷
蟆
の
さ
わ
た
る
す
ゑ
ま
で
、
こ
と
ご
と
く
ま
つ
ろ
ひ
従

ひ
た
り
し
か
ば
、
柳
の
営
の
長
く
つ
ゞ
き
し
糸
の
乱
れ
を
は
ら

ひ
の
ぞ
き
、
春
の
雨
ふ
る
く
た
え
に
し
日
ぢ
り
の
む
か
し
の
例

を
起
し
、
ま
つ
り
ご
ち
行
は
せ
給
ふ
ま
ゝ
に
、
ひ
む
か
し
西
の

京
、
三
十
あ
ま
り
の
県
に
み
こ
と
の
り
あ
り
て
、
あ
ら
玉
の
と

し
の
始
ご
と
に
歌
を
奉
ら
し
め
給
へ
る
が
、
は
や
く
あ
ま
た
の

年
を
か
さ
ね
て
、
か
ず
い
と
お
ほ
く
つ
も
り
に
け
り
、
し
か
あ

り
し
よ
り
こ
の
か
た
、
よ
し
野
の
川
に
さ
で
さ
し
て
、
時
の
す

め
る
を
よ
そ
に
見
る
し
れ
者
も
な
く
、
筑
波
の
ふ
も
と
に
こ
が

く
れ
て
、
し
げ
き
も
か
げ
を
思
は
ぬ
す
ね
人
も
な
く
て
、
お
ほ

か
た
み
な
お
ほ
や
け
の
み
お
も
む
け
の
ま
に
ま
に
、
治
ま
れ
る
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御
代
を
た
の
し
み
つ
ゝ
、
岐
に
う
た
ひ
里
に
こ
と
ほ
ぐ
、
歓
び

の
声
の
み
な
れ
ば
、
い
か
で
か
こ
れ
を
省
の
う
ち
な
る
文
櫃
の

底
に
お
し
こ
め
て
、
し
み
の
す
み
か
と
な
し
つ
べ
き
、
請
ひ
お

ろ
し
て
、
世
の
人
の
あ
ま
ね
く
し
る
べ
く
、
摺
本
に
な
し
て
む

と
、
飯
山
綱
之
介
そ
の
よ
し
お
ほ
や
け
に
奏
し
て
、
か
く
は
物

し
た
る
な
り
け
り
、
お
の
れ
こ
れ
が
序
書
く
に
つ
れ
て
、
ひ
と

わ
た
り
讀
み
ゝ
る
に
、
詞
の
鄙
び
た
る
を
も
改
め
ず
、
辞
の
た

が
へ
る
を
も
引
き
な
ほ
さ
で
、
あ
り
つ
る
ま
ゝ
を
か
い
う
つ
せ

り
と
み
ゆ
る
は
、
あ
ま
り
に
し
ど
け
な
く
、
そ
ゞ
ろ
は
し
き
し

わ
ざ
と
思
は
る
ゝ
物
か
ら
、
中
々
に
筆
を
加
へ
、
添
へ
も
削
り

も
た
ら
む
に
は
、
作
者
の
心
の
誠
の
た
が
へ
る
事
も
出
来
ぬ
べ

け
れ
ば
、
綱
之
介
の
お
も
ひ
は
か
り
、
い
と
お
む
か
し
く
こ
そ

あ
り
け
れ
、
あ
は
れ
す
め
ら
み
こ
と
、
ひ
る
は
高
殿
の
う
へ
に

烟
を
望
み
て
、
か
ま
ど
の
賑
は
へ
る
を
み
そ
な
は
し
、
よ
る
は

お
と
ゞ
の
う
ち
に
、
御
衣
を
ぬ
ぎ
て
、
こ
ゞ
ゆ
る
民
を
憐
れ
ま

せ
給
ふ
お
ほ
み
ご
ゝ
ろ
を
、
お
の
づ
か
ら
傳
へ
聞
つ
ゝ
、
西
の

洋
の
國
主
さ
へ
譯
を
重
ね
、
睦
び
を
い
る
ゝ
時
に
し
あ
れ
ば
、

ま
し
て
内
國
の
民
に
し
て
、
い
か
で
か
御
代
祝
ひ
の
言
の
葉
な

か
る
べ
き
、
猶
ゆ
く
す
ゑ
も
、
ま
つ
ち
山
の
松
の
葉
の
如
く
、

唐
崎
の
い
ほ
つ
ゝ
ど
ひ
、
か
ず
も
し
ら
れ
ず
あ
つ
ま
り
な
ん
も

の
ぞ
と
、
千
と
せ
を
か
け
て
こ
と
ほ
ぎ
た
て
ま
つ
る
に
な
む
、

　

明
治
の
十
ま
り
ひ
と
ゝ
せ
の
三
月　
　

近
藤
芳
樹
謹
識

　

こ
の
序
文
か
ら
は
幾
つ
か
の
こ
と
ど
も
が
伺
へ
る
。
ま
づ
は
、
歌

御
会
始
の
国
民
の
詠
進
が
「
治
ま
れ
る
御
代
を
た
の
し
み
つ
ゝ
、
岐

に
う
た
ひ
里
に
こ
と
ほ
ぐ
、
歓
び
の
声
」
で
あ
る
と
言
ふ
考
へ
で
あ

る
。
天
皇
が
年
初
に
国
民
の
声
を
歌
を
通
じ
て
聞
こ
し
召
す
こ
と
に

歌
御
會
始
の
御
儀
の
重
要
な
点
が
あ
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
ゑ
に
国
民
か
ら
詠
進
さ
れ
た
歌
を
、
宮
内
省
の
文
櫃
の
底
に
埋

も
れ
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
広
く
国
民
に
印
刷
し
た
本
と
し
て
弘
通

さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
飯
山
綱
之
助
が
お
願
ひ
し
た
の

で
そ
の
許
可
が
お
り
て
こ
の
や
う
に
印
刷
し
て
広
く
国
民
に
頒
布
、

知
ら
せ
る
の
だ
、
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
宮
内
省
の
允
許
の
件
は

綱
之
助
の
跋
文
に
も
あ
る
の
で
、
次
に
挙
げ
て
お
く
。

此
歌
集
は
璞
の
年
毎
に
内
裏
に
も
の
し
玉
ふ
な
る
御
歌
会
に
国

内
の
人
々
の
詠
て
大
君
に
さ
ゝ
げ
た
て
ま
つ
り
し
な
り
け
り　

さ
は
あ
れ
こ
は
世
に
お
ほ
や
け
な
ら
ざ
り
し
を
こ
た
び　

吾
儕

ら
世
の
文
雅
士
の
た
め
に
お
ほ
や
け
な
ら
ん
こ
と
を
こ
ひ
は
べ

り
け
れ
ば　

こ
と
し
な
む
は
じ
め
て
こ
の
み
ゆ
る
し
を
え
て　

こ
ゝ
に
梓
に
の
ぼ
す
こ
と
ゝ
は
な
り
ぬ　

し
か
は
あ
れ
ど
こ
の

集
は
そ
が
歌
の
よ
し
あ
し
を
撰
り
も
て
あ
げ
つ
ら
ふ
に
は
あ
ら

ず
、
た
ゞ
下
し
給
は
り
し
筆
の
ま
ゝ
を
謄
写
し
桜
木
に
彫
ら
せ

つ
れ
ば　

こ
の
集
読
む
人
々
は
そ
の
ほ
ど
ほ
ど
の
ち
か
ら
と
見

給
ひ
ね　

こ
ふ
あ
つ
め
も
て
木
に
彫
し
歌
三
千
首
ば
か
り
に
し

て　

巻
は
や
三
巻
と
は
な
り
ぬ　

さ
れ
ば
猶
残
れ
る
も
の
は
拾
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遺
と
な
し
再
び
み
ゆ
る
し
を
え
て
こ
れ
か
し
り
へ
に
も
の
す
な

り吾
儕
ら
は
い
ふ
も
さ
ら
な
り　

原
稿
の
歌
に
も
う
つ
し
の
あ
や

ま
り
も
あ
な
れ
ど
も　

そ
は
や
む
こ
と
を
え
ざ
る
に
出
る
も
の

に
し
あ
れ
ど　

み
む
人
々
か
つ
は
そ
の
歌
ぬ
し
の
人
よ　

そ
の

過
を
ゆ
る
し
給
ひ
て
よ

　

明
治
十
一
年
三
月
末
つ
か
た　
　

洋
々
堂
の
あ
る
じ
し
る
す

　

こ
れ
に
よ
る
本
歌
集
の
こ
れ
ら
の
詠
進
歌
の
出
所
は
「
お
ほ
や

け
」
で
あ
り
、
歌
は
宮
内
省
か
ら
貸
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

写
し
過
ち
を
危
惧
し
て
も
ゐ
る
。
こ
の
詠
進
歌
の
掲
載
の
順
序
は
宮

内
省
に
よ
る
発
表
の
順
な
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
編
輯
の
都
合
で
全
て

で
三
千
首
ほ
ど
あ
る
詠
進
歌
の
う
ち
、
掲
載
で
き
な
か
つ
た
も
の
も

あ
り
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
拾
遺
を
編
む
つ
も
り
が
あ
る
と
述
べ
て
ゐ

る
。
こ
の
こ
と
は
二
編
の
跋
文
に
も
同
人
が
書
い
て
ゐ
る
の
で
こ
こ

に
載
せ
て
お
く
。

去
年
は
じ
め
て
み
ゆ
る
し
を
得
て
梓
に
鏤
め
世
に
公
に
せ
し
こ

と
ゞ
も
は　

国
内
の
人
々
も
識
賜
ふ
ら
め　

さ
て
今
年
も
内
裏

の
御
歌
会
に
も
の
し
給
ふ
詠
歌
を
も
て
第
二
編
と
し
て
桜
木
に

ふ
た
ゝ
び
彫
ら
せ
つ

さ
て
こ
の
う
た
三
千
首
ば
か
り
あ
り
け
れ
ど
も
巻
の
か
ず
三
冊

と
か
ぎ
り
ぬ
れ
ば　

尚
ひ
き
残
る
と
こ
ろ
は
付
録
と
な
し
あ
ら

は
さ
ん
と
す　

さ
れ
ば
こ
の
歌
の
躰
し
ら
べ
は
初
編
に
あ
げ
つ

ら
ふ
が
ご
と
し　

其
よ
し
あ
し
吾
儕
が
責
に
あ
づ
か
る
と
こ
ろ

に
あ
ら
ず
と
な
ん

　

明
治
十
二
年
首
夏　
　

洋
々
堂
主
人
識

　

残
念
な
が
ら
拾
遺
は
編
輯
さ
れ
な
か
つ
た
と
見
え
そ
の
全
体
を
表

し
て
は
ゐ
な
い
が
、
当
時
の
歌
御
会
始
の
詠
進
歌
に
つ
い
て
考
察
す

る
に
は
こ
れ
で
も
充
分
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

四

　

前
項
で
指
摘
し
た
や
う
に
、
同
風
集
の
編
纂
に
宮
内
省
（
文
学
御

用
掛
）
が
関
与
し
た
の
な
ら
、
そ
の
事
が
御
歌
所
（
文
学
御
用
掛
）
の

記
録
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
現
在
、
宮
内
庁
の
書
陵
部
に
は
明
治
八

年
以
來
の
『
御
歌
所
日
記
』（
文
学
御
用
掛
日
記
を
含
む
）
が
あ
る
（
2
（

。

こ
れ
は
毎
日
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
明
治
初
年
の
も
の
の
内
容
は
詳

細
で
は
な
く
、
日
直
名
と
「
近
藤
芳
樹
依
所
労
不
参
」
と
言
ふ
や
う

な
欠
勤
事
項
が
主
で
、
他
に
月
並
み
の
歌
題
や
ら
短
冊
な
ど
の
物
品

購
入
の
記
載
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
殊
に
『
同
風
集
』
初
編
に
関
係

す
る
明
治
十
一
年
二
月
十
九
日
か
ら
三
月
六
日
、
同
年
八
月
三
十
日

か
ら
九
月
六
日
の
部
分
が
不
開
示
と
な
つ
て
ゐ
る
。

　

開
示
さ
れ
て
ゐ
る
明
治
十
一
年
の
日
記
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は

『
同
風
集
』
初
編
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
十
二
年
の
日
記

の
三
月
十
日
条
に
は
二
編
に
関
す
る
次
の
や
う
な
記
載
が
あ
る
。

一
、･

飯
山
綱
之
助
書
以　

御
歌
會
始
之
歌　

寫
取
相
願
候
ニ
付
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本
省
へ
伺
候
所　

為
寫
取
不
苦
旨
和
田
義
比
申
聞
候
ニ
付

　

本
日
ヨ
リ
相
渡

　

こ
れ
は
三
月
十
日
に
、『
同
風
集
』
二
編
出
版
の
た
め
に
飯
山
綱

之
助
が
歌
御
会
始
の
詠
進
歌
の
写
し
取
り
を
願
ひ
出
た
こ
と
が
許
可

さ
れ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
和
田
義
比
は
宮
内
省
の
庶
務

課
の
人
物
で
あ
る
（
3
（

。
こ
の
や
う
な
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
察
し
て
初

編
に
つ
い
て
も
必
ず
や
届
け
出
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の

記
載
は
残
念
な
が
ら
明
治
十
一
年
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
不

開
示
の
部
分
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
飯
山
が
願
書
を
出
す
以
前
の
、
十
二
年
の
二
月
二
十
五

日
条
に
は
「
新
年
祝
言
歌
集
仮
写
本
出
来
ニ
付
上
局
ヘ
差
出
ス
」
と

あ
る
。
こ
の
「
新
年
祝
言
歌
集
」
を
歌
御
会
始
の
歌
集
と
考
へ
る
と
、

各
地
か
ら
届
い
た
歌
稿
を
纏
め
た
も
の
が
二
月
の
末
に
出
来
て
ゐ
た

こ
と
が
わ
か
る
。『
同
風
集
』
編
纂
の
為
に
飯
山
が
借
用
し
た
も
の

は
こ
の
や
う
に
一
冊
に
纏
め
ら
れ
て
ゐ
た
歌
集
で
あ
つ
た
の
だ
ら
う
。

　

つ
い
で
九
月
廿
二
日
条
に
は
次
の
や
う
に
あ
る
。

東
京
府
平
民
飯
山
綱
之
助
同
風
集
三
部
高
崎
正
風
ヨ
リ
伝
献　

外
ニ
弐
部　

并
十
一
年
一
部　

掛
り
より
差
出
候

　

こ
れ
に
よ
る
と
借
用
し
た
歌
稿
を
も
と
に
『
同
風
集
』
二
編
が
編

輯
さ
れ
、
こ
の
九
月
二
十
二
日
に
高
崎
正
風
を
通
じ
て
宮
中
に
献
納

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
に
は
昨
年
刊
行
さ

れ
た
初
編
も
一
部
併
せ
て
献
納
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
『
同
風
集
』
二
編
は
三
月
に
歌
稿
が
貸
し
出
さ

れ
、
筆
耕
、
版
木
彫
り
、
刷
り
立
て
を
経
て
、
九
月
下
旬
に
は
刊
行

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
件
に
関
し
、
宮
内
省
は
歌
稿
の

貸
し
出
し
を
「
不
苦
」
と
し
て
扱
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
前
項
の

近
藤
芳
樹
の
序
文
に
書
か
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
事
と
な
る
。

　

実
は
こ
の
や
う
な
歌
集
の
編
纂
刊
行
は
こ
れ
以
前
に
も
あ
つ
た
や

う
で
あ
る
。
同
日
記
の
明
治
十
年
一
月
十
四
日
条
に
「
一
、
濱
町
二

丁
目
十
一
番
地　

松
邨
春
輔
新
年
御
歌
會
始
之
詠
進
歌
集
上
木
発
売

願
書
差
出
候
」
と
見
え
る
。
松
邨
春
輔
な
る
も
の
か
ら
「
新
年
御
歌

會
始
之
詠
進
歌
集
」
を
刊
行
発
売
し
た
い
と
の
願
書
が
あ
つ
た
事
を

記
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
『
同
風
集
』
初
編
刊
行
に
先
ず
る
一
年
前
の

こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
年
は
こ
の
四
日
後
の
一
月
十
八
日
に
歌
御
会

始
が
行
な
は
れ
、
そ
の
日
に
「
一
、
松
村
春
輔
新
年
御
歌
集
上
木
願

書　

本
省
ヘ
差
出
候　

方
今
然
旨
申
談
相
返
候
」
と
記
載
さ
れ
て
ゐ

る
。
宮
内
省
は
こ
の
願
書
を
許
可
し
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
の

編
輯
刊
行
は
随
分
と
手
間
が
か
か
つ
た
と
み
え
て
十
一
月
十
日
に
再

び
「
一
、
松
村
春
輔
外
一
名
御
発
會
歌
上
木
之
義
本
省
へ
差
立
」

云
々
と
あ
り
、
何
か
し
ら
の
理
由
が
編
者
側
に
あ
つ
た
と
み
え
て
、

結
局
刊
行
は
さ
れ
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。

　

ま
た
宮
中
で
は
月
並
に
歌
会
が
行
な
は
れ
て
を
り
、
こ
の
歌
集
に

つ
い
て
も
刊
行
の
伺
ひ
が
あ
つ
た
や
う
で
、
こ
の
年
の
同
日
記
の
八

月
二
十
四
日
条
に
は
、
銀
座
二
丁
目
三
番
地
在
の
桜
井
弥
五
□
（
判



200明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 48 号〕平成 23 年 11 月

読
不
能
）
が
「
月
次
御
会
歌
出
板
之
義
ニ
付
」「
見
込
み
を
相
尋
ね
」

た
事
が
書
か
れ
、
ま
た
同
年
八
月
二
十
八
日
に
本
省
か
ら
「
桜
井
弥

五
□
月
次
御
会
歌
板
刻
願
之
義
ニ
付
照
会
」
と
も
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
本
も
編
者
に
支
障
が
あ
つ
た
の
か
刊
行
は
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
も

の
の
、
こ
の
や
う
に
明
治
十
年
に
は
歌
御
会
始
の
歌
集
や
、
宮
中
の

月
次
歌
会
の
歌
集
の
編
纂
刊
行
が
企
画
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
宮
内
省

は
そ
れ
を
承
知
し
歓
迎
し
て
ゐ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
つ
て
、

『
同
風
集
』
の
刊
行
企
画
も
こ
の
方
針
に
乗
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

但
し
十
三
年
以
降
の
日
記
に
は
、
こ
の
や
う
な
歌
御
會
始
の
歌
集
の

編
纂
に
関
す
る
記
事
が
全
く
な
く
、
こ
の
や
う
な
歌
集
が
編
ま
れ
な

く
な
つ
た
や
う
で
あ
る
。

　

ま
た
同
日
記
か
ら
伺
へ
る
詠
進
に
つ
い
て
の
事
を
指
摘
し
て
お
か

う
。

　

平
成
の
今
日
で
は
翌
年
の
詠
進
歌
の
お
題
は
、
新
年
の
歌
会
始
の

あ
と
す
ぐ
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
締
め
切
り
は
九
月
三
十
日
と
さ
れ
て

ゐ
て
、
歌
を
作
る
の
に
十
分
の
時
間
が
あ
る
。
し
か
し
明
治
初
年
は

さ
う
で
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
『
御
歌
所
日
記
』
か

ら
見
て
み
る
。

　

明
治
八
年
十
一
月
二
十
五
日
条
に

一
、
明
年
一
月
御
歌
會
始
御
兼
題

　
　
　

＼
松
不
改
色

　
　
　
　

寄
書
祝

右
相
伺
之
旨
杉
宮
内
少
輔
エ
申
入
之
所　

御
直
可
伺
定
之　

仍

御
直
々
伺
之
処　

点
之
方
御
治
定
也

と
あ
り
、
明
治
九
年
の
勅
題
を
二
つ
の
候
補
の
中
か
ら
明
治
天
皇
が

直
接
選
ば
れ
、「
松
不
改
色
」
の
方
に
合
点
を
お
着
け
に
な
つ
て
御

治
定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
翌
九
年
の
十
一
月
三
十
日
条
に
は
「
明
治
十
年
一
月
御
歌
會

始
御
題
御
布
達
之
義
案
文
相
添
へ
香
川
大
丞
エ
差
出
候
」
と
あ
り
、

来
年
の
勅
題
を
全
国
に
知
ら
せ
る
為
の
案
文
の
こ
と
が
書
か
れ
て
ゐ

る
。

　

翌
々
年
の
十
一
年
の
十
一
月
十
五
日
条
に
は

一
、
明
治
十
二
年
御
会
始
御
題

　
　

新
年
祝
言

右
以
高
崎
二
等
侍
補
閲
済
之
事

一
、･

新
年
御
会
始
御
題
詠
進
布
達
案　

本
省
庶
務
課
和
田
義
比

ヘ
差
出

と
み
え
る
。
明
治
十
二
年
の
勅
題
が
「
新
年
祝
言
」
と
決
ま
つ
た
こ

と
と
詠
進
歌
募
集
の
案
文
が
本
省
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て

ゐ
る
。
以
上
三
点
か
ら
し
て
も
、
一
般
国
民
の
詠
進
歌
は
十
一
月
中

旬
の
勅
題
の
決
定
、
下
旬
の
布
達
を
受
け
て
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
で

あ
り
、
一
月
の
中
頃
の
歌
御
会
始
ま
で
、
詠
進
の
期
間
は
約
一
ヶ
月

余
で
あ
り
、
今
日
か
ら
考
へ
る
と
極
め
て
短
期
間
で
あ
つ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
時
期
は
一
般
国
民
の
詠
進
を
允
許
さ
れ
て
は
ゐ
た
が
、
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預
撰
歌
は
一
般
国
民
と
は
言
へ
文
学
御
用
掛
な
ど
の
官
職
を
有
し
た

も
の
か
ら
選
ば
れ
て
を
り
、
多
く
の
詠
進
歌
か
ら
選
ぶ
と
云
ふ
作
業

に
か
か
る
日
子
を
考
へ
る
必
要
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し

て
も
あ
ま
り
に
も
短
期
間
の
こ
と
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

ま
た
こ
の
短
期
間
で
毎
年
約
三
千
首
ほ
ど
の
詠
進
歌
が
あ
つ
た
こ
と

も
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。
も
う
一
ヶ
月
あ
れ
ば
詠
進
歌
の
歌

数
は
更
に
増
え
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
反
面
、
詠
進
者
は
ほ

ぼ
毎
年
同
じ
や
う
な
限
ら
れ
た
人
物
で
あ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

詠
進
歌
数
が
増
え
る
の
は
明
治
二
十
年
代
に
な
つ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
つ
た
。

五

　
『
同
風
集
』
は
両
編
と
も
に
正
確
な
刊
記
を
欠
く
が
、
そ
の
年
の

春
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
。
初
編
の
近
藤
芳
樹
の
序
文
は

「
明
治
十
一
年
三
月
」
で
あ
り
、
ま
た
跋
文
も
「
三
月
末
つ
か
た
」

と
あ
る
。
巻
末
に
は
「
明
治
十
一
年
一
月
二
十
二
日
版
権
免
許
」
の

朱
印
が
押
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
月
十
八
日
に
行
な
は
れ
た
歌
御
会
始
の

歌
集
の
許
可
が
そ
の
僅
か
四
日
後
で
あ
る
と
は
か
な
り
周
到
な
準
備

が
な
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
伺
へ
る
。

　

ま
た
二
編
の
伊
藤
博
文
の
題
字
も
「
明
治
十
二
年
初
春
」
と
あ
り
、

巻
末
に
は
「
明
治
十
二
年
四
月
廿
一
日　

版
権
免
許
」
と
刷
ら
れ
て

ゐ
る
。
こ
ち
ら
は
初
編
と
違
ひ
、
三
ヶ
月
後
と
な
つ
て
ゐ
る
。
本
来

版
権
の
申
請
に
は
版
下
も
差
し
出
す
も
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
初
編
は

と
も
か
く
と
し
て
、
二
編
は
四
月
こ
ろ
に
は
一
応
の
編
輯
が
終
は
つ

て
ゐ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
許
可
が
下
り
て
か
ら
版
木
の
制
作
に
か
か

り
九
月
末
頃
に
は
市
販
さ
れ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。
小
泉
苳
三
の

『
明
治
大
正
歌
書
年
表
』
に
は
初
編
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、

二
編
に
つ
い
て
は
十
二
年
の
四
月
の
項
に
そ
の
名
を
あ
げ
て
ゐ
る
。

初
二
編
と
も
に
歌
御
会
始
が
一
月
の
十
八
日
（
4
（

に
行
な
は
れ
て
以
来
、

こ
の
刊
行
ま
で
に
は
半
年
ほ
ど
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。

何
に
ま
れ
こ
の
や
う
な
歌
御
会
始
の
歌
集
を
売
り
出
す
と
は
、
そ
れ

ほ
ど
こ
の
歌
会
に
よ
せ
る
国
民
の
関
心
が
高
か
つ
た
こ
と
の
現
れ
で

あ
つ
た
と
い
へ
ま
い
か
（
（
（

。

　
『
同
風
集
』
に
採
ら
れ
た
国
民
の
詠
進
歌
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
明

治
十
一
年
、
十
二
年
の
歌
御
会
始
に
詠
進
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
そ
し

て
注
目
す
べ
き
は
近
藤
芳
樹
の
序
文
に
も
あ
る
や
う
に
、
願
ひ
に
よ

り
宮
内
省
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
歌

集
の
編
者
が
広
く
歌
御
会
始
の
歌
を
詠
進
し
た
者
に
呼
び
か
け
て
、

そ
の
個
人
な
り
社
中
な
り
か
ら
、
出
来
る
だ
け
提
出
さ
れ
た
歌
を
編

輯
し
た
詠
進
歌
集
が
こ
の
あ
と
幾
つ
か
編
ま
れ
る
（
（
（

が
、
こ
れ
は
そ
の

魁
け
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
掲
出
歌
の
出
所
が
詠
進
さ
れ
た
宮
内

省
か
ら
の
貸
与
で
あ
つ
た
こ
と
が
他
の
歌
集
と
は
違
ふ
性
格
で
あ
る

と
言
へ
る
。
知
る
範
囲
の
知
友
に
呼
び
か
け
て
の
も
の
で
は
な
く
、

集
め
ら
れ
た
文
学
御
用
掛
の
資
料
に
よ
つ
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
さ
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う
な
る
と
こ
こ
に
収
ま
る
歌
は
当
時
の
国
民
詠
進
の
実
際
の
状
況
を

あ
り
の
ま
ま
に
伝
へ
る
資
料
に
な
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　

但
し
扱
ふ
上
で
二
点
注
意
が
必
要
と
な
つ
て
来
る
。
一
つ
は
跋
文

に
も
あ
る
や
う
に
、「
写
し
間
違
ひ
」
も
あ
る
や
も
し
れ
な
い
と
言

ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
歌
数
を
短
期
間
に
写
す
の
で
あ
る
か

ら
筆
耕
も
大
変
な
作
業
で
手
間
も
か
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は

歌
の
み
な
ら
ず
、
作
者
の
氏
名
に
つ
い
て
も
言
へ
よ
う
。
初
二
編
と

も
に
校
合
者
と
し
て
「
筑
前
國
人　

毛
利
千
秋
」
の
名
が
見
え
ま
た

校
合
補
助
と
し
て
「
東
京　

大
沼
相
治
」
の
名
も
見
え
る
。
所
詮
一

人
の
手
で
は
編
輯
で
き
か
ね
る
内
容
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

今
一
つ
の
問
題
点
は
、
跋
文
に
も
あ
つ
た
や
う
に
、
こ
こ
に
載
る

歌
が
、
そ
の
と
き
の
詠
進
歌
の
全
て
で
は
な
い
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。

『
同
風
集
』
を
書
誌
の
上
で
考
へ
る
と
、
初
編
も
二
編
も
ほ
ぼ
同
じ

丁
数
と
な
つ
て
ゐ
て
、
そ
の
構
成
は

初
編
の
上
巻
（
三
五
丁
）　

中
巻
（
三
七
丁
）　

下
巻
（
三
八
丁
）

二
編
の
上
巻
（
三
五
丁
）　

中
巻
（
三
八
丁
）　

下
巻
（
三
九
丁
）

で
あ
り
、
二
編
の
方
が
僅
か
に
二
丁
増
で
あ
る
。
し
か
し
表
一
を
見

る
と
歌
の
数
は
二
編
の
方
が
三
九
首
少
な
く
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
丁
数
の
僅
か
な
増
加
は
長
歌
が
五
首
増
え
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
考
へ
る
と
『
同
風
集
』
は
編
輯
上
予

め
丁
数
が
決
ま
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
定
価
は
不
明
だ
が

書
店
で
販
売
す
る
以
上
、
そ
れ
な
り
の
値
段
が
先
に
決
め
ら
れ
、
そ

の
価
格
に
合
ふ
丁
数
と
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ゆ
ゑ
跋
文
に
、

こ
れ
に
漏
れ
た
も
の
は
続
編
に
編
む
と
書
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。

（
残
念
な
が
ら
続
編
は
編
ま
れ
な
か
つ
た
）
先
に
も
触
れ
た
が
一
般
詠
進

が
始
め
て
行
な
は
れ
た
明
治
七
年
の
詠
進
歌
数
は
始
め
て
の
こ
と
も

あ
つ
て
か
四
〇
三
九
首
と
高
く
、
翌
八
、
九
年
は
三
三
〇
九
首
と
同

数
で
あ
り
、
明
治
十
年
は
三
二
七
〇
首
の
歌
が
詠
進
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
か
う
見
る
と
明
治
初
期
の
詠
進
歌
数
は
三
千
首
台
の
間
で
推
移

し
て
ゐ
て
、『
同
風
集
』
初
二
編
に
載
せ
る
二
千
三
百
か
ら
二
千
四

百
の
数
は
た
し
か
に
そ
の
数
か
ら
み
る
と
や
や
少
な
く
思
は
れ
る
の

で
あ
る
。
か
や
う
に
厳
密
に
言
へ
ば
そ
の
年
の
全
体
の
詠
進
の
様
子

を
示
す
に
は
完
全
で
は
な
く
、
や
や
難
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、

そ
れ
で
も
明
治
初
年
の
国
民
の
詠
進
と
言
ふ
も
の
の
一
端
を
示
す
資

料
に
な
り
得
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

六

　

初
二
編
共
に
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
詠
進
歌
の
内
容
を
纏
め
た
も
の

が
表
一
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
初
編
に
は
総
計
二
四
三
五
首
の
歌
が
載
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
こ
こ
か
ら
御
製
、
御
歌
、
披
講
さ
れ
た
歌
を
除
く
と
二
四

一
二
首
（
短
歌
は
二
三
九
七
）
と
な
る
。
国
民
の
詠
進
歌
の
作
者
氏
名

の
脇
に
は
そ
の
居
住
地
が
都
道
府
県
名
で
書
か
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し

そ
れ
も
完
全
で
は
な
く
、
書
か
れ
て
ゐ
な
い
者
も
あ
る
。
氏
名
の
脇
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に
居
住
地
が
書
か
れ
て
ゐ
る
者
は
一
八
五
九
人
で
あ
り
、
居
住
地
が

書
か
れ
て
ゐ
な
い
者
が
五
五
三
人
ゐ
る
。
こ
れ
は
元
の
歌
稿
に
書
か

れ
て
ゐ
な
か
つ
た
の
か
、
編
者
が
記
載
を
漏
ら
し
た
の
か
明
確
で
は

な
い
。
た
だ
こ
の
五
五
三
人
の
中
に
は
著
名
な
人
物
が
ゐ
て
、
そ
の

居
住
地
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
な
く
と
も
判
明
す
る
者
も
ゐ
る
が
（
（
（

こ
れ
は

の
ち
に
述
べ
る
表
三
の
都
道
府
県
別
数
に
は
入
れ
て
ゐ
な
い
。

　

二
編
に
は
総
計
二
三
九
六
首
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
こ
か

ら
御
製
、
御
歌
、
披
講
さ
れ
た
歌
を
除
く
と
二
三
七
一
首
（
短
歌
は

二
三
五
一
）
と
な
る
。
こ
の
う
ち
氏
名
の
脇
に
居
住
地
が
書
か
れ
て

ゐ
る
者
は
一
八
一
四
人
で
あ
り
、
居
住
地
が
書
か
れ
て
ゐ
な
い
者
が

五
五
七
人
ゐ
る
。
こ
の
五
五
七
人
中
、
二
編
に
は
肩
書
き
に
居
住
地

で
は
な
く
、「
教
導
職
」
と
書
か
れ
て
ゐ
る
者
が
四
〇
四
人
ゐ
る
。

教
導
職
と
は
明
治
五
年
に
大
教
宣
布
の
為
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、

主
に
「
三
条
の
教
則
」
に
基
づ
き
神
職
や
僧
侶
な
ど
が
主
に
社
寺
に

お
い
て
国
体
思
想
や
敬
神
の
念
の
涵
養
の
為
の
説
教
を
し
た
も
の
で
、

明
治
十
七
年
ま
で
置
か
れ
た
。
管
轄
の
教
部
省
は
明
治
十
年
に
廃
止

さ
れ
た
の
で
、
本
歌
集
が
編
ま
れ
た
明
治
十
一
、
十
二
年
の
こ
ろ
は

や
や
混
乱
が
兆
し
始
め
た
こ
ろ
で
あ
つ
た
。

　

こ
こ
に
は
主
に
神
職
と
し
て
著
名
な
者
の
名
が
あ
る
が
（
僧
侶
ら

し
い
名
前
も
数
人
あ
る
。）、
初
編
に
は
居
住
地
で
記
載
さ
れ
て
ゐ
た
者

が
二
編
で
は
教
導
職
と
書
か
れ
て
ゐ
る
の
も
あ
り
こ
れ
は
何
故
で
あ

ら
う
か
判
然
と
し
な
い
（
8
（

。

　

興
味
深
い
こ
と
は
長
歌
が
詠
進
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
数
は

全
体
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
初
編
で
十
五
首
、
二

編
で
二
十
首
と
そ
の
数
は
似
通
つ
た
と
こ
ろ
で
推
移
し
て
ゐ
る
。
今

日
で
言
へ
ば
短
歌
が
当
然
の
こ
と
と
思
は
れ
る
が
、
長
歌
を
禁
じ
て

○
表
一　
『
同
風
集
』
初
二
編　

所
収
歌
集
（
構
成
）

刊
年

勅
題

上
巻

中
巻

下
巻

統
計

居
住
地

有

居
住
地

無

女
子

年
長
者
年
少
者

備
考

御
製

御
歌

被
講
歌

短
歌

短
歌

短
歌

長
歌

初
編
明
治

十
一
年
鶯
入
新
年
語

1

1

21

（（2

88（

（1（

1（

243（
一般 2412
短歌 23（（

18（（

（（3

1（（

1

2

刊
記
ナ
シ

近
藤
芳
樹
序
明
治
十
一
年
三
月

跋
文
明
治
十
一
年
三
月
末
つ
か
た

二
編
明
治

十
二
年

新
年
祝
言

1

1

23

（（2

（10

（4（

20

23（（
一般 23（1
短歌 23（1

1814

（（（
教導職
(404)

1（1

1

1（

明
治
十
二
年
四
月
二
十
一
日
版
権

免
許

題
字
明
治
十
二
年
初
春



204明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 48 号〕平成 23 年 11 月

ゐ
た
わ
け
で
は
な
く
。
長
歌
に
対
す
る
偏
見
な
ど
も
な
か
つ
た
の
で

あ
つ
た
。
ま
た
女
子
の
詠
進
が
初
二
編
と
も
一
九
〇
人
程
度
ゐ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
中
で
初
め
の
方
に
名
を
連
ね
る
皇
族
、
華
族
と
い

つ
た
宮
中
関
係
の
人
物
を
除
い
て
も
一
五
〇
人
ほ
ど
の
女
性
が
歌
を

詠
進
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代
中
期
に
興
つ
た
国
学
は
歌
に

親
し
む
機
会
を
与
へ
、
歌
壇
が
結
成
さ
れ
て
は
女
流
歌
人
と
呼
ば
れ

る
人
物
が
排
出
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
は
ま
だ
そ
の
伝
統
を
継
い
で
ゐ

た
の
で
あ
り
、
漢
詩
が
男
性
の
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
、
和
歌
は
女

性
も
学
べ
た
の
で
あ
り
、
女
子
の
詠
進
も
盛
ん
で
あ
つ
た
こ
と
が
判

る
。

　

ま
た
、
詠
進
者
の
年
齢
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら

う
か
。
表
一
に
よ
る
と
年
齢
が
書
か
れ
て
ゐ
る
年
長
者
が
初
二
編
と

も
に
一
名
、
年
齢
が
書
か
れ
て
ゐ
る
七
歳
か
ら
一
三
歳
の
年
少
者
が

初
編
二
人
、
二
編
に
は
増
え
て
一
九
人
も
詠
進
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
内
訳
を
詳
細
に
分
析
し
た
も
の
が
表
二
で
あ
り
、
年
長
者

は
初
編
で
は
八
五
歳
の
石
上
敬
三（
居
住
地
記
載
な
し
）、
二
編
で
は
八

六
歳
の
敬
一（
姓
、
居
住
地
と
も
不
明
。
も
し
か
す
る
と
前
年
と
同
人
で
名

前
の
記
載
誤
ち
か
）
で
あ
る
。
当
時
の
八
五
歳
は
か
な
り
の
高
齢
者
で

あ
つ
た
こ
と
で
、
年
齢
を
記
載
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
こ

の
他
に
高
齢
者
の
詠
進
が
な
か
つ
た
訳
で
は
な
か
ら
う
が
、
年
齢
の

記
載
が
な
く
、
高
齢
者
は
最
高
齢
を
一
名
と
限
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

　

一
方
、
年
少
者
は
初
編
で
は
七
歳
七
ヶ
月
の
山
崎
不
二
麿
（
居
住

地
開
拓
＝
北
海
道
）、
一
〇
歳
六
ヶ
月
の
山
崎
秋
津
麿
（
同
じ
く
開
拓
。

こ
の
二
人
は
兄
弟
か
）。
二
編
で
は
七
歳
九
ヶ
月
の
三
重
の
橋
本
治
民

を
は
じ
め
一
三
歳
の
石
川
の
飛
鳥
井
栄
女
ま
で
一
九
人
の
名
が
あ
り
、

一
年
で
大
幅
な
増
加
が
あ
つ
た
。
初
編
に
見
え
た
山
崎
秋
津
麿
は
こ

こ
で
は
岐
阜
の
人
と
な
つ
て
ゐ
る
。（
年
齢
は
一
年
の
誤
差
が
あ
る
が
同

人
で
あ
ら
う
。）
一
〇
歳
以
下
が
八
人
も
ゐ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い

で
あ
ら
う
。
一
〇
歳
未
満
の
少
年
の
詠
進
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
こ

の
年
齢
は
数
へ
年
で
あ
る
。

　

今
日
で
も
歌
会
始
の
詠
進
に
年
齢
の
制
限
は
な
い
が
、
そ
れ
は
早

く
明
治
の
時
代
に
於
い
て
も
同
じ
や
う
に
詠
進
が
可
能
で
あ
つ
た
こ

と
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
の
中
で
愛
知
の
深
見
ゆ
た
女
、
同
永
三
郎
、

○
表
二　
『
同
風
集
』
初
二
編　

年
長
・
年
少
者
内
訳

年
長
者

年
少
者

初
編
石
上
敬
三
85　
　
（
一
人
）
開
拓　

山
崎
不
二
麿
7.7　
　

開
拓　

山
崎
秋
津
麿
10.6

（
二
人
）

二
編 　

　

敬
一
86　
　
（
一
人
）
三
重　

橋
本
治
民　

7.9　
　

岐
阜　

山
崎
不
二
麿
8.6

長
野　

藤
澤
政
一
郎
9.3　
　

愛
知　

深
見
ゆ
た
女
9.3

茨
城　

田
中
ふ
さ
子
10.1　
　

長
野　

矢
嶋
岸
太
郎
10.4

愛
知　

深
見
永
三
郎
10.7　
　

千
葉　

谷
下
田
機
女
10.10

埼
玉　

斎
藤
仁
女　

11　
　

長
野　

小
林
石
雄　

11.4

愛
知　

深
見
ひ
ろ
女
11.7　
　

長
崎　

清
田
幸
女　

12

長
崎　

陽
堯
女　
　

12　
　

長
崎　

渡
邊
ゆ
か　

12

高
知　

後
藤
梢
女　

12　
　
（
不
明
）竹
内
菊
女　

12

東
京　

鰭
崎
ミ
ち
女
12.4　
　

岐
阜　

山
崎
秋
津
麿
12.5

石
川　

飛
鳥
井
栄
女
13　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
人
）
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○
表
三　

府
県
別　

掲
載
数
（
居
住
地
ニ
明
記
ノ
ア
ル
モ
ノ
ニ
ヨ
ル
ノ
ミ
）

北
海
道

青
森

岩
手

秋
田

宮
城

山
形

福
島

茨
城

栃
木

群
馬

千
葉

埼
玉

東
京

神
奈
川

新
潟

初編

短
歌

（

（3

3（

（0

10

4（

（2

2（

8

（1

41

1（

12（

3（

（（

長
歌

1

2

1

1

1

1

1

1

二編

短
歌

12

83

40

40

30

3（

（3

30

11

（3

40

4（

20（

33

48

長
歌

1

1

2

1

1

1

1

1

1

富
山

石
川

福
井

長
野

山
梨

静
岡

岐
阜

愛
知

三
重

京
都

奈
良

和
歌
山

大
阪　

（
堺
含
ム
）

滋
賀

兵
庫

初編

短
歌

0

82

0

8（

2（

4（

8（

1（（

4（

44

1

13

（8

2（

28

長
歌

1

1

1

二編

短
歌

0

（2

0

110

（

2（

（4

131

43

（1

0

20

40

3（

34

長
歌

4

2

1

1

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

岡
山

広
島

山
口

鳥
取

島
根

福
岡

大
分

佐
賀

長
崎

熊
本

宮
崎

鹿
児
島

沖
縄

初編

短
歌

0

0

23

1（

4（

2（

1（

0

1（0

48

22

0

（2

3（

0

20

0

長
歌

1

1

二編

短
歌

0

0

14

32

22

8

2（

0

10（

4（

2（

0

42

20

0

（（

0

長
歌
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同
ひ
ろ
女
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
り
、
母
深
見
年
女
（
登
之
女
と
も
）
は

三
河
の
国
学
者
村
上
忠
順
の
女
で
あ
つ
た
。
忠
順
は
初
二
編
と
も
詠

進
し
て
を
り
、
こ
の
年
少
者
の
詠
進
に
は
か
や
う
な
家
庭
環
境
が
あ

つ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。

七

　

表
三
は
居
住
者
の
名
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
者
を
府
県
別
分
布
に
纏

め
た
数
で
あ
る
。
初
二
編
と
も
前
に
述
べ
た
や
う
に
居
住
地
が
明
確

に
分
か
る
者
も
、
こ
こ
で
は
そ
の
数
に
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
の
で
こ
の

人
数
は
確
実
な
数
（
分
布
）
と
は
言
ひ
難
い
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る

程
度
そ
の
傾
向
は
伺
へ
よ
う
。

　

詠
進
歌
数
の
最
も
多
い
の
は
東
京
で
あ
る
。
こ
れ
は
華
族
の
殆
ど

が
東
京
に
住
居
し
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
が
、
人
口
が
多
い
こ
と

も
関
連
し
よ
う
が
、
そ
れ
に
比
し
て
大
坂
や
京
都
が
少
な
い
の
は
な

ぜ
で
あ
ら
う
。
地
方
別
で
見
る
と
愛
知
、
島
根
、
長
野
な
ど
が
多
く
、

ま
た
そ
の
反
面
（
確
実
な
数
で
は
な
い
と
前
置
き
し
て
お
く
が
）
富
山
、

福
井
、
徳
島
、
香
川
、
鳥
取
、
佐
賀
、
宮
崎
、
沖
縄
が
皆
無
で
あ
る

の
も
印
象
深
い
。
た
だ
全
国
的
に
見
て
も
北
海
道
（
開
拓
）
か
ら
鹿

児
島
ま
で
ほ
ぼ
二
十
人
か
ら
四
十
人
く
ら
ゐ
の
人
数
は
確
実
に
詠
進

し
て
を
り
、
全
国
に
題
を
頒
つ
歌
御
会
始
の
こ
と
は
、「
各
府
縣
に

達
し
、
随
意
詠
進
せ
し
め
」
た
明
治
七
年
か
ら
五
年
し
て
、
こ
の
や

う
な
状
況
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
個
人
と
し
て
の
詠
進

も
あ
つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
地
方
の
歌
壇
な
ど
、
主
要
な
実
力
者

が
ゐ
て
、
そ
の
指
導
を
し
て
ゐ
た
場
合
に
は
そ
の
社
中
で
纏
め
て
の

詠
進
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
（
（
（

。

　

ま
た
地
方
別
の
詠
進
に
つ
い
て
は
、
こ
の
期
の
明
治
天
皇
の
御
巡

幸
の
影
響
も
あ
る
や
も
し
れ
な
い
。
明
治
九
年
、
明
治
天
皇
は
東
北

へ
御
巡
幸
し
た
ま
う
た
。
こ
の
時
に
こ
の
地
方
の
国
民
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
詩
歌
を
宮
内
省
が
纏
め
た
も
の
が
『
埋
木
の
花
』
で
あ
る
。
ま

た
『
同
風
集
』
の
初
編
が
刊
行
さ
れ
た
明
治
十
一
年
八
月
に
は
、
天

皇
は
新
潟
、
北
陸
、
東
海
方
面
へ
巡
幸
、
聖
駕
を
進
め
し
め
給
う
た
。

こ
の
時
巡
幸
の
地
の
国
民
か
ら
献
ぜ
ら
れ
た
詩
歌
を
宮
内
省
で
編
輯

し
た
も
の
が
『
千
草
の
花
』
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
御
巡
幸
に
併
せ

て
国
民
が
詩
歌
を
献
上
す
る
い
と
な
み
は
、
こ
の
新
年
の
歌
御
會
始

の
詠
進
と
同
じ
事
を
意
味
し
よ
う
。
詳
細
な
検
討
は
ま
た
と
し
て
、

御
巡
幸
に
和
歌
を
献
じ
た
者
は
新
年
の
詠
進
を
も
し
て
ゐ
る
だ
ら
う

と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
二
編
に
年
少
者
と
し
て
名
の
あ

つ
た
、
愛
知
県
の
深
見
永
三
郎
の
歌
が
『
千
草
の
花
』
に
見
え
る
こ

と
で
あ
る
。
三
河
の
国
学
者
村
上
忠
順
の
女
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
深
見

家
は
巡
幸
に
あ
た
り
一
族
し
て
歌
を
献
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ

れ
は
歌
御
會
始
の
詠
進
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

八

　

編
者
飯
山
綱
之
助
の
伝
は
不
明
で
あ
り
、
こ
の
他
に
歌
集
の
編
纂
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は
し
て
ゐ
な
い
。
宮
内
省
に
に
歌
を
貸
与
し
て
ほ
し
い
と
願
ふ
な
ど
、

何
か
し
ら
人
脈
関
係
が
あ
つ
た
者
な
の
で
あ
ら
う
か
。
校
合
を
手
伝

つ
た
毛
利
千
秋
に
つ
い
て
も
そ
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
千
秋

は
明
治
十
二
年
に
『
類
題
和
歌
聯
玉
集
』
を
編
纂
刊
行
し
て
ゐ
る
（
（（
（

。

こ
れ
は
徳
川
時
代
か
ら
の
名
歌
を
類
題
し
た
も
の
で
、
そ
の
跋
文
に

井
上
文
雄
の
妾
で
あ
つ
た
松
の
戸
三
草
子
が
千
秋
に
つ
い
て
「
椙
の

舎
の
あ
る
じ
千
秋
ぬ
し
年
頃
敷
島
の
道
に
心
さ
し
深
く
て
、
そ
の
世

の
歌
を
か
う
集
め
…
…
」
と
あ
り
、
号
を
椙
の
舎
と
言
ひ
、
歌
に
興

味
が
あ
つ
た
者
と
言
へ
る
。
ま
た
こ
の
歌
集
の
巻
頭
に
明
治
九
年
の

歌
御
会
始
「
新
年
望
山
」（
但
シ
「
新
年
見
山
」
ト
誤
ル
）
の
御
製
、

御
歌
、
以
下
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
ほ
か
十
二
人
の
歌
が
掲
載
さ
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
明
治
九
年
の
御
製
が
三
年
お
い
て
十
二
年
に
な
つ

て
刊
行
さ
れ
た
の
も
不
思
議
で
あ
り
、
や
や
も
す
る
と
版
下
は
早
く

明
治
九
年
に
出
来
て
ゐ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。（
但
し
三
条
西
季
知
題

字
明
治
十
二
年
夏
、
岩
崎
維
慊
の
序
文
明
治
十
二
年
五
月
、
自
序
同
年
同
月
、

松
の
戸
三
草
子
跋
文
同
年
七
月
で
あ
る
。
ま
た
千
秋
は
本
歌
集
を
『
聯
玉
和

歌
今
代
集
』
と
改
名
し
て
刊
行
を
し
て
ゐ
る
の
も
な
ぜ
だ
ら
う
か
）。
何
れ

に
せ
よ
千
秋
は
歌
御
会
始
の
歌
を
掲
載
す
る
こ
と
に
拘
り
が
あ
つ
た

人
物
で
あ
つ
た
こ
と
が
言
へ
ま
い
か
。

　

こ
の
や
う
に
見
て
く
る
と
当
時
の
国
民
の
、
歌
御
会
始
の
和
歌
に

対
す
る
関
心
は
明
治
初
年
か
ら
高
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
明
治
五
年

の
歌
御
会
始
の
歌
は
当
時
創
刊
さ
れ
た
ば
か
り
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
、

こ
れ
を
受
け
た
の
か
、『
大
日
本
歌
書
綜
覧
』
に
よ
る
と
こ
の
年
に

『
明
治
五
年
御
歌
会
始
歌
集
』
が
刊
行
さ
れ
て
を
り
翌
年
に
も
『
明

治
六
年
御
歌
会
始
歌
集
』
が
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
管
見
の
か
ぎ

り
で
は
明
治
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
岡
部
啓
五
郎
の
編
に
な
る
『
明
治

好
音
集
』
に
明
治
五
年
の
歌
御
会
始
（
勅
題
風
光
日
々
新
）
の
御
製
、

御
歌
、
明
治
六
年
（
勅
題
新
年
祝
道
、
但
シ
新
年
道
祝
ト
誤
）
の
御
製
、

御
歌
、
ま
た
明
治
七
年
（
勅
題
迎
年
言
志
）
の
御
製
、
御
歌
が
載
り
、

さ
ら
に
こ
の
書
が
刊
行
さ
れ
た
明
治
八
年
（
勅
題
都
鄙
迎
年
）
の
も

の
が
御
製
、
御
歌
以
下
十
九
首
載
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
御
製
、

御
歌
を
は
じ
め
主
だ
つ
た
人
物
の
詠
で
あ
り
、
宮
内
省
に
許
可
を
得

た
の
で
は
な
く
、
先
に
刊
行
さ
れ
た
歌
集
や
新
聞
に
よ
つ
た
の
で
あ

ら
う
。

　

橘
東
世
子
、
同
道
守
に
よ
つ
て
編
纂
刊
行
さ
れ
た
『
明
治
歌
集
』

に
は
そ
の
初
編
（
明
治
九
年
一
月
刊
）
に
明
治
六
、
七
年
の
勅
題
歌
、

二
編
（
明
治
十
年
八
月
刊
）
に
は
明
治
八
年
の
勅
題
歌
、
三
編
（
明
治

十
二
年
四
月
刊
）
に
明
治
十
一
年
の
勅
題
歌
と
い
つ
た
や
う
に
第
六

編
（
明
治
十
七
年
刊
）
ま
で
に
勅
題
の
歌
を
掲
載
し
て
ゐ
る
。（
こ
の

後
は
編
者
、
橘
道
守
は
独
立
し
た
『
御
歌
会
始
御
題
詠
進
歌
集
』（
初
編
明

治
二
十
一
年
）
を
刊
行
し
、『
明
治
歌
集
』
に
は
敢
へ
て
掲
載
せ
ず
。）
ま
た

明
治
九
年
の
も
の
が
『
類
題
和
歌
聯
玉
集
』
に
あ
つ
た
こ
と
は
先
に

述
べ
た
。
さ
ら
に
下
澤
保
躬
編
の
『
明
治
花
月
集
』（
明
治
十
一
年
刊
）

に
は
明
治
十
年
の
御
製
、
御
歌
以
下
渡
忠
秋
ま
で
十
九
人
の
歌
を
載
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せ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
本
稿
で
扱
つ
た
『
同
風
集
』
初
二

編
が
あ
る
。
ま
た
上
田
維
暁
編
の
『
類
題
明
治
和
歌
集
』
は
、
明
治

十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
物
集
高
世
の
『
類
題
採
花
集
』
を
そ
の
ま
ま

改
題
し
、
巻
頭
に
明
治
十
五
年
「
河
水
久
澄
」
か
ら
明
治
二
十
九
年

「
寄
山
祝
」
ま
で
の
歌
御
会
始
の
歌
を
纏
め
て
あ
る
。
地
方
に
目
を

転
ず
れ
ば
、
明
治
十
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
新
潟
県
下
の
歌
人
の
歌

を
纏
め
た
『
越
佐
歌
集
』
の
巻
頭
に
、
明
治
十
八
年
の
御
題
「
雪
中

早
梅
」
と
断
り
、
二
十
一
首
も
の
歌
が
掲
げ
て
あ
る
。
こ
れ
は
実
際

の
詠
進
歌
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
別
掲
の
明
治
十
五
年
の
勅
題
の

彩
色
絵
入
り
の
一
枚
刷
り
（
架
蔵
）
な
ど
は
、
作
者
の
詳
細
が
判
ら

な
い
も
の
の
、
こ
の
や
う
に
一
枚
刷
り
と
し
て
配
布
し
た
も
の
も
あ

り
、
こ
れ
も
当
時
の
国
民
の
歌
御
会
始
に
寄
せ
た
思
ひ
の
表
れ
で
あ

つ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
歌
御
会
始
は
明
治
十
年
代
半
ば
に
な

る
と
広
く
国
民
に
浸
透
し
、
歌
に
興
味
あ
る
人
々
の
関
心
と
な
つ
て

い
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
か
や
う
に
思
へ
ば
こ
の
『
同
風
集
』
初
二
編

が
編
ま
れ
た
こ
と
も
当
時
の
こ
の
や
う
な
風
潮
を
受
け
た
も
の
と
し

て
は
大
き
な
意
義
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
当
時
の
国
民
詠
進

の
様
子
を
今
に
伝
へ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　

な
ほ
三
編
が
編
ま
れ
な
か
つ
た
の
は
出
版
と
い
ふ
経
済
的
な
営
み

の
点
も
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
本
歌
集
に
序
文
を
寄
せ
、
刊
行
に

賛
意
を
示
し
た
御
用
掛
の
近
藤
芳
樹
が
逝
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る

の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
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註（1
）　

こ
の
こ
と
を
初
め
、
明
治
初
期
の
御
歌
所
に
つ
い
て
は
宮
本
誉
士

『
御
歌
所
と
国
学
者
』
に
詳
し
い
。

（
2
）　

宮
内
庁
書
陵
部
公
文
書　

明
治
初
期
の
も
の
は
自
明
治
八
年
至
明

治
十
一
年
合
冊
、
自
明
治
十
二
年
至
十
四
年
合
一
冊
が
あ
る
。

（
3
）　

明
治
十
年
の
『
官
員
録
』
宮
内
省
の
条
に
「
中
録　

エ
ヒ
メ
和
田

義
比
」
と
あ
る

（
4
）　

こ
の
こ
ろ
の
歌
御
会
初
め
は
十
八
日
に
固
定
さ
れ
て
ゐ
た
。

（
（
）　

巻
末
の
売
捌
き
書
店
を
み
る
と
、
初
編
は
発
売
人
北
畠
茂
兵
衛
ほ

か
、
東
京
は
稲
田
佐
兵
衛
以
下
八
店
、
大
坂
が
柳
原
喜
兵
衛
以
下

五
店
、
西
京
が
村
上
勘
兵
衛
と
、
三
都
で
全
て
で
十
五
店
。
二
編

は
更
に
増
え
、
発
売
人
北
畠
茂
兵
衛
ほ
か
一
名
、
東
京
は
稲
田
佐

兵
衛
以
下
三
十
一
店
、
大
坂
が
柳
原
喜
兵
衛
以
下
九
店
、
西
京
が

村
上
勘
兵
衛
以
下
二
店
、
尾
張
が
片
野
東
四
郎
、
豊
後
府
中
の
山

川
正
三
郎
、
肥
後
熊
本
水
島
貫
之
、
雲
州
松
江
川
岡
清
介
と
四
十

八
店
と
な
つ
て
ゐ
る
。
本
書
の
需
要
が
全
国
に
あ
つ
た
こ
と
と
な

り
、
国
民
が
広
く
歌
御
会
始
め
に
関
心
を
抱
い
て
ゐ
た
証
し
と
な

ら
う
。

（
（
）　

例
へ
ば
弾
舜
平
編
『
御
代
の
花
』（
明
治
十
六
年
を
初
編
と
し
、

明
治
二
十
九
年
十
二
編
ま
で
）、
大
塚
眞
彦
、
橋
本
信
行
編
『
明

治
十
七
年
御
歌
会
歌
集
』、
京
都
の
邦
光
社
に
お
け
る
『
邦
光
社

歌
集
』、
橘
道
守
の
『
御
歌
会
始
御
題
詠
進
歌
集
』（
初
編
明
治
二

十
一
年
）
な
ど
。

（
（
）　

居
住
地
の
記
載
は
な
い
が
そ
の
所
在
が
思
料
さ
れ
る
主
な
人
物

（
東
京
在
住
と
思
料
さ
れ
る
者
）
公
家
、
大
名
の
華
族
多
数
。
猿

渡
盛
章
、
猿
渡
盛
愛
、
大
久
保
忠
保
、
平
岡
好
國
、
吉
野
義
巻
、

松
浦
辰
男
、
三
田
朝
花
尼
、
柴
田
花
守
、
古
川
躬
行
、（
京
都
在

住
と
思
料
さ
れ
る
者
）
大
橋
長
熹
（
大
阪
在
住
と
思
料
さ
れ
る
者
）

滋
岡
従
長
、（
秋
田
在
住
と
思
料
さ
れ
る
者
）
北
原
雅
長
（
埼
玉

在
住
と
思
料
さ
れ
る
者
）
栗
原
茂
景
、
栗
原
正
景
（
神
奈
川
在
住

と
思
料
さ
れ
る
者
）
福
住
正
兄
（
群
馬
在
住
と
思
料
さ
れ
る
者
）

尾
高
高
雅
（
島
根
在
住
と
思
料
さ
れ
る
者
）
千
家
尊
福
、
千
家
尊

澄
、
北
島
全
孝
、
北
島
若
麻
呂
、
名
和
大
年
（
三
重
在
住
と
思
料

さ
れ
る
者
）
橋
村
淳
風
、
木
戸
野
勝
隆
（
山
口
在
住
と
思
料
さ
れ

る
者
）
黒
神
直
臣
（
静
岡
在
住
と
思
料
さ
れ
る
者
）
小
国
重
友

（
福
岡
在
住
と
思
料
さ
れ
る
者
）
船
曳
鐵
門
（
長
崎
在
住
と
思
料

さ
れ
る
者
）
中
島
広
行
、
坂
本
秋
郷
、
坂
本
秋
稲
（
熊
本
在
住
と

思
料
さ
れ
る
者
）
長
瀬
幸
室

（
8
）　

教
道
職
と
し
て
見
え
る
主
な
名
は
秋
山
光
条
、
新
居
守
村
、
井
上

頼
寿
、
江
刺
恒
久
、
落
合
直
亮
、
久
米
幹
文
、
黒
神
直
臣
、
近
藤

芳
介
、
坂
本
秋
郷
、
佐
伯
利
麻
呂
、
猿
渡
盛
愛
、
滋
岡
従
長
、
柴

田
顕
光
、
柴
田
花
守
、
下
澤
保
躬
、
寺
井
種
清
、
中
村
守
手
、
名

和
大
年
、
福
崎
季
連
、
船
曳
鐵
門
、
宮
西
諸
助
、
本
居
豊
穎
、
山

田
衛
居
な
ど

（
（
）
私
の
手
元
に
和
歌
山
の
日
前
國
懸
社
の
神
職
社
中
（
紀
尚
俊
ほ
か

十
人
）
が
明
治
七
年
の
歌
御
會
始
に
詠
進
し
た
控
へ
が
あ
る
。

（
10
）
版
権
免
許
は
同
年
三
月
二
十
九
日　

毛
利
千
秋
の
住
所
は
「
赤
坂

福
住
町
壱
番
地
寄
留
」
と
あ
る
。

　

本
稿
を
な
す
に
あ
た
つ
て
『
御
歌
所
日
記
』
の
閲
覧
を
許
さ
れ
た
宮
内
庁

書
陵
部
に
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
東
京
都
立
小
岩
高
等
学
校
主
任
教
諭　

博
士（
神
道
学
））


