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明
治
天
皇
の
和
歌
に
関
し
て

中

澤

伸

弘

一

　

今
年
は
明
治
天
皇
の
百
年
祭
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
明
治
天
皇
の

和
歌
に
関
し
て
気
に
な
る
こ
と
ど
も
を
些
か
書
き
留
め
て
お
き
た

く
思
ふ
。

　

明
治
天
皇
が
御
生
涯
に
お
詠
み
遊
ば
さ
れ
た
御
製
の
数
は
実
に

夥
し
い
も
の
と
承
る
。
ま
さ
に
歌
聖
に
ま
し
ま
し
た
。
明
治
に
な

つ
て
す
ぐ
に
文
学
御
用
掛
を
設
け
、
さ
ら
に
そ
れ
が
御
歌
所
と
な

つ
て
、
毎
年
の
新
年
の
歌
御
会
始
の
儀
を
は
じ
め
宮
中
の
歌
会
を

司
ら
し
め
、
ま
た
三
条
西
季
知
や
高
崎
正
風
ら
に
御
製
拝
見
を
仰

せ
つ
け
歌
道
を
振
作
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は

宮
本
誉
士
氏
の
『
御
歌
所
と
国
学
者
』
に
詳
し
い
。

　

維
新
以
前
、
明
治
天
皇
（
睦
仁
親
王
）
の
御
若
き
こ
ろ
の
和
歌

習
作
の
御
師
範
は
御
父
孝
明
天
皇
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
慶
応

二
年
に
孝
明
天
皇
が
崩
じ
給
う
や
、
そ
の
翌
三
年
五
月
二
十
八
日

に
従
前
書
道
の
師
範
で
い
ら
し
た
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
を
「
歌
道

師
範
」
と
定
め
給
う
た
。
こ
の
こ
と
を
『
明
治
天
皇
紀
』
の
同
日

条
に
「
歌
道
の
稽
古
は
従
来
父
帝
親
し
く
指
導
し
た
ま
ひ
、
別
に

師
範
を
定
め
ら
れ
ざ
り
し
が
、
是
に
至
り
て
此
の
命
あ
り
、
尚
権

中
納
言
飛
鳥
井
雅
典
・
同
冷
泉
為
理
に
命
じ
、
来
月
よ
り
隔
月
交

互
に
和
歌
御
稽
古
の
歌
題
を
上
ら
し
め
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
ま
た

『
幟
仁
親
王
行
実
』
に
は
や
や
詳
細
に
次
の
や
う
に
あ
る
。

五
月
二
十
八
日
午
後
議
奏
柳
原
権
大
納
言
光
愛
二
条
摂
政
の

命
を
齎
し
て
参
邸
、
聖
上
歌
道
御
師
範
を
仰
せ
だ
さ
る
ゝ
旨

を
伝
へ
ら
る
。
…
未
だ
祐
宮
御
殿
に
在
し
ま
せ
し
頃
、
安
政

四
年
十
一
月
、
宝
算
甫
め
て
六
、
既
に
御
歌
を
詠
じ
給
ひ
、

随

想
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七
八
歳
の
頃
よ
り
天
機
を
候
せ
ら
る
ゝ
毎
に
、
和
歌
五
題
を

賜
は
り
、
其
の
御
詠
進
を
待
ち
て
菓
子
を
賜
は
る
を
例
と
し
、

時
に
は
ま
た
御
父
天
皇
親
ら
添
削
あ
ら
せ
ら
る
ゝ
こ
と
も
あ

り
き
。
斯
く
の
如
く
和
歌
の
御
学
習
は
御
幼
稚
の
時
よ
り
親

し
く
御
父
天
皇
の
御
指
導
を
受
け
給
ひ
、
又
帥
典
侍
広
橋
静

子
等
の
女
房
を
御
相
手
と
し
て
御
稽
古
あ
ら
さ
れ
し
…
中
略

…
か
く
て
是
に
至
り
て
歌
道
御
師
範
の
内
命
を
親
王
に
伝
へ

ら
る
ゝ
事
と
な
り
し
な
り
。

　

和
歌
の
御
師
範
と
し
て
は
孝
明
天
皇
に
次
い
で
、
ま
づ
は
有
栖

川
宮
幟
仁
親
王
に
学
ば
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
幟
仁
親
王
は
当
時
の

朝
廷
に
お
い
て
和
歌
熟
達
の
聞
こ
え
が
あ
り
、
ま
た
有
栖
川
御
流

の
書
法
も
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
幟
仁
親
王
は
嘉
永
四
年
三
月
二
十

三
日
に
飛
鳥
井
雅
光
か
ら
「
和
歌
天
仁
遠
波
伝
授
」
を
受
け
て
お

い
で
で
あ
る
。

二

　

徳
川
時
代
の
朝
廷
の
、
ま
た
堂
上
の
和
歌
を
語
る
と
き
に
、

「
古
今
伝
授
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
く
る
。「
古
今
伝
授
」
と

は
名
の
通
り
古
今
和
歌
集
の
解
釈
を
口
伝
で
伝
へ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
中
世
以
降
和
歌
を
詠
む
際
の
一
つ
の
規
範
と
さ
れ
、「
古

今
伝
授
」
を
受
け
て
ゐ
な
い
も
の
は
歌
人
と
名
乗
る
に
は
相
応
で

な
く
、
憚
り
が
あ
る
と
言
つ
た
風
潮
ま
で
も
生
ん
で
ゐ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
幟
仁
親
王
も
お
受
け
に
な
ら
れ
た
「
て
に
を

は
」
の
伝
授
の
他
、
和
歌
三
部
抄
伝
授
、
伊
勢
物
語
伝
授
、
ま
た

懐
紙
の
書
法
な
ど
の
切
紙
伝
授
な
ど
様
々
で
あ
る
が
、
内
容
は
と

も
か
く
こ
れ
が
和
歌
創
作
の
秘
事
と
さ
れ
そ
れ
ゆ
ゑ
に
権
威
の
象

徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
詳
細
は
横
井
金
男
の
『
古
今
伝
授
の
史

的
研
究
』
が
あ
る
。
和
歌
は
心
の
発
露
で
あ
り
、
自
由
に
詠
む
べ

き
で
あ
る
と
主
張
す
る
荷
田
在
満
や
本
居
宣
長
ら
が
こ
れ
を
鋭
く

批
判
し
た
の
も
宜
な
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　

然
し
中
世
ま
で
の
長
い
和
歌
の
歴
史
の
中
か
ら
、
東
常
縁
を
経

て
創
作
さ
れ
て
い
つ
た
「
古
今
伝
授
」
は
徳
川
初
期
の
後
水
尾
天

皇
の
頃
か
ら
朝
廷
の
堂
上
和
歌
の
場
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
と
な
つ
て
い
き
、
大
き
な
権
威
を
伴
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

「
御
所
伝
授
」
と
呼
ば
れ
る
和
歌
伝
授
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

徳
川
時
代
の
天
皇
は
み
な
こ
の
伝
授
を
お
受
け
に
な
ら
れ
、
明
治

天
皇
に
近
い
頃
で
は
曽
祖
父
光
格
天
皇
は
後
桜
町
天
皇
よ
り
そ
れ

を
御
伝
授
さ
れ
、
皇
祖
考
仁
孝
天
皇
は
光
格
天
皇
か
ら
御
伝
授
が

あ
つ
た
。
ま
た
皇
考
孝
明
天
皇
は
嘉
永
五
年
十
二
月
八
日
に
飛
鳥

井
雅
久
か
ら
「
和
歌
天
仁
遠
波
伝
授
」
を
、
安
政
元
年
七
月
二
十

七
日
に
「
和
歌
三
部
抄
伝
授
」
を
同
人
か
ら
受
け
て
ゐ
る
。
飛
鳥

井
家
は
和
歌
の
家
で
あ
り
、
雅
久
は
幟
仁
親
王
に
伝
授
し
た
飛
鳥

井
雅
光
の
子
で
あ
り
、
そ
の
子
雅
典
は
明
治
天
皇
に
隔
月
に
歌
題

を
献
上
す
べ
き
沙
汰
を
蒙
つ
た
こ
と
、
さ
き
に
『
明
治
天
皇
紀
』
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に
み
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
幟
仁
親
王
の
御
父
韶
仁
親
王
は
光
格

天
皇
か
ら
ご
伝
授
の
事
が
あ
つ
た
。
更
に
ま
た
孝
明
天
皇
は
崩
御

二
日
前
の
十
二
月
二
十
七
日
に
雅
久
の
子
雅
典
に
「
古
今
集
御
伝

の
一
封
」
を
授
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
当
時
に
お
い
て
古
今
伝
授

は
和
歌
の
実
作
に
は
も
は
や
無
関
係
な
も
の
と
見
ら
れ
て
は
ゐ
た

の
で
あ
ら
う
が
、
か
や
う
に
盛
ん
に
伝
授
さ
れ
て
ゐ
た
の
は
、
こ

の
伝
授
の
有
無
が
宮
廷
和
歌
の
伝
統
で
あ
り
権
威
で
も
あ
つ
た
と

言
へ
よ
う
。
地
下
の
批
判
な
ど
意
に
介
さ
ぬ
の
で
あ
つ
た
。

　

和
歌
の
道
に
優
れ
さ
せ
給
う
た
明
治
天
皇
は
、
か
や
う
な
古
今

伝
授
の
歴
史
に
つ
い
て
父
帝
か
ら
お
聞
き
に
な
つ
て
い
ら
し
た
こ

と
で
あ
ら
う
し
、
そ
れ
が
伝
統
と
権
威
で
あ
る
こ
と
を
御
理
解
の

上
、
ま
た
和
歌
の
実
作
に
は
無
用
な
も
の
で
あ
る
と
も
ご
承
知
で

あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
明
治
天
皇
は
古
今
伝
授
を
御
受
け
に
な
ら

れ
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
宮
廷
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
御
所
伝

授
」
は
孝
明
天
皇
を
以
て
絶
え
、
明
治
天
皇
に
は
伝
へ
ら
れ
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
否
、
幟
仁
親
王
は
じ
め
、
ほ
か
の
相
承
者
が
伝

授
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
明
治
天
皇
は
そ
れ
を

望
ま
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

維
新
後
の
文
学
御
用
掛
や
御
歌
所
の
設
置
、
ま
た
そ
こ
に
旧
来

の
堂
上
の
和
歌
の
家
の
者
を
補
任
せ
ず
に
、
民
間
か
ら
歌
に
名
の

あ
る
歌
人
国
学
者
を
採
用
し
た
の
は
、
そ
の
や
う
な
宮
廷
の
和
歌

に
つ
い
て
の
旧
来
の
仕
来
り
へ
の
反
省
で
あ
り
、
中
世
の
古
今
伝

授
か
ら
脱
皮
し
た
新
た
な
和
歌
の
道
を
求
め
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ

つ
た
と
拝
察
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
何
で
も
「
伝
授
」
を
廃
さ
れ

た
訳
で
も
な
く
、
そ
の
証
し
に
同
じ
く
伝
授
と
名
の
付
く
「
御
拝

伝
授
」
は
受
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
毎
朝
の
清
涼
殿
石
灰
壇
で

の
御
作
法
を
白
川
伯
家
か
ら
伝
授
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
皇
位

を
お
践
み
に
な
る
と
行
は
れ
た
儀
礼
で
あ
つ
た
。
孝
明
天
皇
は
御

即
位
後
の
弘
化
四
年
三
月
神
祇
伯
白
川
資
敬
王
か
ら
受
け
、
ま
た

明
治
天
皇
は
明
治
元
年
二
月
に
同
じ
く
白
川
伯
家
の
資
訓
王
か
ら

そ
の
御
作
法
を
伝
授
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

か
や
う
に
見
れ
ば
旧
儀
で
あ
る
和
歌
伝
授
の
廃
止
こ
そ
「
旧
来

ノ
陋
習
ヲ
破
」
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
中
世
以
来
綿
々
と
伝
授
さ
れ
、

受
け
伝
へ
て
き
た
も
の
を
断
つ
に
は
か
な
り
の
勇
気
が
要
た
こ
と

と
思
は
れ
る
。
こ
の
あ
と
古
今
伝
授
は
宮
中
に
倣
ひ
、
堂
上
歌
人

の
家
で
も
廃
止
と
な
つ
た
。
僅
か
に
地
下
の
歌
人
と
し
て
名
を
馳

せ
た
有
賀
家
に
伝
へ
ら
れ
た
や
う
で
、
明
治
二
十
年
に
有
賀
長
憐

が
元
丹
波
篠
山
藩
士
の
安
藤
直
紀
に
与
へ
た
書
き
物
が
私
の
手
許

に
あ
る
。
か
や
う
な
幕
末
維
新
期
の
宮
廷
で
の
古
今
伝
授
史
を
纏

め
よ
う
と
思
ひ
つ
つ
な
か
な
か
時
間
が
取
れ
ず
に
あ
る
。

三

　

幕
末
か
ら
明
治
へ
か
け
て
の
尾
張
の
国
学
者
で
あ
る
、
小
寺
玉

晁
の
見
聞
録
で
あ
る
『
丁
卯
雑
拾
録
』
は
幕
末
か
ら
明
治
初
年
の



明治天皇の和歌に関して･（中澤）419

さ
ま
ざ
ま
な
記
事
を
題
名
の
如
く
拾
ひ
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
巻
頭
の
「
傍
観
紀
事
」
に
は
今
上
御
製
と
称
し
て
、
孝
明
天
皇

の
御
製
を
四
首
、「
亥
三
月
十
一
日
加
茂
へ
行
幸
の
時
御
製
」「
同

四
月
男
山
行
幸
の
時
御
製
」
と
題
し
て
同
じ
く
孝
明
天
皇
の
御
製

を
四
首
の
計
八
首
を
謹
載
し
て
ゐ
る
。
巻
頭
の
二
首
は

朝
な
夕
な
民
や
す
か
れ
と
い
の
る
身
の
心
に
か
か
る
こ
と
く

に
の
ふ
ね

戈
と
り
て
守
れ
宮
人
九
重
の
み
は
し
の
櫻
風
そ
よ
ぐ
な
り

で
あ
る
。
こ
の
御
製
は
幕
末
期
の
孝
明
天
皇
を
語
る
と
き
に
必
ず

と
言
つ
て
よ
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
幕
末

の
名
古
屋
で
は
人
口
に
膾
炙
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ

ら
の
御
製
が
真
に
孝
明
天
皇
の
も
の
で
あ
る
か
は
確
証
は
な
く
謎

で
あ
る
。
前
者
は
六
角
博
通
子
爵
の
所
蔵
の
叢
書
の
中
に
あ
る
と

言
ひ
、
後
者
は
禁
門
の
変
の
折
の
御
作
と
し
て
、
幕
府
を
「
あ
ぢ

き
な
や
ま
た
あ
ぢ
き
な
や
」
と
嘆
じ
た
御
製
と
と
も
に
世
に
伝
へ

ら
れ
て
ゐ
る
。

　

ま
た
興
味
深
い
の
は
こ
こ
に
明
治
天
皇
の
御
歌
が
記
載
さ
れ
て

ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

皇
太
子
御
詠　

御
年
十
三

夷
等
を
ま
ね
き
し
人
を
も
ろ
と
も
に
払
ひ
尽
さ
む
神
風
も
が

な

　

御
年
十
三
歳
と
い
ふ
と
元
治
元
年
の
御
作
と
な
る
。
明
治
天
皇

は
万
延
元
年
宝
算
九
を
以
て
儲
君
に
御
治
定
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で

こ
の
記
録
の
通
り
に
皇
太
子
と
し
て
の
御
詠
に
は
間
違
ひ
な
い
。

や
や
も
す
る
と
儲
君
の
御
身
で
お
詠
み
遊
ば
さ
れ
た
御
歌
で
、
民

間
に
さ
う
と
伝
へ
ら
れ
た
も
の
は
こ
の
一
首
だ
け
で
は
な
か
ら
う

か
。「
夷
等
を
ま
ね
き
し
人
」
と
は
父
帝
孝
明
天
皇
の
勅
許
に
反

し
て
外
国
に
開
港
を
認
め
た
幕
府
へ
の
批
判
で
あ
ら
う
か
。
花
鳥

風
月
を
詠
む
和
歌
と
は
違
ひ
、
お
若
き
明
治
天
皇
も
御
父
帝
と
御

同
情
で
い
ら
し
た
こ
と
が
伺
へ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
も
真

に
明
治
天
皇
の
御
作
で
あ
る
か
は
判
ら
な
い
。
い
づ
れ
に
せ
よ
直

接
に
大
御
言
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ぬ
時
代
に
か
や
う
に
洩
れ
来
る

御
製
や
御
歌
を
、
そ
れ
が
た
と
へ
何
人
か
の
仮
作
で
あ
ら
う
と
も

国
民
は
こ
こ
か
ら
天
皇
及
び
皇
室
の
叡
慮
を
拝
し
た
の
で
あ
つ
た
。

四

　

孝
明
天
皇
を
は
じ
め
御
歴
代
の
天
皇
の
和
歌
は
『
列
聖
全
集
』

が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
、
あ
ま
り
国
民
は
知
ら
な
か
つ
た
の
が
実
情

で
あ
ら
う
。
断
片
的
で
は
あ
る
が
明
治
八
年
の
刊
行
の
転
々
堂
藍

泉
の
編
に
な
る
『
近
世
報
国
百
人
一
首
』
の
巻
頭
に
「
ぬ
ば
玉
の

夜
す
が
ら
冬
の
寒
き
に
も
つ
れ
て
思
ふ
は
国
民
の
こ
と
」
の
孝
明

天
皇
の
御
製
が
載
り
、
そ
の
欄
外
に
先
の
「
戈
と
り
て
」
の
歌
が

載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
「
ぬ
ば
玉
の
」
の
歌
は
嘉
永
七
年
三
月

二
十
二
日
の
鴨
社
御
法
楽
の
折
の
和
歌
で
あ
り
、
は
や
く
に
国
民
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に
洩
れ
聞
こ
え
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
治
初
年
に
流
行
し
た
か
や
う
な
『
○
○
百
人
一

首
』
に
は
明
治
天
皇
の
御
製
、
ま
た
皇
后
陛
下
（
昭
憲
皇
太
后
）

の
御
歌
な
ど
を
載
せ
る
も
の
が
幾
つ
か
あ
る
。

　

歌
御
会
始
の
和
歌
は
明
治
初
年
か
ら
新
聞
に
報
道
さ
れ
て
ゐ
た

が
、
国
民
の
関
心
が
高
ま
る
の
は
国
民
の
詠
進
を
允
許
さ
れ
た
明

治
十
一
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
『
○
○
百
人
一
首
』

の
流
行
に
輪
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
十
一
年
刊
の
『
新
撰
明
治
百
人
一
首
』（
岡
田
霜
船
編
）
に

は
巻
頭
に
御
製
と
し
て
「
新
し
き
年
の
ほ
ぎ
こ
と
い
ふ
人
に
お
く

れ
ぬ
け
さ
の
鶯
の
声
」
と
あ
り
、
次
丁
に
皇
后
宮
の
御
歌
、
つ
い

で
皇
族
と
し
て
「
一
品
親
王
幟
仁
」、「
二
品
親
王
熾
仁
」、「
二
品

親
王
妃
薫
子
」、「
二
品
親
子
内
親
王
」
の
歌
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
、
同
熾
仁
親
王
、

同
妃
、
孝
明
天
皇
皇
妹
和
宮
親
子
内
親
王
（
静
寛
院
宮
）
で
あ
り
、

親
子
内
親
王
の
歌
の
他
は
こ
の
年
の
歌
御
会
始
の
時
の
勅
題
「
鶯

入
新
年
語
」
に
よ
つ
て
詠
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
歌

は
早
く
に
公
表
さ
れ
る
の
で
そ
こ
か
ら
採
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か

だ
が
、
親
子
内
親
王
の
歌
（
玉
敷
の
都
も
鄙
も
隔
て
な
き
年
を
む
か

ふ
る
御
代
の
ゆ
た
け
さ
）
は
明
治
八
年
の
歌
御
会
始
の
時
の
勅
題

「
都
鄙
迎
年
」
に
よ
つ
て
詠
進
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
親
子
内
親
王

は
こ
の
前
年
、
明
治
十
年
に
薨
去
な
さ
つ
て
ゐ
る
の
で
そ
の
追
慕

の
意
味
も
含
め
て
の
掲
載
で
あ
つ
た
の
だ
ら
う
。
翌
明
治
十
二
年

刊
の
『
明
治
英
名
百
詠
撰
』（
篠
田
仙
果
編
）
に
は
巻
頭
に
「
明
治

天
皇
」
と
作
者
の
名
（
ま
だ
こ
の
諡
号
は
な
い
の
だ
が
）
を
記
し
て

報国百人一首明治英名百詠撰
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こ
の
年
の
歌
御
会
始
め
の
勅
題
「
新
年
祝
言
」
の
御
製
「
あ
ら
玉

の
年
も
か
は
り
ぬ
今
日
よ
り
は
民
の
心
も
い
と
ど
ひ
ら
け
ん
」
を

挙
げ
、
つ
い
で
皇
后
宮
の
同
題
「
新
年
祝
言
」
の
御
歌
を
載
せ
る
。

つ
い
で
皇
族
と
し
て
熾
仁
親
王
の
「
二
葉
よ
り
」
の
歌
、
和
宮
の

名
で
「
人
皆
の
こ
こ
ろ
の
限
り
尽
く
し
て
の
後
こ
そ
ふ
か
め
伊
勢

の
神
風
」
の
歌
を
載
せ
る
。
後
者
の
二
首
は
こ
の
時
の
歌
御
会
始

め
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
れ
も
ま
た
ど
こ
か
ら
か
採
つ
た
こ
と

と
な
る
。

　

明
治
十
四
年
刊
の
『
明
治
英
名
百
人
一
首
』（
安
井
乙
熊
編
）
に

は
御
製
「
う
ゑ
お
き
し
庭
の
呉
竹
よ
よ
を
へ
て
変
ら
ぬ
色
の
た
の

も
し
き
哉
」、
つ
い
で
皇
后
宮
の
「
み
が
か
ず
ば
玉
も
か
が
み
も

何
か
せ
ん
学
び
の
道
も
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ
」
を
載
せ
て
ゐ
る
。

御
製
は
こ
の
年
歌
御
会
始
の
時
の
勅
題
「
竹
有
佳
色
」
に
詠
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
皇
后
宮
の
も
の
は
そ
れ
で
は
な
く
。
明
治
八

年
に
東
京
女
子
師
範
学
校
に
御
下
賜
に
な
つ
た
御
歌
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
れ
ら
の
本
に
書
か
れ
て
ゐ
る
御
製
の
挿
絵
に
も
時
代
に

よ
る
変
遷
が
伺
へ
る
。
初
期
の
も
の
に
は
御
簾
の
下
に
束
帯
の
装

束
を
覗
か
せ
る
図
に
よ
る
、
高
貴
な
人
物
を
連
想
さ
せ
る
旧
来
の

大
和
絵
の
技
法
に
従
つ
て
ゐ
る
が
、
明
治
十
四
年
刊
の
『
明
治
英

名
百
人
一
首
』
で
は
、
竜
顔
は
御
簾
に
隠
れ
て
は
ゐ
る
が
、
お
召

し
も
の
が
御
制
服
（
軍
服
）
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
つ
て
、
い

か
に
も
明
治
を
伺
は
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
旧
来
の
装
束

を
着
た
天
皇
の
詠
ま
れ
た
和
歌
で
は
な
く
、
軍
隊
を
も
統
率
す
る

新
し
い
時
代
の
日
本
の
天
皇
の
詠
ま
れ
た
和
歌
と
言
つ
た
感
覚
が

伺
へ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
国
民
の
天
皇
像
の
変
化
を
物
語

明治英名百人一首今人名誉百人一首
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つ
て
ゐ
よ
う
。

　

ま
た
少
し
時
代
が
下
が
っ
て
明
治
十
七
年
刊
『
今
人
名
誉
百
人

一
首
』（
細
島
市
太
郎
編
）
に
は
今
ま
で
の
御
簾
に
隠
れ
て
ゐ
た
竜

顔
の
絵
で
は
な
く
御
製
「
深
み
ど
り
色
も
替
は
ら
ぬ
松
が
枝
の
常

磐
か
き
葉
の
末
い
は
ふ
な
り
」
と
皇
后
宮
の
御
歌
「
君
と
臣
心
の

色
に
う
つ
さ
め
や
い
つ
も
替
は
ら
ぬ
松
の
み
ど
り
を
」
を
短
冊
に

認
め
て
載
せ
て
ゐ
る
。
こ
の
二
首
は
と
も
に
明
治
十
年
の
歌
御
会

始
の
時
の
も
の
（
勅
題
「
松
不
改
色
」）
で
あ
り
、
七
年
後
の
歌
集

に
載
る
の
も
不
自
然
で
は
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
も
は
や
竜
顔
は
描

か
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。
明
治
二
十
一
年
の
『
前
賢

故
実
百
首
』
巻
頭
の
明
治
天
皇
像
は
明
治
六
年
制
の
御
制
服
の
御

真
影
そ
の
も
の
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
こ
と
に
よ
る
天
皇
像
の
変

化
は
本
紀
要
前
号
の
刑
部
氏
の
「
明
治
天
皇
の
服
制
と
天
皇
像
」

に
詳
し
い
。

　

か
や
う
に
御
歌
会
始
の
歌
を
巻
頭
に
載
せ
る
こ
と
は
一
つ
の
流

行
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
皇
族
の
御
歌
を
ど
こ
か
ら
採
つ
て

き
た
の
か
が
気
に
な
つ
て
ゐ
る
。
何
れ
に
せ
よ
明
治
初
年
か
ら
国

民
は
御
製
や
御
歌
に
興
味
を
抱
い
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
新
聞
の
報

道
な
ど
か
ら
皇
室
の
動
静
を
知
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
皇
室
は
か

や
う
に
和
歌
を
通
し
て
も
国
民
の
生
活
に
違
和
感
な
く
存
在
し
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
幕
末
来
皇
室
に
よ
せ
た
国
民
性
の

表
れ
で
あ
り
、
逆
に
か
や
う
な
和
歌
の
存
在
が
そ
の
証
拠
と
も
な

る
の
で
あ
る
。

（
東
京
都
立
小
岩
高
等
学
校
主
任
教
諭
）

前賢故実百首




