
宗
尊
親
王
の
和
歌

実
感
実
情
歌
を
中
心
に

序

宗
尊
親
王
は
、
仁
治
三
（
一
二
四
三
）
年
、
後
嵯
峨
天
皇
の
第
一

皇
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
母
（
平
棟
元
女
棟
子
）
の
出
自
の
た
め
立

坊
は
せ
ず
、
建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
、
十
一
歳
で
元
服
し
た
後
、

幕
府
に
請
わ
れ
て
関
東
に
下
向
し
、
第
六
代
征
夷
大
将
軍
と
な
る
。

文
永
三
（
一
二
六
六
）
年
、
幕
府
に
対
す
る
謀
反
の
嫌
疑
に
よ
り
将

軍
を
廃
せ
ら
れ
帰
京
、
同
九
三
三
七
二
）
年
二
月
に
父
法
皇
の
崩

御
を
機
に
出
家
し
、
同
十
一
年
三
一
一
七
四
）
年
に
＝
一
十
三
歳
の
短

い
生
涯
を
閉
じ
た
。

こ
の
薄
幸
な
皇
族
将
軍
は
、
和
歌
を
非
常
に
好
ん
だ
。
親
王
の
和

歌
は
、
多
く
が
後
世
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
は
、

入
江
に
は
か
も
ぞ
な
く
な
る
か
つ
し
か
の
ま
ま
の
う
ら
風
さ
む

く
ふ
く
ら
し

（
『
柳
葉
和
歌
集
』
よ
り
〉

な
ど
の
万
葉
風
の
歌
を
多
く
詠
ん
だ
こ
と
で
は
注
目
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
一
般
に
注
意
を
引
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
親
王
の
和
歌
を
読
む
と
き
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
万

中

子

山

伸

葉
風
と
は
少
し
趣
が
違
う
、
実
感
実
情
を
率
直
に
詠
ん
だ
歌
が
非
常

に
多
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
親
王
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
和
歌
そ

の
も
の
の
優
劣
よ
り
も
、
歌
の
背
景
に
あ
る
親
王
の
「
人
間
性
」
と

歌
風
と
の
関
係
を
探
る
こ
と
に
興
味
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
親
王
の
和
歌
を
、
将
軍
時
代
・
将
軍
更
迭
事
件
直
後

・
晩
年
の
一
一
一
期
の
詠
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
親
王
の

心
境
を
考
え
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
独
特
の
歌
風
を
考
察
し
、
親
王

に
と
っ
て
和
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
探
っ
て
い

き
た
い
。

な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
は
、
新
編
国
歌
大
観
七
巻
私
家
集
編
E

（角

川
書
店
）
所
収
の
『
柳
葉
和
歌
集
』
『
理
玉
和
歌
集
』
『
中
書
王
御

詠
』
『
竹
風
和
歌
抄
』
を
用
い
、
和
歌
の
引
用
は
全
て
、
こ
れ
に
よ

る。
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第
一
抄

将
軍
時
代
の
和
歌

親
主
の
鎌
倉
将
軍
時
代
の
和
歌
資
料
と
し
て
は
、
散
倹
し
た
『
初



心
愚
草
』
を
除
く
と
、
次
の
一
二
つ
が
あ
る
。

一
、
『
二
一
百
首
和
歌
』
文
永
一
元
（
一
二
六

O
）
年
十
月
以
前
の
成
立

二
、
『
瞳
玉
和
歌
集
』
文
永
元
（
一
二
六
回
）
年
成
立

三
、
『
柳
葉
和
歌
集
』
文
永
三
（
一
一
一
六
六
）
年
前
半
期
の
撰
か

こ
の
う
ち
、
『
護
玉
集
』
は
、
五

O
七
首
の
う
ち
、
『
一
二
百
首
和
歌
』

『
柳
葉
集
』
と
一
一
六
一
首
一
致
し
て
お
り
、
文
応
元
年
頃
か
ら
文
永

一
克
年
ま
で
（
親
王
十
九
歳
か
ら
二
十
一
一
一
歳
）
お
よ
そ
四
年
間
の
秀
歌

選
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
章
で
は
、
『
理
玉

和
歌
集
』
の
五

O
七
首
を
資
料
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

同

宗
尊
親
王
の
和
歌
は
、
細
川
幽
斎
の
『
聞
書
全
集
』
に
、

宗
尊
親
王
は
さ
し
も
歌
口
に
て
お
は
せ
し
を
、
つ
ね
に
為
家
卿

御
風
腫
悪
し
き
の
由
い
さ
め
申
さ
れ
し
な
り
。
果
し
て
世
に
用

ゐ
ら
れ
ぬ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
京
都
歌
壇
の
人
々
に
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
『
正
徹
物
語
』
に
、

（や
e
A
〉

宗
尊
親
王
は
四
季
の
膏
に
も
、
良
も
す
れ
ば
述
懐
を
詠
み
給
ひ

し
を
難
に
申
し
け
る
也
。

と
あ
り
、
親
王
の
和
歌
の
特
徴
で
あ
る
、
題
詠
で
あ
っ
て
も
述
懐
を

露
わ
に
詠
み
こ
ん
だ
歌
が
多
い
こ
と
は
、
当
時
の
歌
人
達
の
作
風
と

大
い
に
相
違
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

惜
花
と
い
ふ
こ
と
を

聞
き
そ
め
し
昔
さ
へ
こ
そ
う
か
り
け
れ
う
つ
ろ
ふ
花
の
を
し

き
あ
ま
り
は

夏
御
歌
の
中
に

68 

待
ち
わ
び
し
時
こ
そ
あ
ら
め
郭
公
聞
く
に
も
物
の
か
な
し
か

る
ら
ん

和
歌
所
に
て
を
の
こ
ど
も
結
番
歌
読
み
侍
り
け
る
次
に

う
く
つ
ら
き
物
な
り
け
り
な
深
く
る
夜
の
月
の
空
行
く
秋
の

む
ら
雲

な
ど
、
四
季
の
部
に
お
い
て
、
「
う
し
」
「
つ
ら
し
」
「
か
な
し
」
な
ど

の
語
を
使
っ
た
歌
が
、
『
理
玉
集
』
に
も
少
な
く
な
い
。
皇
子
で
あ

り
、
高
い
地
位
に
あ
り
、
し
か
も
最
も
多
感
な
三
十
歳
前
後
の
青
年

の
詠
に
し
て
は
、
厭
世
的
な
心
情
が
し
ば
し
ば
和
歌
に
表
現
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
独
特
の
歌
風
は
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

『
現
玉
集
』
五

O
七
首
に
つ
い
て
、
「
う
し
」
「
つ
ら
し
」
「
か
な

し
」
な
ど
の
悲
哀
を
表
す
語
の
使
用
数
を
調
べ
る
と
、
表
ー
の
よ
う

に
な
る
。
ま
た
、
表
1
の
四
語
の
ほ
か
、
「
さ
び
し
」
が
一
五
語
、

115 220 涙
しカミ しつ
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「
う
ら
む
」
が
二
二
語
、

語
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
宗
尊
親
王
が
、
そ
の
歌
風
や
、
悲
運
の
将
軍
と
い
う
境
遇

の
類
似
性
か
ら
し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
る
源
実
朝
の
『
金
塊
和
歌
集
』

に
つ
い
て
、
同
様
に
調
べ
て
み
た
（
表
2
〉
。
ど
の
語
に
つ
い
て
も
、

『
車
玉
集
』
に
比
べ
る
と
、
非
常
に
少
な
い
。
特
に
四
季
の
部
に
お

い
て
は
、
歌
数
に
対
す
る
、
四
語
の
総
数
の
割
合
が
『
金
塊
集
』
は

四
%
、
『
事
玉
集
』
は
二
五
%
で
あ
る
。
親
王
が
、
悲
哀
を
表
す
語
を

い
か
に
多
用
し
た
か
が
わ
か
る
。

次
に
、
親
王
の
述
懐
の
歌
を
具
体
的
に
挙
げ
て
、
考
察
し
て
い
く
。

三
月
尽
を

回
さ
だ
め
な
き
う
き
世
に
も
似
ぬ
な
ら
ひ
か
な
日
を
か
ぎ
り
け

る
春
の
別
は

朝
顔
を

m
は
か
な
し
と
何
か
は
い
は
む
世
の
中
は
か
く
こ
そ
有
り
け
れ

あ
さ
が
ほ
の
花

を
の
こ
ど
も
、
題
を
さ
ぐ
り
て
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
時

雨
を

捌
身
に
し
れ
ば
し
ぐ
る
る
雲
、
ぞ
あ
は
れ
な
る
空
も
う
き
世
や
か

な
し
か
る
ら
ん

こ
れ
ら
の
歌
は
四
季
の
部
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
全
て
に
共
通

し
て
い
る
の
は
、
「
世
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

「
世
」
と
は
「
う
き
世
」
で
あ
り
、
「
さ
だ
め
な
し
」
「
は
か
な
し
」

な
ど
の
語
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
春
の
別
」
「
あ
さ
、
が
ほ
の

花
」
「
時
雨
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
の
に
、
「
う
き
世
」
を
嘆
く
気
持

「
い
と
ふ
」
が
一

O
語、

「
な
げ
く
」
が
八

を
、
同
じ
比
重
で
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
作
風
こ
そ
、
『
正
徹
物
語
』
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
歌
風
と

言
え
る
、
だ
ろ
う
。

『
直
視
玉
集
』
に
お
い
て
「
う
き
世
」
の
語
は
一

O
語
使
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
「
世
の
中
の
う
き
」
「
世
の
中
の
う
し
」
が
合
わ
せ
て
四

例
、
「
世
の
う
さ
」
が
三
例
、
「
よ
の
中
を
あ
な
う
と
歎
く
」
が
一
例

あ
る
。
親
王
が
、
こ
の
世
を
憂
き
も
の
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
、

充
分
想
像
で
き
る
。

和
歌
所
に
て

聞
な
が
む
れ
ば
た
だ
何
と
な
く
物
う
く
て
涙
こ
ぼ
る
る
秋
の
空

カ
な

雑
御
歌
中
に

捌
よ
の
中
を
あ
な
う
と
歎
く
こ
と
し
あ
れ
ば
ま
づ
こ
ぼ
れ
け
る

我
が
涙
か
な

人
人
に
よ
ま
せ
さ
せ
給
ひ
し
百
首
に

制
い
か
に
み
て
思
ひ
き
だ
め
む
う
つ
っ
と
も
夢
と
も
な
き
は
此

世
な
り
け
り

こ
の
よ
う
に
、
「
よ
の
中
を
あ
な
う
と
歎
く
」
親
王
は
、
「
夢
の
う
き

世
」
を
生
き
る
わ
が
身
を
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

五
十
首
御
歌
中
に

さ
の
み
や
は
う
き
身
の
と
が
に
か
こ
つ
べ
き
秋
の
け
し
き
の

さ
そ
ふ
涙
を

述
壊
廿
首
御
歌
に

う
き
も
又
我
が
身
の
と
が
に
歎
く
か
な
世
の
こ
と
わ
り
に
物

忘
し
て

-67ー
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ど
ち
ら
も
「
と
が
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
身
分
も
地
位
も
高
く
、

何
不
自
由
な
く
暮
ら
し
て
い
る
は
ず
の
親
王
で
あ
る
の
に
、
わ
が
身

の
す
べ
て
を
逃
れ
ら
れ
な
い
宿
命
と
思
い
、
諦
め
よ
う
と
し
て
お
り
、

そ
の
気
持
の
表
れ
が
「
う
き
身
の
と
が
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

日
開

次
に
挙
げ
る
歌
に
は
、
宗
尊
親
王
が
し
ば
し
ば
用
い
た
「
う
し
」

「
つ
ら
し
」
な
ど
の
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
親
王
の
当
時
の
心

境
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

述
懐

組
有
り
て
身
の
か
ひ
ゃ
な
か
ら
ん
国
の
た
め
民
の
た
め
に
と
思

ひ
な
さ
ず
は

細
心
を
ば
む
な
し
き
物
と
な
し
は
て
て
世
の
た
め
に
の
み
身
を

や
ま
か
せ
む

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
は
、
親
王
の
立
場
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
北
条
氏
が
実
権
を
握
っ
て
い
る
た
め
将
軍
と
は
名
ば
か
り

の
む
な
し
い
立
場
で
あ
る
。
『
増
鏡
』
（
内
野
の
雪
）
に
、

さ
で
も
、
院
の
第
一
の
御
子
は
、
（
略
）
当
代
生
ま
れ
さ
せ
給
ひ

に
し
の
ち
は
、
お
し
げ
た
れ
て
お
は
し
ま
す
に
、
建
長
元
年
、

后
腹
に
こ
の
官
さ
へ
さ
し
つ
X
き
光
り
出
で
給
へ
れ
ば
、
い
よ

／
＼
い
ま
は
思
ひ
た
え
ぬ
る
御
契
り
の
ほ
ど
を
、
わ
た
く
し
物

に
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
。
源
氏
に
ゃ
な
し
た

て
ま
つ
ら
ま
し
な
ど
お
ぼ
す
も
、
な
ほ
あ
か
ね
ば
、
た
け
ム
御
子

に
て
、
東
の
主
に
な
し
き
こ
え
て
ん
と
お
ぼ
し
て
（
略
）

と
あ
り
、
親
王
の
父
後
嵯
峨
院
は
、
皇
位
の
望
み
の
な
い
愛
児
の
幸

福
を
考
え
、
親
王
を
将
軍
と
し
て
関
東
へ
送
る
こ
と
を
決
め
た
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
十
一
歳
と
い
う
年
少
で
あ
っ
た
親

王
も
、
鎌
倉
で
毎
日
を
過
ご
す
う
ち
に
、
執
権
北
条
氏
の
飾
り
で
し

か
な
い
将
軍
と
し
て
の
立
場
を
敏
感
に
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

A
ノ

こ
の
よ
う
に
、
親
王
の
嘆
き
は
、
し
ば
し
ば
自
分
自
身
へ
と
向
け

ら
れ
て
い
る
。
『
理
玉
集
』
に
お
い
て
、
自
己
・
自
身
を
表
す
語
に
注

意
す
る
と
、
「
わ
れ
」
の
語
が
五
語
、
「
わ
が
」
二

O
語
（
「
わ
が
身
」

九
語
を
含
む
）
、
「
身
」
一
一
一
語
（
但
し
、
「
わ
が
身
」
は
除
く
）
な

ど
、
多
く
見
出
さ
れ
る
。
特
に
、
「
身
」
は
、
「
う
き
身
」
五
語
、
「
晴

れ
が
た
き
身
」
「
た
の
ま
れ
ぬ
身
」
「
あ
は
れ
な
る
身
」
各
一
語
な
ど
、

悲
し
い
身
の
上
を
連
想
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

わ
が
身
を
嘆
き
が
ち
な
親
王
の
歌
に
は
、
出
家
へ
の
憧
れ
を
詠
ん

だ
も
の
が
あ
る
。

出
家
を

制
こ
と
し
げ
き
浮
世
の
ま
ぎ
れ
打
ち
す
て
て
す
ま
ば
や
山
の
奥

の
庵
に

人
人
に
よ
ま
せ
さ
せ
給
ひ
し
百
首
に

銅
山
里
も
す
み
う
く
成
り
ぬ
い
づ
ち
又
あ
く
が
れ
そ
む
る
心
な

る
ら
む

し
か
し
、
親
王
が
出
家
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
詠
ま
れ
て
か
ら
十
年

ほ
ど
後
の
文
永
九
年
、
父
後
嵯
峨
院
崩
御
の
直
後
で
あ
る
。
将
軍
時

代
の
親
王
が
本
気
で
出
家
を
考
え
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

題
し
ら
ず

山
ふ
か
く
す
ま
む
と
ま
で
は
な
け
れ
ど
も
事
し
げ
き
ょ
を
よ

~68-
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そ
に
き
か
ば
や

お
な
じ
十
首
御
歌
に

い
と
ひ
て
も
後
を
い
か
に
と
思
ふ
こ
そ
猶
世
に
と
ま
る
心
な

り
け
れ

雑
御
歌
中
に

す
っ
と
て
も
憂
身
ひ
と
つ
は
惜
し
か
ら
ず
人
の
情
に
思
ひ
わ

び
ぬ
る

俗
世
を
離
れ
た
い
と
い
う
気
持
が
な
く
は
な
い
の
だ
、
が
、
「
山
ふ
か

く
」
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
。
「
後
を
い

か
に
」
と
思
う
気
持
ち
ゃ
、
「
人
の
情
」
に
、
ど
う
し
て
も
心
が
引
き

と
め
ら
れ
て
、
や
は
り
こ
の
世
に
ま
だ
未
練
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

心
情
の
ほ
う
が
、
親
王
の
本
音
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

同

以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
将
軍
時
代
の
宗
尊
親
王
の
和
歌
を
見
て
き

た
が
、
親
王
の
実
感
実
情
歌
か
ら
は
、
彼
の
人
物
像
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。

親
王
の
厭
世
思
想
は
、
何
か
具
体
的
な
出
来
事
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
、
彼
の
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か

に
、
後
嵯
峨
帝
の
第
一
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
帝
位
に
つ
け
な

か
っ
た
こ
と
、
将
軍
と
し
て
関
東
へ
下
向
し
た
も
の
の
、
実
権
を
握

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
世
の
中
や
わ
が
身
を
し
き

り
に
嘆
い
た
原
因
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が

直
接
の
原
因
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
を
取
り
巻
く
人
々
や
、
世
間
の

空
気
に
非
常
に
敏
感
で
神
経
質
な
性
格
に
よ
っ
て
、
親
王
の
厭
世
思

想
は
形
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
軍
時
代
の
親
王
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は
、
世
の
中
を
「
う
し
」
と
嘆
く
の
も
、
「
う
き
身
の
と
が
」
と
諦
め

る
の
も
、
出
家
に
憧
れ
る
の
も
、
自
分
自
身
の
心
の
底
か
ら
わ
き
起

こ
っ
た
心
情
に
よ
る
も
の
で
、
自
己
の
外
側
に
は
、
は
っ
き
り
と
し

た
原
因
は
な
い
の
で
あ
る
。

将
軍
更
迭
事
件
直
後
の
和
歌

文
永
三
年
七
月
、
宗
尊
親
王
は
将
軍
を
廃
せ
ら
れ
、
鎌
倉
を
追
放

さ
れ
た
。
将
軍
更
迭
の
理
由
は
、
「
将
軍
御
謀
反
」
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
事
件
は
、
青
年
将
軍
に
成
長
し
た
宗
尊
親
王
が
反

得
宗
勢
力
と
結
び
つ
く
の
を
恐
れ
た
北
条
氏
の
断
行
に
よ
る
も
の
で
、

親
王
自
身
に
は
幕
府
に
対
す
る
異
図
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
執

権
の
座
を
死
守
し
よ
う
と
す
る
北
条
氏
に
と
っ
て
は
、
青
年
将
軍
の

〈
注
1
〉

排
除
は
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

親
王
の
運
命
を
一
転
さ
せ
た
こ
の
事
件
直
後
の
和
歌
に
は
、
無
実

の
嫌
疑
を
受
け
て
鎌
倉
を
追
放
さ
れ
た
親
王
の
苦
悩
が
、
は
っ
き
り

と
表
れ
た
も
の
が
多
い
。
本
章
で
は
、
そ
の
文
永
三
年
後
半
期
の
和

歌
を
考
察
し
て
い
く
。
文
永
三
年
以
後
の
詠
を
収
載
す
る
親
王
の
家

集
に
は
、
次
の
一
一
つ
が
あ
る
。

一
、
『
中
書
王
御
詠
』
文
永
四
（
一
二
六
七
）
年
十
三
月
の
成
立

二
、
『
竹
風
和
歌
抄
』
文
永
十
三
三
七
三
）
年
か
十
一
年
の
成
立

考
察
に
あ
た
っ
て
、
『
竹
風
和
歌
抄
』
巻
一
（
文
永
三
年
十
月
五
百
首

歌
）
一

O
四
首
と
、
巻
二
一
（
文
永
三
年
八
月
百
五
十
首
歌
）
の
二
八

八
首
、
そ
し
て
、
『
中
書
王
御
詠
』
所
載
の
、
文
永
三
年
後
半
期
の
詠

〈
注
2
〉

と
思
わ
れ
る
三

O
首
の
計
四
一
一
一
一
首
を
対
象
と
す
る
。

第

章
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対
象
と
す
る
四
二

二
首
に
つ
い
て
、

『
理
玉
集
』
と
同
様

に
心
情
語
の
数
を
調

べ
る
と
、
表
3
の
よ

う
に
な
る
。
「
う
し
、

つ
ら
し
、
か
な
し
、

涙
』
の
四
語
は
計
一

二
二
語
で
、
歌
数
に

対
す
る
割
合
は
二

九
%
、
『
現
玉
集
』

の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
悲
哀
の
気
持
を
直
接
に
表
す
こ
れ
ら
の
語

の
使
用
数
が
、
不
幸
な
事
件
を
体
験
す
る
以
前
と
、
体
験
し
た
後
で

変
化
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
心
情
語
を
和
歌
に
用
い

る
の
は
、
も
と
も
と
宗
尊
親
王
の
作
歌
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
『
車
玉
集
』
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
『
竹
風
和
歌
抄
』
巻

一
・
巻
三
で
は
見
出
さ
れ
る
語
に
、
「
う
れ
ふ
」
（
一
六
語
）
「
泣
く
」

（
八
一
語
）
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
将
軍
を
廃
せ
ら

れ
た
親
王
の
嘆
き
悲
し
む
姿
を
訪
併
と
さ
せ
る
、
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
悲
哀
を
表
す
動
調
は
、
「
う
ら
む
」
「
い
と
ふ
」

「
な
げ
く
」
な
ど
の
心
情
語
、
が
、
『
理
玉
集
』
に
も
見
出
さ
れ
る
の

で
、
必
ず
し
も
事
件
直
後
の
詠
に
特
徴
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。

そ
こ
で
、
語
数
だ
け
で
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語

を
使
っ
た
和
歌
そ
の
も
の
を
比
較
し
て
み
た
い
。

表 3

①
「
う
ら
む
」

A
－
－
－
『
理
玉
和
歌
集
』

人
人
に
よ
ま
せ
さ
せ
給
ひ
し
百
首
に

出
散
り
は
て
て
後
こ
そ
花
は
か
な
し
け
れ
待
ち
こ
し
程
を
な
に

恨
み
け
む

旅
宿
月
と
い
ふ
事
を

制
都
思
ふ
た
び
ね
の
夢
の
さ
め
ぬ
ま
に
恨
み
や
し
つ
る
秋
の
よ

の
月

B
I
l
l
『
竹
風
和
歌
抄
』
巻
一
・
巻
一
一
一

述
懐

m
こ
と
の
は
も
お
よ
ぼ
ば
こ
そ
は
う
ら
み
て
も
な
き
て
も
人
に

身
を
ぼ
う
れ
へ
め

不
恨

聞
か
か
り
け
る
む
く
ひ
も
お
の
が
つ
ら
さ
に
て
身
を
こ
そ
な
げ

け
よ
を
ば
恨
み
ず

A
で
は
、
「
待
ち
こ
し
程
」
「
秋
の
よ
の
月
」
な
ど
を
「
恨
む
」
対
象

と
し
て
お
り
、
単
に
何
か
を
嘆
く
と
い
う
意
味
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て

B
で
は
、
少
し
意
味
合
が
違
う
と
思
わ
れ
る
。
明
ら

か
に
、
親
王
が
世
の
中
や
他
人
に
対
す
る
不
信
感
を
抱
い
て
い
る
ζ

と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

②
「
い
と
ふ
」
（
省
略
）

③
「
な
げ
く
」

A
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百
番
御
歌
合
に

う
き
事
の
身
に
そ
ふ
秋
と
な
げ
き
て
も
猶
う
と
ま
れ
ぬ
よ
は
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の
月
か
な

此
日
己
過
即
哀
滅

は
か
な
く
も
暮
れ
ぬ
と
ば
か
り
歎
く
か
な
い
の
ち
し
ら
す
る

鐘
の
ひ
び
き
を

B 

萩
な
げ
く
か
な
秋
に
は
あ
へ
ず
色
か
は
る
萩
の
下
ぽ
を
身
の
た

ぐ
ひ
と
て

春
日

哀
と
や
さ
す
が
に
神
も
み
か
さ
山
ふ
り
さ
け
空
に
な
げ
く
こ

こ
ろ
を

こ
の
場
合
、

A
と
B
で
は
、
明
ら
か
に
「
な
げ
く
」
対
象
が
異
な
っ

て
い
る
。

A
で
は
「
秋
」
「
鐘
の
ひ
び
き
』
を
嘆
き
、

B
で
は
「
萩
の

下
ぽ
」
（
わ
が
身
の
類
別
）
「
わ
が
身
」
（
御
の
歌
は
、
ふ
り
さ
け
空
に

向
か
っ
て
わ
が
身
を
嘆
く
私
の
心
を
、
さ
す
が
に
神
も
あ
は
れ
と
ご

ら
ん
に
な
る
だ
ろ
う
マ
と
い
う
意
と
と
る
〉
を
嘆
い
て
い
る
σ

つ
ま

り、

A
は
二
首
と
も
「
な
げ
く
」
対
象
は
自
己
の
外
側
の
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
て
、

B
で
は
自
分
自
身
な
の
で
あ
る
。

「
う
ら
む
」
「
い
と
ふ
」
「
な
げ
く
」
を
用
い
た
和
歌
に
つ
い
て
見

て
き
た
が
、

A
で
は
自
己
の
外
側
の
も
の
を
対
象
と
し
た
場
合
が
多

く、

B
で
は
、
わ
が
身
や
無
常
な
世
の
中
を
恨
み
、
嘆
い
て
い
る
も

の
が
多
い
。
心
情
語
の
使
用
数
を
見
た
だ
け
で
は
、

A
と
B
で
は
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
だ
が
、
よ
く
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う

な
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
う
れ
ふ
」
「
泣
く
」
の
語
を
用
い
た
和
歌
を
見
て
い
く
。
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④ 

「
う
れ
ふ
」

綾

m
な
が
め
つ
つ
け
ふ
も
む
な
し
く
呉
羽
ど
り
あ
や
ま
た
ぬ
身
を

空
に
う
れ
へ
て

大
原
野

却
を
し
ほ
山
松
に
う
き
み
や
う
れ
へ
ま
し
神
代
も
か
か
る
た
め

し
あ
ら
じ
な

「
う
れ
ふ
」
は
、

「
嘆
く
」
に
比
べ
、
他
人
に
訴
え
よ
う
と
す
る
目
的
を
持
つ
点
で

異
な
る
（
角
川
最
新
古
語
辞
典
）

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
将
軍
時
代
は
内
へ
内
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た

親
王
の
嘆
き
は
、
こ
こ
で
変
化
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

無
常
の
世
と
う
き
身
を
は
っ
き
り
と
証
明
す
る
よ
う
な
出
来
事
を
体

験
し
て
、
親
王
は
や
は
り
動
揺
し
て
い
る
。
「
こ
の
世
は
や
は
り
さ

だ
め
な
き
も
の
だ
」
と
悟
っ
た
よ
う
な
心
境
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、

「
あ
や
ま
た
ぬ
身
を
空
に
う
れ
へ
て
」
と
無
実
を
訴
え
、
「
神
代
も
か

か
る
た
め
し
あ
ら
じ
な
」
と
、
わ
が
身
に
ふ
り
か
か
っ
た
不
幸
を
嘆

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
厭
世
的
な
考
え

方
を
し
て
は
い
て
も
、
自
己
の
外
側
に
そ
の
確
た
る
原
因
が
な
か
っ

た
将
軍
時
代
の
詠
に
、
自
己
の
外
側
に
嘆
く
気
持
を
訴
え
か
け
る

「
う
れ
ふ
」
の
語
、
が
見
出
さ
れ
な
い
の
は
当
然
だ
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

⑤
「
泣
く
」五

日

あ
や
め
草
た
も
と
に
か
け
し
時
だ
に
も
し
ら
ず
よ
な
が
き
ね

-71ー
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に
な
か
ん
と
は

鷺
い
ま
は
わ
れ
物
う
か
る
身
と
成
り
は
て
て
鷺
の
音
に
な
か
ぬ

日
は
な
し

ど
ち
ら
も
「
ね
に
な
く
」
（
声
を
あ
げ
て
泣
く
）
と
使
わ
れ
て
お
り
、

親
王
の
深
く
悲
し
む
姿
を
感
じ
さ
せ
る
。
出
の
歌
は
、
世
の
無
常
と
、

昔
の
栄
華
を
絶
対
の
も
の
と
思
っ
て
い
た
浅
は
か
な
考
え
を
嘆
い
て

い
る
も
の
と
読
み
と
れ
る
。
ま
た
加
の
歌
は
、
「
な
り
は
つ
」
の
語
か

ら
強
い
白
廟
の
気
持
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ね
に
な
く
」
と
い
う
語
を
用
い
た
こ
の
一
一
首
は
、
将
軍
時
代
の

和
歌
の
よ
う
に
、
「
う
し
つ
ら
し
」
と
つ
ぶ
や
い
て
た
め
息
を
つ
い

て
い
る
よ
う
な
も
の
と
違
い
、
悲
し
み
を
外
に
表
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
点
で
、
「
う
れ
ふ
」
の
語
を
使
っ
た
和
歌
と
同
じ
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
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同

次
に
、
親
王
の
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
語
で
、
将
軍
時
代
と
将
軍
更

迭
直
後
と
で
は
特
に
語
数
が
大
き
く
異
な
る
「
身
」
の
語
を
通
し
て
、

親
王
の
和
歌
を
考
え
て
み
た
い
。

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
理
玉
集
』
五

O
七
首
に
お
い
て
見
出

さ
れ
た
「
身
」
の
語
は
、
「
わ
が
身
」
九
語
を
含
む
三

O
語
（
歌
数
に

対
す
る
割
合
約
六
%
）
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
竹
風
和
歌
抄
』
巻

て
巻
三
一
の
三
九
二
首
で
は
、
九
五
語
（
同
約
二
四
%
）
見
出
さ
れ
、

『
中
書
王
御
詠
』
の
対
象
歌
コ
一

O
首
で
は
、
一

O
語
（
同
約
三

三
%
）
見
出
さ
れ
る
。
も
と
も
と
自
意
識
の
強
い
性
格
で
あ
っ
た
の

が
、
事
件
後
は
、
よ
り
強
く
自
己
の
存
在
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、

の
語
を
多
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
和
歌
に
表
れ
た
と

そ
れ
が
「
身
」

言
え
よ
う
。

都

凹
ま
た
れ
こ
し
都
は
お
な
じ
み
や
こ
に
て
わ
が
身
ぞ
あ
ら
ぬ
わ

が
身
な
り
け
る

女
郎
花

加
し
ひ
て
猶
哀
と
ぞ
思
ふ
女
郎
花
わ
が
み
う
つ
ろ
ふ
秋
は
う
け

れ
ど

『
竹
風
和
歌
抄
』
に
よ
る
こ
れ
ら
の
歌
は
、
「
わ
が
身
」
と
、
は
っ
き

り
と
自
分
自
身
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
に
、
「
わ
が
身
ぞ
あ

ら
ぬ
わ
が
身
」
「
わ
が
身
う
つ
ろ
ふ
」
と
い
っ
た
表
現
が
、
切
実
に
響

い
て
く
る
。
こ
こ
で
「
わ
が
身
」
と
い
う
の
は
単
に
「
私
」
と
い
う

意
味
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
地
位
、
立
場
な
ど
、
境
遇
を
引
つ
く
る

め
て
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

ま
た
、
親
王
の
立
場
の
変
化
を
田
山
わ
せ
る
歌
に
は
次
の
よ
う
な
も

の
も
あ
る
。

玄ロ

苔
の
し
た
と
い
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
世
中
に
あ
る
か
ひ
も
な
く
う

づ
も
る
る
身
は

伊
勢

い
す
ず
川
同
じ
な
が
れ
に
し
づ
む
身
を
い
か
が
哀
と
神
も
見

ざ
ら
む

一72一
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（
『
竹
風
和
歌
抄
』
）

「
う
づ
も
る
る
身
」
「
し
づ
む
身
」
、
ど
ち
ら
も
、
地
位
と
名
誉
を

失
っ
た
親
王
の
身
の
上
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、



以
前
は
わ
が
身
は
栄
え
て
い
た
と
い
う
意
識
が
、
当
然
あ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
将
軍
時
代
か
ら
厭
世
思
想
を
歌
に
詠
み
、
出
家
へ
の
憧

れ
ま
で
も
ほ
の
め
か
し
た
親
王
で
あ
る
の
に
、
こ
の
嘆
き
ょ
う
は
、

少
々
過
剰
と
も
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
無
実
の
嫌
疑
を
受
け
た
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
述
懐
を
詠
ん
だ
歌
の
中
に
、

雑
神
祇

や
ほ
万
神
て
ふ
神
よ
あ
は
れ
し
れ
た
め
し
も
あ
ら
じ
か
か
る

無
き
名
は

592 

（
『
竹
風
和
歌
抄
』
）

な
ど
の
無
実
を
訴
え
る
歌
が
あ
る
の
は
、
納
得
で
き
る
。
確
か
に
、

突
然
将
軍
を
や
め
さ
せ
ら
れ
た
直
後
の
こ
と
で
、
動
揺
を
隠
し
き
れ

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

昼
久
か
た
の
天
つ
日
か
げ
の
半
、
ぞ
ら
に
か
た
ぶ
か
ぬ
身
と
い
っ

思
ひ
け
ん

43 

（
『
竹
風
抄
』
）

こ
の
歌
に
表
れ
た
心
情
は
、
「
う
き
世
」
「
う
き
身
」
を
嘆
き
が
ち

だ
っ
た
親
王
の
心
境
と
ど
う
結
び
つ
く
の
か
と
疑
問
を
感
じ
る
。

と
こ
ろ
で
親
王
は
、
い
わ
ば
周
囲
の
人
々
に
裏
切
ら
れ
た
形
で
鎌

倉
を
追
放
さ
れ
た
も
の
の
、
過
ぎ
去
っ
た
鎌
倉
で
の
日
々
を
懐
し
む

歌
を
詠
ん
で
い
る
。

里
今
は
身
の
よ
そ
に
聞
く
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
む
か
し
は
あ
る
じ

鎌
倉
の
里

雑
里

106 

555 

十
年
あ
ま
り
五
年
ま
で
に
す
み
な
れ
て
猶
わ
す
ら
れ
ぬ
鎌
倉

の
里

（
『
竹
風
抄
』
）

名
ば
か
り
の
将
軍
と
し
て
、
む
な
し
さ
を
日
々
感
じ
て
は
い
て
も
、

や
は
り
鎌
倉
で
は
親
王
は
「
あ
る
じ
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
十
五
年

と
い
う
月
日
（
十
一
歳
か
ら
一
一
十
五
歳
ま
で
の
、
い
わ
ば
青
春
時

代
）
を
過
ご
し
た
鎌
倉
は
、
親
王
に
と
っ
て
、
懐
し
く
思
い
出
す
だ

け
の
価
値
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

同

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
ま
ず
、
一
章
で
述
べ
た
将
軍
時
代
の

親
王
の
厭
世
思
想
は
、
自
己
の
外
側
に
こ
れ
と
い
っ
た
原
因
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
の
裏
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
「
う
し
」
「
つ
ら
し
」
と
世
の
中
や
わ
が
身
を
嘆
い
た
の
は
、
自

意
識
の
強
い
、
多
感
な
青
年
の
感
傷
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
今
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
親
王
は
将
軍
職
を

追
わ
れ
る
や
い
な
や
、
「
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
と
は
思
い
も
よ
ら
な

か
っ
た
」
と
、
無
常
な
世
と
落
ち
ぶ
れ
た
わ
が
身
を
う
れ
え
て
お
り
、

ま
た
、
自
ら
を
「
む
か
し
は
あ
る
じ
鎌
倉
の
里
」
と
詠
ん
だ
よ
う
に
、

飾
り
の
将
軍
で
は
あ
っ
て
も
、
鎌
倉
で
の
地
位
を
ゆ
る
、
ぎ
な
い
も
の

と
心
の
底
で
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

親
王
の
和
歌
は
、
つ
ら
い
事
件
を
体
験
し
て
作
風
が
少
し
変
化
し

た
と
も
言
え
る
が
、
将
軍
時
代
は
、
感
傷
的
で
漠
然
と
し
た
実
感
実

情
歌
を
詠
ん
で
い
た
の
が
、
思
わ
ぬ
出
来
事
に
動
揺
し
て
、
よ
り
露

わ
に
本
音
を
さ
ら
け
出
し
た
と
い
う
ほ
う
が
、
的
確
だ
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

q
J
 

n
i
 



第
三
章

晩年の和歌

無実の嫌疑を受けて帰京させられ、父母との対面も許さ

れないまま数か月を過ごした親王であった、が、文永三年十

一月には疑いも晴れ、幕府より領地を献じられて平常の生

活を回復した。それから六年後の文永九年二月、父後嵯峨

法皇の崩御を機に出家した親王は、その二年後、三十三歳

の短い生涯を終える。本章では、親王の晩年の和歌を考察

し、その独自の歌風の成長ぶりを見ていきたい。なお、考

察にあたって、『竹風和歌抄』巻四（文永六年四月廿八日百

首歌九八首、文永六年五月百首歌六八首）と、巻五（文永

六年八月百首歌六八首、文永八年七月百首歌九八首、文永

九年十一月百首歌九三首）の計四二五首を対象とする。

ω 
晩年の歌における心情語の数は、表4のようになる。四

語の歌数に対する割合は二二%で、将軍時代、将軍更迭直

後（ともに二九%）よりもやや低いが、四季の歌に少なか

らず見出されるなど、傾向は同じであるので、大きな変化

はないと考えてよいだろう。

ところで、将軍更迭事件直後の和歌に多用された「身」

の語は、『竹風和歌抄』巻四・巻五においては四六語見出

され、歌数に対する割合は約二%である。事件直後（約

二五%）に比べると、かなり低い。これは、親王が精神的

に落ち着いたため、常に自分自身を見つめていたこれまで

力、 ザつ う
涙 な ら

し し し

4 6 8 20 
巻田（抄16竹風歌6〕

巻
" 15 9 7 33 五

(259〕

19 15 15 53 言十
「425〕

ミ更 4

の
態
度
を
、
少
し
改
め
た
と
言

え
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
う
れ
ふ
」
「
泣
く
」
の
語
を
ほ

と
ん
ど
使
っ
て
い
な
い
の
も
、

事
件
後
三
年
以
上
経
っ
て
、
喜

怒
哀
楽
（
親
王
の
場
合
、
ほ
と

ん
ど
「
哀
」
の
情
で
あ
る
が
）

を
積
極
的
に
和
歌
に
詠
み
こ
む

ほ
ど
激
し
い
心
の
動
揺
は
な
く

な
っ
た
の
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
。と

い
う
の
も
、
親
王
の
晩
年

の
和
歌
を
読
む
と
き
、
風
景
を
写
実
的
に
詠
ん
だ
、
鮮
明
な
印
象
を

与
え
る
歌
に
、
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

聞
い
せ
島
や
お
な
じ
渚
の
玉
と
み
て
あ
ら
れ
を
ひ
ろ
ふ
冬
の
あ

ま
人

間
た
び
人
の
岩
ね
の
枕
お
き
わ
か
れ
苔
の
露
ふ
む
し
の
の
め
の

そ
ら

m
ゆ
ふ
塩
の
た
か
し
の
浜
に
風
あ
れ
て
松
の
梢
に
か
か
る
し
ら

浪

ど
の
歌
も
、
雄
大
な
風
景
が
自
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
歌
は
、
作
者
で
あ
る
親
王
の
存
在

を
感
じ
さ
せ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
親
王
の
感
情
が
詠
歌
に
表
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
親
王
の
当
時
の
心

境
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
心
静
か
に
毎
日

-74-



を
過
ご
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
作
歌
の
題
材
を
自
己
の
外
側
に
も
求

め
て
、
遠
く
に
広
が
る
景
色
に
自
を
向
け
、
そ
の
光
景
を
あ
り
の
ま

ま
に
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
詠
ま
れ
た
歌
に
は
、

親
王
の
人
間
的
成
長
と
と
も
に
、
歌
風
の
成
長
が
認
め
ら
れ
る
と
言

え
よ
う
。

∞山

さ
の
み
又
漕
ぎ
は
か
へ
ら
じ
お
な
じ
江
の
た
な
な
し
小
舟
風

に
ま
か
せ
て

一
見
何
気
な
い
風
景
を
詠
ん
だ
よ
う
な
こ
の
歌
は
、
風
に
ま
か
せ
て

漂
い
、
一
一
度
と
漕
ぎ
帰
ら
な
い
で
あ
ろ
う
棚
無
し
小
舟
を
、
世
の
あ

る
、
が
ま
ま
に
身
を
ま
か
せ
て
過
ご
す
わ
が
身
に
例
え
て
い
る
も
の
と

言
う
こ
と
、
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
晩
年
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
あ
か
ら

さ
ま
な
表
現
を
せ
ず
に
暗
示
的
に
何
か
を
訴
え
か
け
て
く
る
歌
も
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

落
花

蜘
は
な
さ
そ
ふ
四
方
の
嵐
も
哀
れ
し
た
の
む
か
げ
な
き
春
の
木

の
も
と

草

鵬
い
か
に
せ
ん
た
の
み
し
松
の
か
れ
し
よ
り
ひ
と
り
露
け
き
陰

の
下
草

い
ず
れ
も
、
出
家
後
の
詠
で
あ
る
。
出
家
後
の
詠
の
特
徴
は
、

天

間
朝
夕
に
む
な
し
き
空
を
な
が
め
て
も
た
か
く
仰
ぎ
し
君
を
恋

ひ
っ
つ

な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
亡
父
後
嵯
峨
法
皇
を
恋
う
歌
が
多
い
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
歌
は
率
直
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
前
に
挙
げ
た

二
首
は
そ
う
で
は
な
く
、
「
た
の
む
か
げ
な
き
」
「
た
の
み
し
松
の
か

れ
し
よ
り
」
な
ど
の
表
現
が
、
敬
愛
す
る
父
を
失
っ
た
悲
し
み
と
、

人
の
命
の
は
か
な
さ
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
親
王
は
、

将
軍
時
代
か
ら
出
家
へ
の
憧
れ
を
歌
に
詠
み
な
が
ら
、
つ
ら
い
出
来

事
（
将
軍
更
迭
）
を
体
験
し
て
も
こ
の
世
へ
の
執
着
を
絶
ち
難
く
、

出
家
の
願
望
と
た
め
ら
う
気
持
の
聞
を
揺
れ
動
い
て
い
た
。
そ
ん
な

〈
在
3
〉

親
王
の
気
持
を
、
た
だ
ち
に
出
家
へ
と
駆
り
立
て
た
の
が
父
の
死
と

い
う
出
来
事
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
悲
し
み
の
深
さ
は
計
り
知
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
親
王
は
、
土
日
の
感
傷
的
な
青
年
で
は
な
い
。

様
々
な
こ
と
を
体
験
し
、
よ
う
や
く
平
穏
な
心
境
に
至
り
、
今
で
は

俗
世
を
捨
て
た
身
で
あ
る
。
以
前
か
ら
そ
う
し
て
き
た
よ
う
に
、
率

直
に
悲
し
み
を
表
現
す
る
歌
も
（
試
み
な
が
ら
、
叙
景
の
歌
に
も
心
情

を
暗
示
す
る
ま
で
に
、
そ
の
歌
風
は
成
長
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ

〉
円
ノ
。
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結
び

以
上
、
宗
尊
親
王
の
和
歌
を
、
主
に
実
感
実
情
歌
を
と
り
あ
げ
て

考
察
し
て
き
た
。
第
一
章
で
は
、
初
期
の
詠
歌
と
そ
こ
に
表
れ
た
厭

世
思
想
を
見
て
い
き
、
親
王
の
生
涯
に
わ
た
る
和
歌
を
貫
く
特
徴
が
、

既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
一
一
章
で
は
、
親
王
の

運
命
を
変
え
た
将
軍
更
迭
事
件
直
後
の
詠
を
将
軍
時
代
の
詠
と
比
較

し
、
突
然
の
出
来
事
に
対
す
る
親
王
の
動
揺
が
和
歌
に
表
れ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
第
一
章
で
述
べ
た
厭
世
思
想
が

単
な
る
青
年
の
感
傷
で
あ
り
、
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
裏

付
け
を
な
し
た
。
第
三
一
章
で
は
、
親
王
の
和
歌
は
こ
れ
ま
で
と
河
様



の
歌
風
を
保
ち
な
が
ら
も
、
晩
年
の
心
の
落
ち
着
き
が
見
ら
れ
る
よ

う
な
傾
向
も
表
れ
、
そ
こ
に
は
親
王
自
身
の
人
間
的
成
長
と
と
も
に
、

歌
風
の
成
長
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
風
か
ら
見
て
、
親
王
に
と
っ
て
の
和

歌
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
考

え
る
と
き
、
ま
ず
思
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
詩
歌
の
遊
び
」
と
い
う

の
と
は
、
少
し
違
う
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
最
初
は
「
父
母
の
膝
下
を
離
れ
て
い
る
淋
し
さ
を
紛
ら
わ
す

〈
在

4
〉

意
味
γ

も
込
め
て
和
歌
の
世
界
に
眼
を
向
け
始
め
た
」
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
し
、
勅
撰
和
歌
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
京
都
歌
壇
の

〈
注

5
〉

〈

在

g〉

人
々
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
歌
や
、
本
歌
取
の
歌
も
詠
ん
で
い
る
よ

う
で
、
「
遊
び
」
の
要
素
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
は

言
う
も
の
の
、
詠
ん
だ
当
時
の
作
者
の
心
境
、
周
囲
の
状
況
な
ど
が

細
か
く
推
測
で
き
る
歌
が
か
な
り
多
い
親
王
の
家
集
は
、
あ
る
い
は

随
筆
か
日
記
の
類
と
趣
が
似
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
親
王
に
と
っ
て
の
和
歌
は
、
つ
れ
づ
れ
を
な
ぐ
さ
め
る
も

の
と
し
て
の
「
遊
び
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
心
の
内
を
さ
ら
け
出
す

手
段
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
心
の
内
を
さ
ら

け
出
す
の
は
、
京
都
歌
壇
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
が
、

何
故
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
は
、
樋
口
芳

麻
呂
氏
の
指
摘
が
非
常
に
的
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

皇
族
で
あ
り
、
将
軍
で
あ
る
と
い
う
身
分
、
地
位
の
尊
貴
さ
は
、

京
都
の
重
代
の
歌
人
の
よ
う
に
和
歌
の
伝
統
に
繋
縛
さ
れ
て
身

動
き
の
と
れ
な
い
窮
屈
さ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
粗

野
な
関
東
武
土
の
よ
う
に
、
都
の
歌
風
に
盲
目
的
に
追
随
す
る

必
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

皇
子
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
帝
位
に
着
け
な
か
っ
た
親
王
は
、
関

東
で
長
年
暮
ら
し
た
こ
と
や
早
世
し
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
弟
で
あ

る
後
深
草
院
や
亀
山
院
に
比
べ
る
と
『
増
鏡
』
な
ど
に
も
記
述
は
少

な
く
、
歴
史
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
中
で
、
そ

の
「
人
間
性
」
を
今
日
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
格
好
の
資
料
で

あ
る
と
い
う
点
で
、
宗
尊
親
王
の
和
歌
に
は
非
常
に
価
値
が
あ
る
と

一
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

「
（
略
）
幕
府
の
疑
惑
を
招
き
そ
う
な
事
態
が
い
ろ
い
ろ
と
生

起
し
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
一
面
、
時
宗
ら
が
す
こ
ぶ
る
神

経
質
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
得
宗
が
権
力
を
保
持
し

続
け
る
た
め
に
は
、
反
対
派
の
動
向
に
細
心
の
注
意
を
払

い
、
未
然
に
つ
ぶ
し
て
ゆ
く
心
構
え
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
」
（
樋
口
芳
麻
呂
「
宗
尊
親
王
の
和
歌
｜
文
永

三
年
後
半
期
の
和
歌
を
中
心
に
｜
」
）

配
列
番
号
町
田

m
m
－

m
i
m
－
初

i
組
、
注
1
の
樋
口
氏
の

分
類
に
よ
る
。

『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
よ
る
と
、
文
永
九
年
二
月
十
七
日
に

後
嵯
峨
法
皇
御
。
同
年
二
月
三
十
日
に
宗
尊
親
王
は
出
家
。

樋
口
芳
麻
呂
「
宗
尊
親
王
初
学
期
の
和
歌

l
東
撲
和
歌
六
帖

所
載
歌
を
中
心
に
｜
」

飛
鳥
風
河
音
深
け
て
た
を
や
め
の
袖
に
か
す
め
る
春
の
よ
の

月
（
『
続
古
今
集
』
『
二
一
百
首
和
歌
』
『
漫
玉
集
』
所
載
）
な
ど
。

年
月
は
う
つ
り
に
け
り
な
古
郷
の
都
も
し
ら
ぬ
な
が
め
せ
し
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注
2 

注
3 

注
4 

注
5 

注
6 



ま
に
（
『
浸
玉
集
』
所
載
）
な
ど
。
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・
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司
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敏
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編
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間
叢
書
昭
日
・

4
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