
一

『
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
』
は
陽
成
天
皇
の
二
人
の
親
王
元
良
親
王
と
元
平
親
王
に
よ
り
制
作

さ
れ
た
歌
合
で
あ
る
。
前
四
十
首
の
歌
が
、「
ね
ざ
め
の
こ
ひ
」
と
「
あ
か
つ
き
の
わ
か
れ
」
の

二
つ
の
題
の
も
と
に
に
そ
れ
ぞ
れ
二
十
首
ず
つ
番
わ
さ
れ
て
、
成
立
し
て
い
る
歌
合
で
あ
る
。

こ
の
歌
合
は
大
き
く
二
つ
の
系
統
の
写
本
群
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
尊
敬
閣
文
庫
蔵

十
巻
本
巻
八
と
陽
明
文
庫
蔵
二
十
巻
本
巻
一
〇
、『
陽
成
院
一
品
宮
歌
合
』
の
二
系
統
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
前
者
系
統
が
ま
と
ま
り
の
あ
る
写
本
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
前
者
本
を
こ
の

研
究
の
底
本
と
す
る
。
そ
れ
も
、『
新
編
国
歌
大
観
第
五
巻
』
所
収
本
文
に
よ
っ
て
、
研
究
を
進

め
る
。
た
だ
、
前
者
写
本
に
は
一
首
欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
は
、
後
者
系
統
に

よ
っ
て
補
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
欠
落
は
、「
ね
ざ
め
の
こ
ひ
」
中
の
18
番
歌
と
19
番
歌
の
間
に
あ
る
歌
で
、『
新
編
国
歌
大

観
第
五
巻
』
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
系
統
の
写
本
か
ら
、
そ
の
歌
は
左
記
の
歌
で
あ
る
と
さ

れ
る
。

(補
)わ
す
ら
れ
ず
こ
ひ
し
と
お
も
ふ
に
ね
ざ
め
つ
つ
ゆ
め
に
も
ひ
と
を
み
ぬ
ぞ
わ
び
し
き

本
来
な
ら
、
こ
の
歌
の
番
号
は
19
番
と
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
す
で
に
、『
新
編
国
歌
大
観
第
五

巻
』
の
『
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
』
に
は
通
番
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、「
わ
す
ら
れ
ず
…
」
の
歌

の
番
号
は
欠
番
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
本
稿
で
は
、
こ
の
歌
を
特
段
に
取
り
上
げ
る
こ
と
も
な

い
の
で
、
こ
の
歌
は
欠
番
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

さ
て
本
稿
は
『
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
』
の
前
半
の
「
ね
ざ
め
の
こ
ひ
」
の
「
ね
ざ
め
」
は

「
夜
半
の
寝
覚
め
」
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
和
歌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
単
語
か
ら

推
定
す
る
。
後
半
の
「
あ
か
つ
き
の
わ
か
れ
」
の
暁
は
、
和
歌
中
の
ど
の
単
語
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
て
い
る
か
を
論
じ
る
。

結
果
と
し
て
、
例
え
ば
、
後
半
の
二
十
首
の
和
歌
の
中
に
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
が
二
首
に
使
用
さ

れ
て
い
る
。「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
、「
夜
が
ほ
ん
の
り
明
け
て
、
物
が
ほ
の
か
に
見
え
る
状
態
。
ま

た
、
そ
の
頃
。
多
く
秋
冬
に
使
う
。
春
は
多
く
ア
ケ
ボ
ノ
と
い
う
。」（『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂

版
』）
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
一
般
だ
っ
た
が
、
秋
や
冬
の
暁
は
真
っ
暗
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

朝
ぼ
ら
け
を
上
記
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
や
は
ん
」
や
「
あ
か
つ
き
」
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
、
そ
の
時
間
帯

は
ど
の
よ
う
な
時
間
帯
だ
っ
た
か
を
推
定
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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二
―
一

(補
)歌
を
含
め
て
、
二
十
首
が
「
ね
ざ
め
の
こ
ひ
」
の
題
の
も
と
に
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

既
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、「
ね
ざ
め
の
こ
ひ
」
の
時
間
が
、
歌
の
中

に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
ね
ざ
め
」
に
上
接
す
る
語
と
し
て
は
、「
暁
の
ね
ざ
め
」
と
「
夜
半
の
ね
ざ
め
」
の
よ
う
に

二
つ
の
時
間
表
現
が
付
く
こ
と
阪
倉
篤
義
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(１
)。

そ
れ
が
、
こ
の
『
歌

合
』
に
も
適
応
さ
れ
る
の
か
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
16
番
歌
を
見
て
み
よ
う
。

16

よ
は
に
お
き
て
こ
ひ
ぞ
わ
び
ぬ
る
は
る
の
よ
は
ゆ
め
に
み
え
つ
る
ひ
と
の
な
け
れ
ば

こ
の
歌
に
は
、「
よ
は
に
お
き
て
」
と
時
間
を
表
現
し
て
い
る
。「
よ
は
」
は
ヨ
ナ
カ
（
夜
中
・

夜
半
）
や
ヤ
ハ
ン
（
夜
半
）
と
同
一
の
意
味
で
、
午
後
十
一
時
〜
午
前
三
時
の
間
を
言
う
表
現

だ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
大
切
な
こ
と
は
、
こ
の
歌
は
「
よ
は
の
ね
ざ
め
」
を
意
識
し
て
お
り
、
決
し

て
、「
暁
の
ね
ざ
め
」
を
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
識
が
他
の
十
九
首
に

も
及
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。

残
り
の
十
九
首
の
歌
に
表
現
さ
れ
る
時
間
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
16
番
歌
で
見
た
よ
う
に
各
歌

の
時
間
表
現
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
列
記
し
て
み
る
。

４
「
さ
よ
ふ
け
て
」

９
「
よ
な
よ
な
さ
む
る
」

15
「
お
も
ふ
よ
は
」

17
「
よ
る
ぞ
か
な
し
き
」

18
「
さ
む
る
よ
な
よ
な
」

19
「
な
か
ぬ
よ
ぞ
な
き
」

４
番
の
歌
に
は
、「
さ
よ
ふ
け
て
」
の
表
現
が
あ
る
。
此
の
表
現
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、

「
さ
よ
（
あ
る
い
は
「
よ
」）」
が
「
更
け
る
」
と
夜
中
の
時
間
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ

た
。

４
番
の
歌
も
夜
中
に
「
め
ざ
め
」
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
残
り
の
歌
に
は
「
よ
(夜
）」、「
よ
る

（
夜
）」「
よ
な
よ
な
（
夜
な
夜
な
）」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

当
時
の
時
間
観
で
大
切
な
こ
と
の
一
つ
に
、
午
前
三
時
ま
で
を
夜
と
捉
え
る
考
え
方
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
夜
も
す
が
ら
」
は
一
晩
じ
ゅ
う
と
い
う
意
味
だ
が
そ
の
終
了
時
間
は
午
前
三
時
だ
っ
た
。

「
夜
も
す
が
ら
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
使
用
さ
れ
る
「
夜
一
夜
」
も
そ
の
終
了
時
間
は
午
前
三
時

だ
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
は
夜
（
ヨ
・
ヨ
ル
）
を
午
前
三
時
ま
で
と
捉
え
る

と
ら
え
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た(２
)。

そ
れ
と
は
別
に
、
15
「
お
も
ふ
よ
は
」
は
「
う
ち
さ
め
て
こ
ひ
し
き
ひ
と
を
お
も
ふ
よ
は
わ
が

た
ま
し
ひ
も
ゆ
き
て
つ
げ
な
ん
」
中
の
一
部
だ
が
、「
夜
半

ヨ

ハ

」
で
は
な
い
こ
と
は
断
っ
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

結
果
、
４
「
さ
よ
ふ
け
て
」
を
除
い
て
、
残
り
五
つ
の
用
例
は
、
夜
の
用
例
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
背
後
に
は
午
前
三
時
ま
で
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
説
明
を
加
え
よ
う
。

「
よ
な
よ
な
」
は
毎
晩
の
意
味
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
夜
な
夜
な
は
午
前
三
時
ま
で
毎
晩
の
意
味

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
夜
（
ヨ
・
ヨ
ル
）
は
午
前
三
時
ま
で
を
意
味
す
る
に
し
て
も
、
よ

は
（
夜
半
）
の
よ
う
に
午
後
十
一
時
は
過
ぎ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

２
番
の
歌
な
ど
が
教
え
て
く
れ
る
。

２

く
や
く
や
と
ま
ち
て
ね
ざ
め
に
お
き
た
れ
ば
つ
き
よ
り
ほ
か
に
い
る
ひ
と
は
な
し

こ
こ
に
詠
わ
れ
た
40
首
は
恋
の
歌
で
あ
る
。
当
時
の
恋
に
は
「
宵
暁
の
出
で
入
り
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
宵
に
男
は
女
の
と
こ
ろ
へ
出
か
け
、
暁
に
男
は
女
の
と
こ
ろ
か
ら
帰
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
普
通
、
宵
は
午
後
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
の
間
を
い
う
の
で
あ
っ

た
。「
宵
を
過
ぎ
て
子
の
時
ば
か
り
に
」（『
竹
取
物
語
』）
な
ど
が
そ
の
終
了
時
間
を
示
し
て
い
た
。

２
番
の
歌
に
戻
ろ
う
。「
く
や
く
や
と
ま
ち
て
」
と
こ
の
歌
は
詠
ん
で
い
る
。
来
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
女
は
男
の
到
来
を
待
っ
て
い
た
。
そ
の
時
刻
は
宵
の
時
刻
で
あ
る
。

男
の
到
来
期
待
最
終
時
刻
は
、
宵
の
終
了
時
刻
午
後
十
一
時
だ
っ
た
。「
く
や
く
や
と
ま
ち
て
」

眠
り
に
つ
い
た
女
性
な
ら
、
十
一
時
ま
で
は
起
き
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
ね
ざ
め
」
は
一
端
寝

て
そ
れ
以
降
に
起
き
る
と
い
う
単
語
で
あ
る
か
ら
、
寝
覚
め
の
時
刻
は
、
夜
半
（
午
後
十
一
時
〜

翌
午
前
三
時
）
の
時
刻
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

二
ー
二

「
ね
ざ
め
の
こ
ひ
」
の
題
下
で
、
16
よ
は
（
夜
半
）
１
例
。
４
「
さ
よ
ふ
け
て
」
１
例
。

９
・
18
よ
な
よ
な
２
例
。

15
・
17
・
19
「
よ
・
よ
る
（
夜
）」
３
例
の
結
果
を
得
る
。

ヨ
ハ
（
夜
半
）
は
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
三
時
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
。「
さ
よ
ふ
け
て
」
も

結
局
夜
半
の
時
間
に
な
る
こ
と
を
言
う
こ
と
を
述
べ
た(３
)。

そ
れ
に
、「
よ
（
夜
）」「
よ
る
（
夜
）」
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「
よ
な
よ
な
」
は
午
前
三
時
前
の
時
間
を
示
す
こ
と
も
述
べ
た
。

「
ね
ざ
め
の
こ
ひ
」
の
題
下
で
詠
ま
れ
た
歌
は
、「
夜
半
」
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
。
繰

り
返
す
。
こ
こ
に
詠
わ
れ
た
「
ね
ざ
め
」
の
歌
の
背
後
に
は
、
そ
の
寝
覚
め
が
「
夜
半
の
寝
覚
」

で
あ
っ
た
女
性
の
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

次
に
、
後
ろ
の
半
分
、「
あ
か
つ
き
の
こ
ひ
」
の
題
下
の
二
十
首
を
検
討
を
す
る
の
だ
が
そ
の

前
に
「
あ
か
つ
き
」
そ
の
時
間
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。
こ
の
題
に
は
、「
あ
か
つ
き
」
が
含

ま
れ
る
。
中
世
に
入
る
と
別
だ
が
、
平
安
時
代
以
前
の
暁
は
寅
の
時
と
同
意
と
考
え
て
よ
い
。
そ

の
こ
と
は
、
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
に
「
暁
寅
刻
」
と
い
う
表
現
が
十
四
例
あ
る
こ
と
か
ら
納
得

さ
れ
る
。
時
代
が
下
る
と
ま
ず
後
ろ
の
切
れ
目
が
な
く
な
る
。
さ
ら
に
、
前
の
午
前
三
時
の
切
れ

目
も
薄
れ
て
、
近
現
代
で
は
暁
は
夜
明
け
ご
ろ
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で

は
そ
う
し
た
語
史
を
詳
説
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。

午
前
三
時
〜
午
前
五
時
が
暁
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
午
前
三
時
に
暁
の
鐘
が
鳴
る
。
寺
院
の
六

時
の
勤
行
の
内
の
後
夜
の
勤
行
を
告
げ
て
寺
院
内
に
鳴
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
に
は
当
時
、
時

刻
の
多
く
は
寺
院
の
鳴
ら
す
鐘
に
よ
っ
て
一
般
の
人
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
い
や

よ
り
正
確
に
述
べ
よ
う
。
寺
院
は
寺
院
内
で
行
わ
れ
る
勤
行
の
時
間
を
知
る
た
め
に
、
鐘
を
鳴
ら

し
て
時
間
を
院
内
の
僧
侶
に
知
ら
せ
て
い
た
。
院
内
で
は
、
香
時
計
（
時
香
盤
）
や
水
時
計
に
よ

り
時
刻
を
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
時
間
の
問
題
を
考
え
る
時
、
平
安
時
代
に
寺
院
が
時
計
を
用
意
し
て
い
た
証
拠
を
あ

げ
る
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
で
き
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
次
の
時
代
曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
は
そ
の

清
規
の
中
で
「
諸
寺
漏
刻
を
直
歳
司
に
置
き
、
人
工
両
之
を
知
す
」（『
日
本
国
越
前
国
永
平
寺
知

事
清
規
』）
と
述
べ
て
お
り(４
)、

寺
院
に
お
い
て
時
計
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
、
窺

え
る
の
で
あ
る
。

四
―
一

「
あ
か
つ
き
の
こ
ひ
」
題
下
二
十
首
に
つ
い
て
時
間
表
現
を
検
討
す
る
。
各
歌
で
ど
の
よ
う
に

時
間
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
、
第
二
節
の
夜
半
に
な
ら
っ
て
提
示
す
る
。

20
「
あ
か
つ
き
」
21
「
あ
か
つ
き
」
22
「
あ
か
つ
き
が
た
」
23
「
け
さ
」
24
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

25
「
あ
か
つ
き
」
26
「
あ
か
つ
き
」
27
「
あ
け
ぬ
」
28
「
あ
さ
つ
ゆ
」
29
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
30

「
あ
か
つ
き
」
31
「
あ
け
ぬ
」
32
「
あ
け
ぬ
」
33
「
し
の
の
め
」
34
「
け
さ
」
35
「
あ
か
つ
き
」

36
「
あ
か
つ
き
」
37
「
お
き
て
ゆ
く
」
38
「
し
の
の
め
」
39
「
あ
か
つ
き
」

以
上
が
各
歌
で
暁
を
顕
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
20
番
歌
以
下
８
首
の
歌
に
は

「
あ
か
つ
き
」
が
含
ま
れ
る
。
暁
の
題
を
「
あ
か
つ
き
」
の
語
で
答
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
何
の

問
題
も
な
い
。
一
、
二
用
例
を
上
げ
て
お
く
な
ら
、

20
ひ
と
し
れ
ぬ
わ
が
み
と
お
も
へ
ば
あ
か
つ
き
の
と
り
と
と
も
に
や
な
き
て
か
へ
ら
ん

21
ひ
と
し
れ
ず
あ
か
で
わ
か
る
る
あ
か
つ
き
に
う
ち
な
き
そ
ふ
る
を
し
の
こ
ゑ
か
な

20
番
の
歌
も
21
番
の
歌
も
歌
中
に
「
あ
か
つ
き
」
が
あ
る
。
歌
題
の
「
あ
か
つ
き
の
こ
ひ
」
の

「
あ
か
つ
き
」
に
暁
で
答
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
歌
題
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
は
、
25
26

30
35
36
39
番
の
六
首
の
歌
も
同
様
で
あ
っ
た
。
合
わ
せ
て
八
首
の
歌
は
歌
題
に
「
あ
か
つ
き
」
で

答
え
て
い
た
。

22
番
歌
は
「
あ
か
つ
き
」
と
類
似
の
「
あ
か
つ
き
が
た
」
で
答
え
る
。
歌
を
見
て
み
る
。

22
ひ
く
る
れ
ば
ひ
と
め
の
も
り
に
ぬ
る
と
り
の
あ
か
つ
き
が
た
に
な
き
つ
つ
ぞ
た
つ

こ
の
歌
に
木
船
重
昭
は
、「
日
が
暮
れ
る
と
、
森
に
来
て
寝
る
鳥
の
よ
う
な
あ
な
た
は
、
人
目

を
忍
ん
で
わ
た
く
し
の
と
こ
ろ
に
来
て
寝
て
、
暁
ご
ろ
に
な
り
ま
す
と
、
別
れ
を
惜
し
ん
で
泣
き

な
が
ら
帰
っ
て
お
行
き
に
な
り
ま
す
。」
の
よ
う
な
口
語
訳
を
付
け
て
い
る(５
)。

先
、
こ
の
「
ひ
く

る
」
は
、
現
在
の
我
々
の
考
え
る
日
暮
れ
で
は
な
い
。「
暮
酉
剋
」（『
殿
暦
』

永
久
三
年
十
一

月
二
十
日
）、「
昨
夕
酉
刻
」（『
後
愚
昧
記
』
永
徳
二
年
五
月
二
九
日
）
な
ど
の
用
例
を
考
え
る
と
、

こ
の
暮
れ
は
午
後
五
時
に
な
る
意
味
で
あ
る
。

ま
た
、
従
来
、
ア
カ
ツ
キ
は
「
夜
が
明
け
る
前
の
暗
い
時
間
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば

「
夜
が
明
け
よ
う
と
し
て
、
ま
だ
暗
い
う
ち
。」（『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』）。
木
船
も
語
注
に

類
似
の
注
を
述
べ
て
い
る
。
ア
カ
ツ
キ
は
、
そ
れ
を
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
と
考
え
る
べ
き
だ

と
述
べ
た(４
)。

ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
（
暁
方
）
の
解
釈
に
つ
い
て
も
そ
の
こ
と
が
影
響
す
る
。
ア
カ
ツ
キ

ガ
タ
は
一
般
に
「
暁
ご
ろ
」
と
解
釈
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
私
は
こ
れ
を
「
暁
の
始
ま
り
ご
ろ
」
と

解
釈
す
べ
き
だ
と
述
べ
た
。
こ
の
歌
で
考
え
て
見
る
と
、
男
性
が
女
性
の
も
と
を
去
る
時
間
、
暁

に
な
る
と
直
ぐ
に
の
方
が
「
人
目
」
を
気
に
す
る
男
の
帰
宅
は
、「
暁
の
始
ま
り
ご
ろ
」
の
方
が

よ
り
適
切
な
の
で
あ
っ
た
。

「
あ
か
つ
き
が
た
」
も
暁
の
一
部
で
は
あ
り
、
こ
れ
も
前
の
八
首
に
入
れ
ら
れ
よ
う
。
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四
―
二

暁
の
次
に
多
い
の
が
、「
あ
さ
」
の
グ
ル
ー
プ
に
入
る
、
23
番
・
34
番
の
「
け
さ
」、
24
番
・

29
番
の
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
28
番
の
「
あ
さ
つ
ゆ
」
の
語
群
で
あ
る
。

前
節
で
、
木
船
が
暁
を
夜
の
明
け
る
前
の
時
間
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
そ
の
解

釈
は
『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
暁
の
注
釈
に
似
て
い
る
こ
と
は
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
解
釈
で
次
の
点
は
問
題
点
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ユ

フ
ベ
↓
ヨ
ヒ
↓
ヨ
ナ
カ
↓
ア
カ
ツ
キ
↓
ア
シ
タ
」
と
あ
る
部
分
の
、「
ア
カ
ツ
キ
↓
ア
シ
タ
」
の

部
分
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
用
例
を
見
て
お
く
。

⑴
ほ
と
と
ぎ
す
夢
か
う
つ
つ
か
あ
さ
露
の
お
き
て
別
れ
し
暁
の
こ
ゑ（『

古
今
和
歌
集
』
恋
・
三
）

⑵
宵
ご
と
に
帰
し
は
す
と
も
い
か
で
な
ほ
あ
か
つ
き
置
き
を
君
に
せ
さ
せ
じ

苦
し
か
り
け
り
」
と
あ
れ
ば
、

あ
さ
露
の
お
く
る
思
ひ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
た
だ
に
帰
ら
む
宵
は
ま
さ
れ
り（『

和
泉
式
部
日
記
』）

⑶
四
月
四
日
の
暁
、
都
を
出
で
し
朝あ
し
た

よ
り
（『
海
道
記
』）

右
の
三
用
例
は
、
暁
と
朝
(あ
し
た
)の
同
時
性
を
示
す
用
例
と
し
て
上
げ
た
。
右
用
例
の
内
、
⑴

⑵
の
用
例
は
28
番
の
「
あ
さ
つ
ゆ
」
と
暁
と
の
同
時
性
の
用
例
に
な
っ
て
い
る
。

実
は
こ
う
し
た
用
例
を
古
典
文
学
作
品
の
中
に
捜
す
の
は
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
特
に
、

詞
書
と
和
歌
と
の
関
係
に
こ
う
し
た
用
例
は
多
く
見
つ
か
る
。
つ
い
で
な
の
で
、
こ
こ
で
も
う
一

つ
用
例
を
上
げ
て
お
く
。

三
月
十
日
、
師
僧
正
房
全

和
答

経
料
紙

⑷
1740
と
ら
の
時
め
を
さ
ま
し
つ
つ
千
反
の
地
蔵
宝
号
お
こ
た
り
ぞ
な
き

1741
あ
さ
ご
と
の
暁
お
き
の
み
な
を
こ
そ
後
世
ま
で
の
し
る
べ
と
も
き
け

(『
大
納
言
為
家
家
集
』）

こ
れ
は
、「
あ
さ
」
と
「
暁
｣の
同
時
性
と
そ
の
時
が
「
と
ら
の
時
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
用

例
で
あ
る
。「
ユ
フ
ベ
↓
ヨ
ヒ
↓
ヨ
ナ
カ
↓
ア
カ
ツ
キ
↓
ア
シ
タ
」
の
時
系
列
の
内
、「
ヨ
ナ
カ
↓

↘
ア
カ
ツ
キ

ア
カ
ツ
キ
↓
ア
シ
タ
」
の
箇
所
は
「
ヨ
ナ
カ

」
の
よ
う
に
で
も
表
現
さ
れ
る
べ
き
で

↙
ア
シ
タ

あ
る
。

こ
こ
ま
で
で
、
朝
（
ア
サ
・
ア
シ
タ
）
と
ア
カ
ツ
キ
の
同
時
性
を
述
べ
て
き
た
が
、
23
番
・
34

番
の
「
け
さ
」
は
今
朝
の
中
に
朝
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
述
べ
る
必
要

は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
朝
の
始
ま
り
も
暁
方
に
含
ま
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
つ
ぎ
に
挙
例
す
る
暁
と

朝
ぼ
ら
け
の
同
時
性
を
示
す
用
例
に
も
な
る
の
で
、
一
例
だ
け
上
げ
て
お
く
。

⑸

五
月
ば
か
り
、
よ
ふ
く
る
ま
で
人
々
も
の
が
た
り
し
て
、
そ
の
ひ
と

あ
か
月
に
い
で
に
け
れ
ば
、
つ
と
め
て

12
あ
さ
ぼ
ら
け
わ
か
れ
に
ぬ
れ
し
と
こ
夏
の
う
は
ば
の
つ
ゆ
も
け
さ
は
さ
な
が
ら

（『
入
道
右
大
臣
集
』（
頼
宗
））

⑸
番
の
歌
と
詞
書
に
は
「
あ
か
月
」
と
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
と
「
け
さ
」
が
同
時
と
し
て
詠
ま
れ

て
い
る
。「
あ
か
月
」
と
「
け
さ
」
が
同
時
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
次
に
検
討
す
る
「
あ
さ
ぼ

ら
け
」
も
同
時
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、「
朝
ぼ
ら
け
」
を
検
討
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
多
く
の
用
例
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
一

部
を
呈
示
す
る
。

⑹

あ
か
つ
き
の
し
も
し
ろ
し
と
い
ふ
だ
い
に
て

287
し
も
か
と
て
お
き
て
み
つ
れ
ば
月
か
げ
に
み
て
ま
が
は
せ
る
あ
さ
ぼ
ら
け
か
な

（『
実
方
集
』）

⑺

夜
ひ
と
よ
た
ふ
と
き
こ
と
き
き
あ
か
し
て































































































暁
方
ぬ
み
れ
ば
、
よ
る
ち
り
け
る

花
の
や
り
水
の
な
み
に
よ
せ
ら
れ
て
す
は
う
が
ひ
の
さ
ま
な
る
に
、
さ
く
ら

が
ひ
と
は
こ
れ
を
や
な
ど
い
ひ
て

42
夜
も
す
が
ら





























ち
り
け
る
花
を
朝
ぼ
ら
け
あ
か
し
の
浦
の
か
ひ
か
と
ぞ
み
る

（『
公
任
集
』）

⑻
ア
サ
ホ
ラ
ケ
ハ
明
旦
ト
モ
朝
旦
ト
モ
書
也
当
流
ハ
朝
ト
ク
ト
云
心
也

（『
古
今
和
歌
集
聞
書
』）

『陽成院親王二人歌合』の「ねざめのこひ」と「あかつきのわかれ」の時間 ( 4 ) 185



「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
に
つ
い
て
は
少
々
解
説
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
⑹
の
用
例
に
は
「
あ
か

つ
き
」
の
詞
書
に
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
と
詠
ん
で
お
り
、
⑺
は
「
暁
方
」
の
詞
書
に
「
朝
ぼ
ら
け
」

と
詠
ん
で
お
り
、
ア
カ
ツ
キ
と
朝
ぼ
ら
け
の
重
な
り
は
理
解
で
き
る
。
⑹
の
用
例
で
は
、
霜
が
下

り
て
い
る
の
か
と
庭
を
見
る
と
、
月
が
照
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ま
だ
辺
り
は

暗
い
（
月
が
明
る
い
）
時
間
帯
の
は
ず
で
あ
る(６
)。

さ
ら
に
、
⑻
の
用
例
の
詞
書
で
は
破
線
部
も
含
め
て
「
夜
ひ
と
よ
た
ふ
と
き
こ
と
き
き
あ
か
し

て
暁
方
」
と
あ
り
、
歌
で
は
「
夜
も
す
が
ら
」「
あ
さ
ぼ
ら
け
」「
あ
か
し
の
浦
」
の
三
つ
の
語
の

関
係
は
「
夜
も
す
が
ら
」「
あ
か
」
す
と
「
朝
ぼ
ら
け
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
夜
も
す

が
ら
と
夜
一
夜
は
と
も
に
一
晩
じ
ゅ
う
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
時
間
帯
起
き
て
い
る
の
は
「
あ
か

す
」
で
あ
っ
た
。
夜
も
す
が
ら
、
あ
る
い
は
夜
一
夜
を
あ
か
す
と
「
暁
方
」
あ
る
い
は
、「
朝
ぼ

ら
け
」
と
呼
ば
れ
る
時
間
帯
に
な
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
時
間
帯
は
⑻
「
朝
ト
ク
」
と
言
っ

て
も
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
ー
三

『
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
』
の
「
あ
か
つ
き
の
こ
ひ
」
の
題
下
に
は
、
二
十
首
の
歌
が
あ
っ
た
。

暁
が
、
暁
方
も
含
め
て
九
首
。「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
が
二
首
で
、「
あ
さ
つ
ゆ
」
が
一
首
で
、「
け
さ
」

が
二
首
。「
あ
さ
」
系
統
の
語
は
合
計
五
首
。
残
り
の
六
首
の
う
ち
動
詞
「
あ
く
」
で
暁
の
題
に

答
え
て
い
る
の
は
三
首
こ
れ
ら
の
歌
は
次
節
で
改
め
て
考
え
る
。

こ
こ
で
残
さ
れ
た
の
は
、
33
・
38
の
二
首
の
「
し
の
の
め
」
と
37
「
お
き
て
ゆ
く
」
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
二
首
の
「
し
の
の
め
」
か
ら
説
明
す
る
。

33
し
の
の
め
に
あ
け
ゆ
く























み
ち
も
ま
ど
は
な
ん
あ
か
で
わ
か
る
る
ひ
と
の
た
め
に
も

37
お
き
て
ゆ
く
か
た
も
し
ら
れ
ず
ま
ど
ふ
か
な
な
み
だ
も
そ
で
も
め
に
さ
は
り
つ
つ

38
こ
ひ
わ
ぶ
る
ひ
と
に
あ
ふ
よ
の
し
の
の
め
はに

わ
か
る
と
い
か
で
み
ぬ
よ
し
も
が
な

「
し
の
の
め
」
に
つ
い
て
は
別
に
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
簡
単

に
説
明
し
て
お
く
。「
し
の
の
め
」
は
う
す
ら
明
る
く
な
っ
た
時
間
帯
で
あ
る
。
そ
れ
も
33
番
歌

に
は
「
あ
け
ゆ
く
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
あ
け
ゆ
く
」
は
暁
の
別
表
現
で
あ
る(７
)。

午
前

三
時
を
過
ぎ
、
少
し
明
る
く
な
っ
た
頃
で
あ
る
。
33
番
と
38
番
の
歌
は
春
か
夏
の
歌
と
予
想
さ
れ

る
。37

番
の
「
お
き
て
ゆ
く
」
は
男
が
女
の
所
か
ら
去
っ
て
行
く
時
間
が
暁
の
時
間
帯
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
説
明
も
要
ら
な
い
だ
ろ
う
。

四
ー
四

最
後
に
動
詞
明
く
に
つ
い
て
述
べ
る
。
用
例
は

27
あ
け
ぬ
て
ふ
こ
ゑ
も
な
み
だ
も
も
ろ
と
も
に
う
ち
い
づ
る
か
ら
に
そ
で
ぞ
ぬ
れ
け
る

31
あ
け
ぬ
と
て
あ
か
ず
し
き
み
を
わ
か
る
れ
ば
こ
こ
ろ
は
ゆ
か
ぬ
も
の
に
ざ
り
け
る

32
あ
け
ぬ
と
て
い
ま
は
と
お
く
る
と
こ
な
か
に
ま
た
あ
ふ
べ
く
も
お
も
ほ
え
ぬ
か
な

の
三
首
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
の
統
合
的
題
は
「
あ
か
つ
き
の
わ
か
れ
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
各
歌
は
暁
の
時

間
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
三
首
の
動
詞
明
く
が
所
属
す
る
文
節
を
見
て
み
よ
う
。

「
あ
け
ぬ
て
ふ
」
が
一
首
、「
あ
け
ぬ
と
て
」
が
二
首
で
あ
る
。
す
べ
て
、
完
了
の
助
動
詞
ヌ
が

つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
暁
の
前
に
来
る
動
詞
明
く
は
、
日
付
変
更
を
意
味
す
る
こ
と
は
論

ず
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
三
首
の
歌
は
暁
を
「
明
け
ぬ
」
で
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五

『
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
』
は
「
ね
ざ
め
の
こ
ひ
」
と
「
あ
か
つ
き
の
こ
ひ
」
の
題
下
に
そ
れ

ぞ
れ
二
十
首
が
詠
ま
れ
て
い
た
。

「
ね
ざ
め
の
こ
ひ
」
の
題
の
も
と
で
は
、「
よ
は
（
夜
半
）」
を
意
識
し
て
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
。

「
あ
か
つ
き
の
こ
ひ
」
で
は
、「
朝
ぼ
ら
け
」
な
ど
が
詠
ま
れ
て
い
た
。「
朝
ぼ
ら
け
」
は
ア
カ
ツ

キ
の
時
間
を
意
味
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
わ
か
っ
た
。

そ
れ
に
、「
ね
ざ
め
」
と
「
あ
か
つ
き
」
で
は
時
間
の
相
違
が
あ
っ
た
。「
ね
ざ
め
」
は
午
前
三

時
ま
で
、「
夜
半
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
が
「
暁
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）『
夜
の
寝
覚
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
78

一
九
六
四
年

岩
波
書
店
）
の
阪
倉
篤
義
に
よ

る
解
説
、
お
よ
び
補
注
一
六
九
。

（
２
）
拙
稿
「
ア
カ
ツ
キ
と
ヨ
ハ
」（『
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
第
一
六
巻

一
九
九
九
年
）
ほ
か
。

（
３
）
拙
稿
「『
夜
を
こ
め
て
』
考
」（『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
62
二
○
一
一
年
）
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（
４
）
大
久
保
道
舟
訳
注
『
道
元
清
規
』（
岩
波
文
庫

青
三
一
九
―
六

一
九
六
六
年

岩
波

書
店
）

（
５
）
木
船
重
昭
『
元
良
親
王
集
注
釈
』（
一
九
八
四
年

大
学
堂
書
店
）

（
６
）
拙
稿
「
ア
サ
ボ
ラ
ケ
考
」（『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
63
二
○
一
二
年
）
ほ
か

（
７
）
拙
稿
「
ア
ケ
ハ
ツ
考
」（『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
64
二
○
一
三
年
）
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