
「
後
撰
和
歌
集
」
「
拾
遺
和
歌
集
」
に
見
え
る
承
香
殿
中
納
言
の
二
首
の

歌
に
つ
い
て
、
『
大
和
物
語
』
百
三
十
九
段
は
次
の
よ
う
な
歌
語
り
を
伝
え

て
い
る
。

先
帝
の
御
時
に
、
承
香
殿
の
御
息
所
の
御
曹
司
に
、
中
納
言
の
君
と

い
ふ
人
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
。
そ
れ
を
、
故
兵
部
卿
の
宮
、
わ
か
男
に
て
、

一
の
宮
と
聞
え
て
、
色
好
み
た
ま
ひ
け
る
こ
ろ
、
承
香
殿
は
い
と
ち
か

き
ほ
ど
に
な
む
あ
り
け
る
。
ら
う
あ
り
、
を
か
し
き
人
々
あ
り
と
、
聞

き
た
ま
う
て
、
も
の
な
ど
の
た
ま
ひ
か
は
し
け
り
。
さ
り
け
る
こ
ろ
ほ

ひ
、
こ
の
中
納
言
の
君
に
、
し
の
び
て
寝
た
ま
ひ
そ
め
て
け
り
。
と
き

ど
き
お
は
し
ま
し
て
の
ち
、
こ
の
寓
、
を
さ
を
さ
と
ひ
た
ま
は
ざ
り
け

り
。
さ
る
こ
ろ
、
女
の
も
と
よ
り
よ
み
て
奉
り
け
る
。

人
を
と
く
あ
く
た
川
て
ふ
津
の
国
の
な
に
は
た
が
は
い
君
に
ぞ
あ

り
け
る 『

大
和
物
語
」
第
百
三
十
九
段
考

ｌ
「
故
兵
部
卿
宮
」
は
元
良
親
王
か
？
Ｉ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

『
大
和
物
語
』
第
百
三
十
九
段
考

こ
の
章
段
に
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て
は
、

「
先
帝
」
・
・
・
醍
醐
天
皇

「
承
香
殿
の
御
息
所
」
・
・
・
醍
醐
女
御
源
利
子
（
光
孝
天
皇
女
）

「
故
兵
部
卿
宮
」
ヨ
の
宮
」
…
元
良
親
王
（
言
品
兵
部
卿
・
陽
成

天
皇
第
一
親
王
）

と
す
る
こ
と
で
、
諸
注
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
「
後
撰
和
歌
集
」
の
「
来
ぬ

人
を
」
の
歌
の
訶
言
に
は
、
た
だ
「
わ
す
れ
が
た
に
な
り
侍
り
け
る
を
と
こ

に
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
っ
て
、
中
納
言
の
君
が
歌
を
贈
っ
た
相
手
は
誰
と

か
く
て
物
も
食
は
で
、
泣
く
泣
く
病
に
な
り
て
恋
ひ
た
て
ま
つ
り
け

る
。
か
の
承
香
殿
の
前
の
松
に
雪
の
降
り
か
か
り
け
る
を
折
り
て
、
か

く
な
む
聞
え
た
て
ま
つ
り
け
る
。

来
ぬ
人
を
ま
つ
の
葉
に
ふ
る
白
雪
の
消
え
こ
そ
か
へ
れ
あ
は
い
思

ひ
に

と
て
な
む
、
「
ゆ
め
こ
の
雪
お
と
す
な
」
と
、
使
に
い
ひ
て
な
む
、
奉

一
ゾ
ニ

り
け
る
。

高
橋
照
美

三

九



と
あ
り
、
『
拾
遺
和
歌
集
」
の
「
人
を
と
く
」
の
歌
の
詞
書
に
も
、
「
延
喜
御

時
、
承
香
殿
女
御
の
方
な
り
け
る
女
に
、
も
と
よ
し
の
み
こ
ま
か
り
か
よ
ひ

侍
り
け
る
、
た
え
て
の
ち
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
故

兵
部
卿
宮
」
が
元
良
親
王
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。

〔
１
｜

「
わ
か
男
に
て
」
を
寛
平
二
年
（
八
九
○
）
生
ま
れ
の
親
王
の
元
服
後
間
も

一
一
〃
｜

な
い
こ
ろ
と
す
れ
ば
、
延
専
流
～
十
年
（
九
○
五
～
一
○
）
こ
ろ
の
出
来
事

と
な
り
、
「
先
帝
」
を
醍
醐
天
皇
と
す
る
こ
と
に
も
矛
盾
は
な
い
。

一
方
、
こ
の
段
の
「
承
香
殿
は
い
と
ち
か
き
ほ
ど
に
な
む
あ
り
け
る
」
の

一
節
は
、
古
く
か
ら
研
究
荷
を
悩
ま
せ
て
き
た
。
「
故
兵
部
卿
宮
」
を
元
良

親
王
と
し
た
場
合
、
こ
の
一
節
の
解
釈
が
す
こ
ぶ
る
困
難
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
挿
入
句
は
百
三
十
九
段
の
歌
語
り

が
成
立
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
前
提
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
合
理
的
な
解
釈

が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
観
点
か
ら
、
「
大
和
物

も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
『
元
良
親
王
集
』
に
、

ひ

に前 そ
行
殿
の
中
納
言
君
に
ほ
ど
な
く
か
れ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
を
ん
な

ひ
と
を
と
く
あ
く
た
が
は
て
ふ
つ
の
く
に
の
な
に
は
た
が
は
い
も
の
に

ざ
り
け
る

か
く
て
も
の
も
く
は
で
な
く
な
く
こ
ひ
き
こ
え
て
ま
つ
に
、
雪
の
ふ

り
か
か
り
た
り
け
る
に
つ
け
て
き
こ
え
け
る

こ
ぬ
ひ
と
を
ま
つ
の
え
だ
に
ふ
る
弾
の
き
え
こ
そ
か
へ
れ
あ
か
ぬ
お
も

と
す
る
。
「
承
香
殿
」
を
内
裏
の
殿
舎
で
は
な
く
、
そ
こ
を
局
に
賜
っ
た
女

御
和
子
そ
の
人
の
呼
称
と
し
、
そ
の
「
承
香
殿
」
和
子
の
凧
邸
小
松
殿
と
元

良
の
住
む
陽
成
院
が
至
近
距
離
に
あ
る
こ
と
を
指
す
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

小
松
殿
は
大
炊
御
門
大
路
北
・
町
小
路
束
（
室
町
西
）
、
陽
成
院
は
大
炊
御

一
『
。
ｇ
』

門
大
路
南
・
西
洞
院
大
路
西
に
所
在
し
、
そ
の
問
お
よ
そ
一
町
。
「
い
と
ち

か
き
ほ
ど
」
と
言
え
る
。

Ｂ
元
良
親
王
が
候
す
る
清
涼
殿
殿
上
の
問
と
承
香
殿
が
「
ち
か
き
ほ
ど
」

ま
ず
、
従
来
の
注
釈
書
で
、
「
承
香
殿
は
い
と
ち
か
き
ほ
ど
に
な
む
あ
り

け
る
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
を
整
理
し
て
お
く
。

Ａ
陽
成
院
と
小
松
殿
が
「
ち
か
き
ほ
ど
」
に
あ
る
と
す
る
解
釈

塞
町
時
代
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る
注
釈
課
「
大
和
物
語
紗
」
は
、

語
」
百
三
十
九
段
の
「
故
兵
部
卿
宮
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

承
香
殿
は
仁
寿
殿
と
常
寧
殿
の
問
也
諸
家
ち
か
、
る
へ
か
ら
す
承
香

殿
女
御
の
御
里
小
松
殿
と
陽
成
院
の
事
な
る
へ
し
小
松
殿
は
大
炊
御
門

の
北
室
町
の
西
光
孝
天
皇
御
誕
生
の
所
な
り
故
号
小
松
帝
陽
成
院
は
大

炊
御
門
南
西
洞
院
西
陽
成
誕
生
の
所
也
小
松
殿
と
陽
成
院
は
中
一
町
な

り
女
御
御
里
に
お
は
す
時
元
良
親
王
陽
成
院
に
お
は
し
い
と
ち
か
き
ほ

一
＄
一

と
に
な
ん
と
成
へ
し

二

四
○



そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
み
よ
う
。
Ａ
に
つ
い
て
は
、
森
本
茂
氏
が
二
承

香
殿
は
』
と
い
う
言
い
方
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
内
裏
内
の
御
殿
の
承
香

一
ゞ
図
｝

殿
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
批
判
し
、
今
井
源
衛
氏
も
、
「
前
文
に
「
御
曹

司
』
、
後
文
に
も
『
承
香
殿
の
松
の
枝
に
：
．
…
」
と
あ
る
か
ら
適
当
で
な

（
脳
》

い
」
と
す
る
。
い
ず
れ
も
首
肯
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。
「
承
香
殿
の
前
の

松
」
の
枝
に
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
の
を
「
ゆ
め
こ
の
雪
お
と
す
な
」

と
念
を
押
し
て
使
に
持
た
せ
、
「
来
ぬ
人
を
」
の
歌
を
贈
る
後
半
は
、
中

納
言
の
君
が
内
裏
承
香
殿
に
、
そ
し
て
「
故
兵
部
卿
宮
」
が
承
香
殿
か
ら

松
の
枝
の
雪
を
落
さ
ず
に
持
っ
て
行
け
る
ほ
ど
の
至
近
蠅
離
に
い
る
か
ら

こ
そ
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
舞
台
を
内
裏
外
と
す
る
解
釈
に
は
明
ら
か

に
あ
る
と
す
る
解
釈

柿
本
奨
氏
は
「
承
香
殿
は
清
涼
殿
の
東
棟
で
、
仁
寿
殿
の
北
に
あ
り
、
殿

｛
Ｈ
｝

上
か
ら
近
い
」
と
す
る
。
雨
海
博
洋
氏
も
、
「
承
香
殿
は
、
清
涼
殿
に
近
く
、

と
か
く
、
情
趣
を
解
す
る
女
房
た
ち
が
い
る
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

－
９
－
－

色
好
み
の
宮
は
昇
殿
の
折
に
歌
な
ど
を
交
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
講
談

社
学
術
文
庫
で
は
「
元
良
親
王
は
兵
部
卿
宮
で
あ
る
か
ら
、
当
然
清
涼
殿
に

上
っ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
れ
で
、
『
近
き
ほ
ど
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

一
Ⅱ
一

と
説
明
し
て
い
る
。

Ｃ
人
間
関
係
の
近
さ
と
す
る
解
釈

山
下
道
代
氏
は
、
「
元
良
親
王
邸
と
承
香
殿
の
距
離
的
な
近
さ
と
解
す
る

註
が
多
い
の
だ
が
、
む
し
ろ
人
間
関
係
の
近
さ
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

〔
Ⅱ
｜
｜

か
」
と
す
る
。

「
大
和
物
語
」
第
百
三
十
九
段
考

に
無
理
が
あ
る
。

Ｂ
は
元
良
親
王
が
清
涼
殿
殿
上
の
間
に
伺
候
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
「
承

香
殿
は
い
と
ち
か
き
ほ
ど
に
な
む
あ
り
け
る
」
を
合
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と

す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
故
兵
部
卿
宮
」
が
「
一
の
宮
と
聞

え
」
た
頃
、
す
な
わ
ち
通
称
と
な
る
よ
う
な
官
に
就
く
以
前
の
出
来
事
で
あ

る
。
今
上
で
あ
る
醍
醐
帝
と
は
疎
遠
な
陽
成
院
の
、
し
か
も
無
官
の
皇
子
が

頻
繁
に
殿
上
に
伺
候
し
、
後
宮
に
も
自
由
に
出
入
り
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
、
後
宮
の
一
女
房
が
公
的
な
場
で
あ
る
殿
上
の
間
に
私
的
な
恋
文
を
送

り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
「
故

兵
部
卿
宮
、
．
：
承
香
殿
は
い
と
ち
か
き
ほ
ど
に
あ
り
け
る
」
と
い
う
語
り
口

は
、
「
故
兵
部
卿
宮
」
の
内
裏
内
に
お
け
る
居
所
が
恒
常
的
に
定
ま
っ
て
お

り
、
そ
の
所
在
に
対
す
る
共
通
の
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
こ
が
承
香
殿

に
近
い
、
と
い
う
こ
の
歌
語
り
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
事
実
を
確

認
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
恒
常
的
な
居
所
と
は
言
い
が
た
い
殿
上
の
間

に
あ
て
て
解
す
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

Ｃ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
承
香
殿
は
い
と
ち
か
き
ほ
ど
に
な
む
あ
り
け
る
」

の
一
節
は
、
「
故
兵
部
卿
宮
」
と
中
納
言
の
君
の
馴
れ
初
め
以
上
に
、
雪
の

置
い
た
松
の
枝
を
歌
と
と
も
に
照
り
つ
け
る
後
半
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
前
提
と

し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
ち
か
き
ほ
ど
」
を
人
間

関
係
と
す
る
解
釈
は
苦
し
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
十
分
な
説
得
力
を
持
ち
え
て

｛
喝
一

い
な
い
。
「
故
兵
部
卿
宮
」
を
元
良
親
王
と
す
る
限
り
、
「
結
局
、
未
詳
」
と

い
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

四
一



『
大
和
物
語
」
百
三
十
九
段
の
「
故
兵
部
卿
宮
」
は
、
次
の
三
つ
の
条
件

を
満
た
す
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
コ
の
宮
」
す
な
わ
ち
第
一
親
王
で
あ
る
こ
と
。

２
「
故
兵
部
卿
宮
」
と
呼
ば
れ
得
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
「
大
和
物
語
」

一
川
一

の
人
物
呼
称
の
基
準
と
な
る
天
暦
五
年
（
九
五
二
以
前
に
、
兵
部
卿

を
極
官
と
し
て
莞
去
し
て
い
る
こ
と
。

３
内
裏
承
香
殿
の
近
く
に
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
。

元
良
親
王
は
３
を
欠
い
た
が
、
他
に
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
人
物
は
存

在
す
る
だ
ろ
う
か
。

冒
頭
で
も
確
認
し
た
通
り
、
『
大
和
物
語
』
百
三
十
九
段
の
「
先
帝
」
を

醍
醐
天
皇
と
す
る
点
で
諸
注
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
章
段
で
も
、
単

に
「
先
帝
」
と
あ
る
場
合
は
お
お
む
ね
醍
醐
帝
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い

｛
げ
ゞ
｜

よ
う
で
あ
る
。
す
る
と
、
「
先
帝
の
御
時
」
に
「
一
の
宮
」
と
称
さ
れ
る
の

に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
は
、
醍
醐
天
皇
の
第
一
皇
子
克
明
親
王
と
い
う
こ

（
附
一

と
に
な
る
。

（
脚
一

克
明
親
王
は
、
延
喜
三
年
（
九
○
三
）
の
生
ま
れ
。
母
は
更
衣
源
封
子

（
左
京
大
夫
旧
鑿
女
）
で
、
同
母
姉
に
賀
茂
斎
院
と
な
っ
た
宣
子
内
親
王
、

一
刻
一

妹
に
靖
子
内
親
王
（
藤
原
師
氏
室
）
が
い
る
。
延
喜
四
年
十
一
月
十
七
日
に

親
王
宣
下
、
同
十
六
年
十
一
月
二
十
七
日
清
涼
殿
に
お
い
て
元
服
、
三
品
に

一
一
リ
ニ

叙
せ
ら
れ
る
。
そ
の
後
弾
正
尹
を
経
て
、
延
長
五
年
（
九
二
七
）
四
月
二
十

一
一
一

四
二

一
”
一
一

一
鋤
｝

二
日
に
兵
部
卿
と
な
り
、
同
年
九
月
二
十
四
Ｈ
に
莞
去
。
享
年
二
十
五
歳
。

左
大
臣
藤
原
時
平
女
と
の
間
に
管
絃
の
名
手
と
し
て
名
高
い
源
博
雅
を
儲
け

｛
訓
｝

た
が
、
親
王
自
身
も
管
弦
に
堪
能
だ
っ
た
よ
う
で
、
延
喜
十
三
年
十
月
十
四

日
の
尚
侍
藤
原
満
子
四
十
賀
、
同
十
八
年
二
月
二
十
六
日
の
六
条
院
朝
親
行

一
錫
一

幸
で
は
琴
、
延
長
二
年
十
二
月
二
十
一
日
の
醍
醐
天
皇
四
十
賀
で
は
笛
を
演

（
邸
）
一
釘
一

奏
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
弓
に
も
巧
み
で
、
諸
芸
に
通
じ
た
風
流
な
貴
公
子

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

克
明
親
王
が
延
長
五
年
の
莞
去
時
に
兵
部
卿
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
日
本

紀
略
」
に
「
兵
部
卿
三
品
克
明
親
王
莞
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
天
暦
五
年
に
「
故
兵
部
卿
」
と
呼
ば
れ
得
る
と
い
う
条

件
２
は
満
た
さ
れ
る
。

残
る
条
件
３
だ
が
、
『
河
海
抄
」
巻
十
初
音
に
引
く
『
醍
醐
天
皇
御
記
」

延
喜
十
三
年
正
月
十
四
日
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
延
喜
十
三
年
の
時
点
で
克
明
親
王
は
内
裏
昭
陽
舎
（
梨

壺
）
に
直
盧
を
賜
っ
て
い
た
。
昭
陽
舎
は
温
明
殿
の
北
、
麗
景
殿
の
東
に
位

置
し
、
承
香
殿
に
も
「
い
と
ち
か
き
ほ
ど
」
に
あ
た
る
。

此
夜
有
踏
寄
事
（
中
略
）
自
滝
口
到
東
宮
息
所
曹
司
路
舞
踏
次
尚
侍

曹
司
轆
次
承
香
殿
息
所
曹
司
輔
次
克
明
親
王
直
魔
謡
次
参
入
東
宮
寅

｛
郡
一

四
剋
還
参
入
内
裏
（
以
下
略
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）



「
大
和
物
語
』
第
百
三
十
九
段
考

承香殿周辺図

こ
の
ほ
か
に
克
明
親
王
が
昭
陽
舎
に
直
盧
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
資

一
豹
一
一

料
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
「
東
宮
息
所
」
こ
と
藤
原
穏
子
が
弘
徽
殿
に

一
別
一

い
た
こ
と
は
『
貞
信
公
記
」
一
李
部
王
記
」
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
尚

侍
藤
原
満
子
の
曹
司
が
飛
香
舎
（
藤
壺
）
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
堤
中
納
言

集
』
（
部
類
名
家
集
本
）
に
「
故
尚
侍
の
す
み
た
ま
け
る
時
、
藤
壼
に
て
菊

宴
せ
さ
せ
た
ま
け
る
に
」
と
い
う
詞
害
を
持
つ
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

一
｜
訓
一

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
前
記
『
醍
醐
天
皇
御
記
」
の
内
容
は
、
信
頼

す
る
に
足
る
と
言
え
よ
う
。

外
戚
に
力
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
東
宮
の
座
は
同
い
年
の
弟
保
明
親
王
に

↑
廻
一

譲
っ
た
も
の
の
、
克
明
親
王
は
醍
醐
天
皇
の
第
一
皇
子
と
し
て
尊
重
さ
れ
、

優
遇
さ
れ
て
い
た
。
元
服
の
日
に
三
品
に
直
叙
さ
れ
た
こ
と
や
、
時
平
女
に

婿
取
ら
れ
た
こ
と
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
内
裏
内
に
直
盧
を
賜
っ
た

の
も
、
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
克
明
親
王
は
第
一
親
王
で
あ
り
、
天
暦
五
年
に

「
故
兵
部
卿
宮
」
と
呼
ば
れ
、
内
裏
承
香
殿
近
く
に
居
所
を
有
す
る
と
い
う

前
記
三
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
。
「
大
和
物
語
」
百
三
十
九
段
に
関

し
て
言
え
ば
、
「
故
兵
部
卿
宮
」
は
元
良
親
王
で
な
く
、
克
明
親
王
と
考
え

る
方
が
無
理
な
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
克
明
親
王
が

「
わ
か
男
」
で
．
の
宮
」
と
称
さ
れ
る
の
は
元
服
か
ら
任
官
ま
で
の
間
で

あ
る
こ
と
、
親
王
が
弾
正
尹
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
延
喜
二
十
年
か
ら
延
長
二

一
鋤
一

年
の
問
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
の
語
る
中
納
言
の
君
と
の
交
情

は
、
延
喜
十
七
年
こ
ろ
か
ら
延
長
初
年
の
間
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な

ブ
（
》
○

四
一

.三二



問
題
は
、
『
元
良
親
王
集
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
百
三
十
九
段
の
「
故
兵

部
卿
宮
」
が
克
明
親
王
な
ら
ば
、
「
大
和
物
語
」
と
『
元
良
親
王
集
」
で
中

納
言
の
君
の
贈
歌
の
相
手
が
異
な
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
歌
語
り
が
流

行
し
、
一
つ
の
歌
が
幾
通
り
も
の
異
伝
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
時
代
背

（
訓
）景

を
考
え
れ
ば
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
資
料
に
よ
っ
て
異
伝
を
採
録
し

た
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、
「
大
和
物
語
」
の

本
文
と
「
元
良
親
王
集
」
の
詞
書
が
「
か
く
て
物
も
食
は
で
、
泣
く
泣
く
」

と
い
う
特
徴
的
な
表
現
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
問
に
は
直
接

的
な
関
係
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
中
田
武
司
氏
は
『
元
良
親
王

一
一
潟
）

集
』
が
先
行
す
る
と
し
、
阿
部
俊
子
氏
は
同
集
が
「
大
和
物
語
』
を
参
照
し

一
妬
〉

た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
大
和
物
語
』

百
三
十
九
段
が
、
克
明
親
王
を
念
頭
に
置
い
た
語
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
場
合
は
、
「
元
良
親
王
集
」
か
ら
「
大
和
物
語
」
へ
と
い
う
影
響
関
係
を

考
え
る
よ
り
も
、
「
元
良
親
王
集
」
が
「
大
和
物
語
」
の
「
故
兵
部
卿
宮
」

を
元
良
親
王
と
解
し
、
そ
の
場
合
説
明
の
つ
か
な
く
な
る
「
承
香
殿
は
い
と

ち
か
き
ほ
ど
に
な
む
あ
り
け
る
」
の
一
節
や
「
承
香
殿
の
前
の
松
」
と
い
う

設
定
を
削
る
な
ど
し
て
簡
略
化
し
、
元
良
親
王
に
ま
つ
わ
る
歌
語
り
に
仕
立

て
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
全
体
と
し
て
の
両
者
の
関
係
に

（
灯
ゞ
一
一
弼
一

つ
い
て
、
山
口
博
氏
・
岡
部
由
文
氏
は
『
元
良
親
王
集
」
が
『
大
和
物
語
」

一
掬
｝
一
別
一

を
参
照
し
た
と
し
、
木
船
重
昭
氏
・
片
桐
洋
一
氏
は
そ
の
逆
と
す
る
が
、

「
元
良
親
王
集
」
で
は
元
良
親
王
に
贈
ら
れ
た
と
す
る
歌
が
、
「
大
和
物
語
」

四

で
は
別
の
人
物
に
賄
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
例
は
第
八
段
に
も
見
ら
れ

一
Ⅲ
一る

。
こ
れ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
一
元
良
親
王
集
」
を
編
纂
す
る
際
に
、
「
大

和
物
語
』
の
中
か
ら
色
好
み
と
し
て
の
元
良
親
王
像
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を

持
つ
章
段
を
選
び
取
り
入
れ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
『
大
和
物
語
」
に
お
け
る
呼
称
の
問
題
が
あ
る
。
青
木
賜
鶴
子

氏
は
、
「
大
和
物
語
」
の
基
盤
に
語
り
手
が
「
物
語
の
世
界
」
の
出
来
事
を

注
釈
し
た
り
批
評
し
た
り
し
な
が
ら
語
る
「
物
語
る
世
界
」
が
あ
る
こ
と
に

注
目
し
、
人
物
呼
称
は
「
物
語
る
世
界
」
の
共
通
認
識
を
前
提
に
し
た
も
の

で
、
一
人
の
人
物
を
指
す
呼
び
方
は
原
則
と
し
て
一
つ
で
あ
り
、
一
つ
の
呼

一
哩
一

称
は
同
一
の
人
物
を
指
す
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
九
段
で
克
明
親
王
は

一
卿
）

「
桃
園
兵
部
卿
宮
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
百
三
十
九
段
の
「
故
兵
部
卿
宮
」

が
克
明
親
王
だ
と
す
る
と
、
青
木
氏
の
言
う
呼
称
原
則
に
反
し
て
、
克
明
親

王
に
二
通
り
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

「
大
和
物
語
」
の
「
故
兵
部
卿
宮
」
は
す
べ
て
元
良
親
王
と
さ
れ
て
き
た
が
、

百
三
十
九
段
だ
け
を
例
外
と
考
え
て
よ
い
の
か
、
百
三
十
九
段
以
外
に
も
克

明
親
王
の
可
能
性
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び

『
元
良
親
王
集
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
大
和
物
語
」
百
三
十
九
段
の
「
故
兵
部
卿
宮
」
を
克
明

親
王
と
す
る
に
は
ま
だ
ま
だ
考
え
る
べ
き
こ
と
が
多
い
が
、
問
題
提
起
の
意

味
も
込
め
て
、
大
方
の
叱
正
を
乞
い
た
い
。

四
四



注（
１
）
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
二
・
恋
四
「
わ
す
れ
が
た
に
な
り
侍
り
け

る
を
と
こ
に
つ
か
は
し
け
る
承
香
殿
中
納
言
こ
ぬ
人
を
松
の

え
に
ふ
る
白
雪
の
き
え
こ
そ
か
へ
れ
く
ゆ
る
思
ひ
に
」
、
「
拾
遺
和

歌
集
』
巻
十
五
・
恋
五
「
延
喜
御
時
、
承
香
殿
女
御
の
方
な
り
け

る
女
に
、
も
と
よ
し
の
み
こ
ま
か
り
か
よ
ひ
侍
り
け
る
、
た
え
て

の
ち
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
承
香
殿
中
納
言
人
を
と
く
あ
く
た

河
て
ふ
つ
の
く
に
の
名
に
は
た
が
は
い
物
に
ぞ
有
り
け
る
」
。
い
ず

れ
も
「
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
（
以
下
同
）
。

（
２
）
「
大
和
物
語
』
の
本
文
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

に
よ
る
。

（
３
）
『
新
編
国
歌
大
観
」
に
よ
る
。
な
お
、
私
家
集
大
成
は
「
こ
ぬ
ひ

と
を
」
の
二
句
目
「
え
た
」
の
上
に
「
さ
」
を
傍
記
し
、
「
さ
え
た
」

（
小
枝
）
と
す
る
。

（
４
）
「
尊
卑
分
脈
」
「
天
慶
六
七
廿
六
莞
〈
五
十
四
歳
頓
死
と
か
ら
逆
算
。

（
５
）
元
良
親
王
の
元
服
時
の
年
齢
は
不
明
だ
が
、
異
母
弟
元
長
親
王
は

十
七
歳
で
、
元
利
親
王
は
そ
れ
よ
り
若
干
年
少
で
元
服
し
て
い
る
。

（
６
）
雨
海
博
洋
編
「
大
和
物
語
諸
注
集
成
」
（
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
）

に
よ
る
。

（
７
）
『
拾
芥
抄
』
中
・
諸
名
所
部
第
二
十

（
８
）
「
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
」
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
一
年
）

（
９
）
「
大
和
物
語
」
（
有
精
堂
校
注
叢
書
、
一
九
八
八
年
）
頭
注

（
岨
）
雨
海
博
洋
・
岡
山
美
樹
「
大
和
物
語
（
下
こ
（
講
談
社
学
術
文

『
大
和
物
語
』
第
百
三
十
九
段
考

庫
、
二
○
○
六
年
）

（
ｕ
）
「
歌
語
り
の
時
代
大
和
物
語
の
人
々
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九

三
年
）

（
皿
）
『
大
和
物
語
全
釈
」
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
三
年
）

（
過
）
『
大
和
物
語
評
釈
下
巻
」
（
笠
間
書
院
、
二
○
○
○
年
）

（
陞
）
単
な
る
血
縁
的
な
遠
さ
だ
け
で
な
く
、
陽
成
廃
立
ｌ
光
孝
即
位

と
い
う
経
緯
か
ら
、
陽
成
系
と
光
孝
系
は
一
種
の
緊
張
状
態
に
あ

り
、
宇
多
天
皇
は
御
記
の
中
で
陽
成
院
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て

い
る
。

（
旧
）
注
（
岨
）
前
掲
書

（
略
）
「
大
和
物
語
』
の
人
物
呼
称
が
天
暦
五
年
を
基
準
に
す
る
と
ほ
ぼ

矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
こ
と
は
、
阿
部
俊
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
二
校
本
大
和
物
語
と
そ
の
研
究
」
三
省
堂
、
一
九
五
四

年
、
増
補
版
一
九
七
○
年
）
・

（
互
雨
海
博
洋
氏
二
大
和
物
語
」
の
「
先
帝
」
考
」
二
中
古
文
学
』

一
八
、
一
九
七
六
年
九
月
。
の
ち
『
大
和
物
語
の
人
々
」
笠
間
書

院
、
一
九
七
九
年
所
収
）
、
青
木
賜
鶴
子
氏
「
大
和
物
語
の
『
先
帝
」

を
め
ぐ
っ
て
」
二
女
子
大
文
学
（
国
文
篇
こ
四
三
、
一
九
九
二
年

三
月
）
・

（
肥
）
当
時
の
慣
例
か
ら
す
れ
ば
、
元
良
親
王
は
、
醍
醐
朝
に
お
い
て

は
「
（
陽
成
）
院
の
一
の
宮
」
と
称
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

（
岨
）
延
喜
十
六
年
の
元
服
時
に
十
四
歳
（
「
親
王
御
元
服
部
類
記
」
所

引
「
醍
醐
天
皇
御
記
」
）
か
ら
逆
算
。

四
五



（
別
）
「
尊
卑
分
脈
」
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
」
ヨ
代
要
記
」

（
型
『
日
本
紀
略
」
三
代
要
記
」
醍
醐
天
皇

（
躯
）
『
貞
信
公
記
」
同
日
条

（
羽
）
『
貞
信
公
記
」
「
日
本
紀
略
」
同
日
条

（
型
）
「
尊
卑
分
脈
」
「
本
朝
皇
胤
紹
運
録
」
『
公
卿
補
任
」
天
延
二
年
条

源
博
雅
尻
付

（
空
『
西
宮
記
」
巻
十
二
、
賜
女
官
賀
事
、
「
御
遊
抄
」
二
、
朝
鞁
行

幸

（
恥
）
『
御
遊
抄
」
二
、
御
賀
、
「
古
今
著
聞
集
」
巻
十
三
、
祝
言
第
二
十

「
延
長
二
年
十
二
月
御
賀
に
中
宮
の
御
方
よ
り
楽
器
を
献
上
の
事
」

（
”
）
「
古
今
著
聞
集
」
巻
九
、
弓
箭
第
十
三
「
延
長
五
年
四
月
内
裏
に

て
小
弓
の
負
態
の
事
」

（
羽
）
本
文
は
玉
上
琢
彌
編
、
山
本
利
達
・
石
田
穣
二
校
訂
「
紫
明
抄

河
海
抄
」
（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
に
よ
る
。

（
空
こ
の
「
東
宮
息
所
」
は
、
醍
醐
後
宮
筆
頭
の
地
位
に
あ
る
こ
と
、

東
宮
保
明
親
王
の
元
服
（
延
喜
十
六
年
十
月
二
十
二
日
）
以
前
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
東
宮
妃
で
は
な
く
東
宮
の
母
御
息
所
の
意
で
、

保
明
の
母
穏
子
を
指
す
。

（
釦
）
「
依
中
宮
男
君
初
進
御
膳
、
上
御
弘
徽
殿
」
亀
貞
信
公
記
」
延
長

二
年
八
月
二
十
三
日
条
）
、
「
后
宮
男
君
初
着
御
袴
、
上
御
弘
徽
殿
」

（
同
延
長
三
年
八
月
二
十
九
日
条
）
、
「
参
中
宮
弘
徽
殿
」
二
河
海
抄
」

所
引
『
李
部
王
記
」
延
長
七
年
正
月
十
四
日
条
）
な
ど
。

（
型
増
田
繁
夫
氏
「
弘
徽
殿
と
藤
壺
ｌ
源
氏
物
語
の
後
宮
ｌ
」
（
『
国

語
と
国
文
学
」
六
三
’
二
、
一
九
八
四
年
十
一
月
）

（
聖
克
明
親
王
の
外
祖
父
源
旧
鑿
は
光
孝
天
皇
の
皇
子
だ
が
、
父
の

即
位
よ
り
先
、
貞
観
十
二
年
（
八
七
○
）
に
臣
籍
降
下
。
母
が
大

判
事
讃
岐
永
直
女
と
い
う
卑
姓
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

正
四
位
下
大
蔵
卿
で
終
わ
っ
た
。
封
子
の
入
内
は
醍
醐
天
皇
の
従

姉
妹
と
い
う
血
縁
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
皇
子
な
が

ら
、
関
白
太
政
大
臣
基
経
女
穏
子
を
母
と
す
る
保
明
親
王
は
、
伯

父
時
平
の
後
押
し
も
あ
り
、
生
後
二
ヶ
月
半
余
り
で
親
王
宣
下
、

即
日
皇
太
子
に
立
っ
た
。

（
翌
延
長
二
年
十
二
月
二
十
一
日
時
点
で
弾
正
尹
に
在
任
（
一
御
遊
抄
」

二
、
内
裏
御
賀
）
。
「
親
王
御
元
服
部
類
記
」
代
明
親
王
所
引
『
醍

醐
天
皇
御
記
」
延
喜
十
九
年
二
月
二
十
六
日
条
に
は
「
克
明
親
王
」

と
あ
る
の
で
、
任
弾
正
尹
は
こ
の
間
の
こ
と
。

（
弘
）
山
口
博
氏
「
後
撰
和
歌
集
成
立
考
ｌ
梨
壺
を
中
心
に
ｌ
」
亀
国

語
と
国
文
学
」
四
○
’
一
○
、
一
九
六
三
年
十
月
。
の
ち
『
王
朝

歌
壇
の
研
究
村
上
冷
泉
円
融
朝
篇
」
桜
楓
社
、
一
九
六
七
年
所

収
）

（
亜
『
王
朝
歌
物
語
の
研
究
と
新
資
料
」
（
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
）

第
四
章
大
和
物
語
論
「
素
材
と
作
者
孜
ｌ
勅
撰
集
と
の
関
係
ｌ
」

（
弱
）
「
元
良
親
王
御
集
の
性
格
」
亀
学
習
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
七
、

一
九
七
○
年
二
月
）

（
師
）
「
元
良
親
王
集
の
物
語
性
」
含
平
安
文
学
研
究
」
二
五
、
一
九
六

○
年
十
一
月
）

四
六



（
姥
）
「
大
和
物
語
の
語
り
の
方
法
ｌ
人
物
呼
称
を
中
心
に
ｌ
」
（
片
桐

洋
一
編
『
王
朝
の
文
学
と
そ
の
方
法
」
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
）

（
鮒
）
「
大
和
物
語
』
第
九
段
の
「
桃
園
兵
部
卿
宮
」
は
、
長
く
敦
固
親

王
（
宇
多
皇
子
）
と
さ
れ
て
き
た
が
、
迫
徹
朗
氏
は
「
大
和
物
語

に
お
け
る
桃
園
兵
部
卿
宮
考
」
亀
国
語
と
国
文
学
』
三
七
’
二
、

一
九
六
○
年
十
一
月
。
の
ち
「
王
朝
文
学
の
考
証
的
研
究
」
風
間

書
房
、
一
九
七
三
年
所
収
）
に
お
い
て
、
そ
れ
が
克
明
親
王
で
あ

る
こ
と
を
論
証
し
た
。

（
銘
）
弓
元
良
親
王
御
集
」
と
『
大
和
物
語
筐
二
國
學
院
大
學
大
学
院

文
学
研
究
科
論
集
」
四
、
一
九
七
七
年
三
月
）

（
弱
）
一
元
良
親
王
集
注
釈
」
解
説
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
八
四
年
）

（
㈹
）
「
元
良
親
王
集
全
注
釈
』
解
説
（
新
典
社
、
二
○
○
六
年
）

（
“
）
『
元
良
親
王
集
」
で
は
監
の
命
婦
が
親
王
に
贈
っ
た
と
さ
れ
る

「
あ
ふ
こ
と
の
か
た
は
さ
の
み
は
ふ
た
が
ら
む
ひ
と
よ
め
ぐ
り
の
き

み
と
み
つ
れ
ば
」
ほ
か
二
首
が
、
『
大
和
物
語
」
第
八
段
で
は
「
中

務
宮
」
（
醍
醐
皇
子
式
明
親
王
と
す
る
説
が
有
力
）
へ
の
照
歌
に
な

っ
て
い
る
。

（
蛇
）
「
大
和
物

『
大
和
物
語
』
第
百
三
十
九
段
考

（
た
か
は
し
・
て
る
み
本
学
非
常
勤
講
師
）

四
七


