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皇
后
さ
ま
…
…

そ
の
方
を
想
う
時
、
み
な
さ
ま
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
描
か
れ
ま
す
か
。

＊　

令
和
に
入
っ
て
間
も
な
い
今
は
、
ご
即
位
礼
に
輝
や
い
て
い
た
雅
子
様
の
、
あ
の
時
の
お
姿
で
し
ょ
う
か
。

多
く
の
人
は
、
戦
後
に
天
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
女
神
の
よ
う
、
一
般
ご
家
庭
か
ら
の
初
め
て
の
后き
さ
き
と
な
っ
た
美
智
子
様
を
想
わ
れ
ま
す

か
。
三
十
年
程
を
皇
太
子
妃
と
し
て
わ
た
く
し
た
ち
と
身
近
に
あ
り
、
平
成
に
御み

代よ

が
遷
っ
て
は
、
そ
の
ま
ま
女
神
の
ほ
ほ
え
み
で
よ
り

一
層
に
国
民
に
迎
え
ら
れ
て
皇
后
へ
、
只
今
は
上
皇
后
と
お
な
り
の
美
智
子
様
。

世
代
が
上
の
方
に
は
、
今
で
は
五
十
年
以
上
も
前
と
な
り
ま
す
が
、
日
本
が
戦
後
復
興
し
て
世
界
に
飛
翔
し
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大

会
や
、
日
本
万
国
博
覧
会
で
の
、
豊
か
に
お
っ
と
り
な
さ
っ
た
昭
和
の
香
淳
皇
后
で
し
ょ
う
か
。

華
や
か
に
美
し
い
姿
も
目
に
映
り
ま
し
ょ
う
が
、
ご
く
自
然
に
浮
か
ん
で
く
る
の
は
や
は
り
、
近
年
と
み
に
頻
繁
に
、
激
し
く
な
っ
て

き
た
自
然
災
害
な
ど
の
時
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

今
も
記
憶
に
、
体
感
に
残
る
東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
、
予
測
も
で
き
な
い
災
害
に
、
い
つ
も
、
真
先
に
駆
け
つ
け
、
被
災
し
た
全
て
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（「
皇
后
陛
下
お
誕
生
日
に
際
し
」（
平
成
十
四
年
）
宮
内
記
者
会
の
質
問
に
対
す
る
文
書
ご
回
答
）

　
つ
づ
け
て
美
智
子
様
は
、
昭
憲
皇
太
后
が
な
さ
っ
た
新
し
い
様
様
も
話
さ
れ
ま
す
（
２
）。「
御
服
装
も
、
そ
れ
ま
で
の
五い
つ
つ

衣ぎ
ぬ

や
袿け
い

袴こ

に
、

皇
室
史
上
初
め
て
西
欧
の
正
装
が
加
え
ら
れ
、
宝
冠
を
着
け
、
お
靴
を
召
さ
れ
ま
し
た
。」
と
述
べ
ら
れ
た
後
に
、
昭
憲
皇
太
后
が
携
わ

ら
れ
た
「
新
し
い
時
代
の
女
子
教
育
に
も
」
お
話
は
及
び
、「
皇
室
に
お
け
る
赤
十
字
と
の
関
係
も
明
治
の
時
代
に
作
ら
れ
ま
し
た
」
と

ひ
と
つ
の
お
話
を
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
ご
回
答
な
さ
れ
た
「
西
欧
の
正
装
」
も
「
宝
冠
」
も
、「
外
国
人
と
の
交
際
」
も
「
新
し
い
時
代
の
女
子
教
育
」
も
、
今
で
は

皇
室
で
一
般
に
な
っ
て
い
る
洋
装
の
正
装
や
国
際
親
善
や
女
性
へ
の
教
育
の
こ
と
で
す
。

何
よ
り
は
、「
皇
室
に
お
け
る
赤
十
字
と
の
関
係
」
で
す
。

実
は
、
美
智
子
様
も
も
ち
ろ
ん
の
上
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
の
御み

代よ

の
后き
さ
き
四
代
方
が
大
切
と
し
た
日
本
人
皆
で
共
に
幸
せ
に

な
れ
る
希
望
と
は
、
そ
の
ま
ま
近
代
の
言
葉
で
、
赤
十
字
が
理
念
と
し
た
「
博
愛
」
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
精
神
で
し
た
。

こ
の
「
博
愛
精
神
」
が
継
が
れ
て
、
今
の
雅
子
様
や
愛
子
内
親
王
様
ま
で
、
も
っ
と
も
と
な
さ
る
大
切
な
お
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。

次
い
で
美
智
子
様
は
、
欧
米
思
想
に
よ
る
近
代
化
と
、
日
本
伝
統
と
の
中
で
、「
広
く
世
界
」
へ
向
け
た
視
点
か
ら
「
昭
憲
皇
太
后
の

御
時
代
に
、
近
代
の
皇
后
の
あ
り
方
の
基
本
」
が
定
ま
っ
た
と
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
将
来
の
国
際
社
会
へ
向
け
た
視
野
で
、
先
の
皇
后
方
は
貞
明
皇
后
も
香
淳
皇
后
も
時
代
に
応
じ
、
社
会
に
適
っ
て
多
く
の
新
し

い
使
命
を
果
た
し
、
ご
自
身
も
そ
の
よ
う
に
「
時
の
変
化
に
耐
え
る
力
と
、
変
化
の
中
で
判
断
を
誤
ら
ぬ
力
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
」
祈
ら

れ
て
お
い
で
と
結
ば
れ
ま
す
（
３
）。

こ
の
、
明
治
か
ら
継
が
れ
て
今
も
変
わ
ら
ず
生
き
つ
づ
け
、
皆
で
希
望
へ
導
か
れ
る
心
と
は
、
ど
の
よ
う
に
大
切
な
心
で
し
ょ
う
か
。

に
よ
り
そ
わ
れ
た
方
は
皇
后
様
、
そ
の
方
で
し
た
。

お
見
舞
を
受
け
た
人
は
、
ど
れ
ほ
ど
に
守
ら
れ
、
救
わ
れ
た
思
い
を
抱
き
、
安
ら
ぎ
に
も
癒
し
に
も
包
ま
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

加
え
て
、
被
災
の
地
ば
か
り
で
は
な
く
、
想
像
を
絶
す
る
自
然
の
脅
威
を
目
に
し
た
だ
け
で
怯
え
て
い
た
皆
を
も
、
希
望
に
導
く
こ
と

へ
つ
な
が
り
ま
し
た
。

こ
れ
こ
そ
が
、
皇
后
ご
自
身
、
も
っ
と
も
大
切
と
す
る
ひ
と
つ
で
す
。

平
成
の
三
十
年
が
過
ぎ
て
も
、
現
在
の
日
本
人
の
多
く
は
、
皇
后
の
こ
の
よ
う
な
姿
と
し
て
、
平
成
の
后き
さ
き

で
あ
っ
た
美
智
子
様
を
想

う
こ
と
で
し
ょ
う
。

で
も
、
こ
の
皇
后
の
大
切
は
、
昭
和
の
后き
さ
き

・
香
淳
皇
后
も
、
大
正
の
后き
さ
き

・
貞
明
皇
后
も
、
明
治
の
后き
さ
き

・
昭
憲
皇
太
后
も
ま
っ
た
く

同
じ
く
大
切
と
し
て
き
た
心
で
し
た
。

時
代
も
社
会
も
違
い
ま
し
た
が
、
四
代
歴
史
の
中
で
、
い
つ
も
変
わ
ら
ず
大
切
に
し
て
き
た
心
が
、
弱
く
痛
み
、
ま
た
病
む
人
人
、
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
人
、
ま
た
救
い
を
求
め
る
人
人
を
、
守
り
救
い
、
日
本
に
暮
ら
す
誰
も
が
悲
痛
な
思
い
に
な
ら
な
い
よ
う
、
皆

で
い
っ
し
ょ
に
〈 

幸
せ 

〉
に
な
れ
る
よ
う
、
と
の
お
心
で
す
。

正ま
さ

し
く
慈
母
の
心
で
し
ょ
う
。

美
智
子
様
は
か
つ
て
、「
皇
后
の
役
割
」
に
つ
い
て
、
そ
の
都
度
、
鎖
国
政
策
か
ら
明
治
近
代
の
開
国
時
、
激
し
い
時
代
に
皇
后
で

あ
っ
た
昭
憲
皇
太
后
を
思
わ
れ
る
と
公
お
お
や
け
に
さ
れ
ま
し
た
（
１
）。

　

皇
后
の
役
割
の
変
化
と
い
う
こ
と
が
折
々
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
そ
の
都
度
、
明
治
の
開
国
期
に
、
激
し
い
時
代
の
変
化
の

中
で
、
皇
后
と
し
て
の
役
割
を
お
果
た
し
に
な
っ
た
昭
憲
皇
太
后
の
お
上
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
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今
回
、
こ
の
『
和
歌
で
つ
ゞ
る　

千
年
に
き
ら
め
く
皇
后
史
』
で
、
千
年
の
古
い
に
し
え

の
平
安
時
代
や
、
明
治
・
大
正
と
な
る
少
し
前
の

時
代
の
后き
さ
き

方
の
和
歌
も
楽
し
み
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
こ
と
ば
の
流
れ
を
快
よ
い
と
感
じ
て
い
た
だ
き
た
く
、
そ
し
て
そ
の
後
に
も
し
、

一
滴
ぽ
と
り
と
透
明
な
雫し
ず
く

が
心
に
入
り
、
い
つ
し
か
し
み
入
っ
て
く
れ
た
ら
、
和
歌
一
首
は
心
に
生
き
続
け
て
ゆ
く
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
思
わ
れ
る
歌
の
詞こ
と
ば

を
一
詞こ
と
ば

、
選
び
ま
し
た
。

明
治
の
后き
さ
き

は
、
ご
成
婚
ま
で
を
公
家
生
家
が
あ
る
京
で
、
そ
の
後
を
文
明
開
化
ま
っ
只
中
の
東
京
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
政

府
が
進
め
る
ハ
ー
ド
な
政
策
を
、
伝
統
的
な
エ
レ
ガ
ン
ト
な
歌う
た

詞こ
と
ば
表
現
に
綴
る
の
で
す
。

「
ば
ら
の
水
」、
こ
の
こ
と
ば
は
何
で
し
ょ
う
か
。
今
は
日
常
と
な
っ
て
い
て
、
当
時
に
開
化
文
明
の
と
き
め
き
を
集
め
た
香
水
を
表
す

歌う
た

詞こ
と
ば
で
す
。
香
り
に
の
っ
て
「
ば
ら
」
の
花
も
視み

え
る
よ
う
で
す
。

ま
た
美
智
子
様
が
お
話
な
さ
っ
た
洋
装
の
日
本
化
も
明
治
の
后き
さ
き
は
、
着
物
と
違
っ
て
今
に
も
美
し
い
ウ
エ
ス
ト
ラ
イ
ン
が
見
え
る
よ

う
な
、
江
戸
期
ま
で
の
男
女
の
舞
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
「
こ
し
ぼ
そ
の
す
が
る
乙
女
」（
明
治
二
十
五
年
み
歌
・
明
治
四
十
一

年
み
歌
）
と
描
き
ま
し
た
。
政
府
一
番
の
政
策
が
こ
の
よ
う
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
漂
う
エ
レ
ガ
ン
ス
に
描
か
れ
る
表
現
が
、
伝
統
の
「
和

歌
」、
明
治
以
降
の
近
代
の
后き
さ
き
の
「
み
歌
」
と
言
わ
れ
る
歌
で
し
た
。

美
智
子
様
も
ま
た
、
平
安
期
以
来
の
雅み
や
び
な
歌う
た

詞こ
と
ば
で
、
若
菜
を
摘
み
香
り
に
染
ま
っ
た
手
を
さ
し
の
べ
抱
き
上
げ
た
「
吾わ

子こ

」（
わ
た

く
し
の
子
）
の
、
健
や
か
を
祈
る
和
歌
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。

若

若
菜
つ
み
し
香
に
そ
む
わ
が
手
さ
し
伸
べ
ぬ
空
に
あ
ぎ
と
ひ
吾わ

子こ

は
す
こ
や
か

　
（
上
皇
后
陛
下
・
昭
和
三
十
六
年
）

わ
た
く
し
た
ち
皆
が
、
共
に
安
ら
ぎ
癒
さ
れ
〈 

幸
せ 

〉
へ
向
か
え
る
そ
の
大
切
な
何
か
を
、
そ
れ
で
は
千
年
の
歴
史
に
生
き
る
歴
代

皇
后
の
〈 

和
歌 

〉
か
ら
、
ご
い
っ
し
ょ
に
探
し
求
め
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

＊

そ
れ
で
も
、
歴
史
と
か
、
社
会
と
か
言
い
ま
す
と
、
現
代
日
常
か
ら
は
隔
た
り
が
あ
る
む
ず
か
し
さ
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
か
。

そ
の
よ
う
で
は
な
く
て
、
今
回
の
后き
さ
き

の
お
話
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

そ
れ
は
、〈
后き
さ
き

四
代 

〉
が
、
彩
い
ろ
ど
り

美
し
い
た
く
さ
ん
の
糸
を
紡
い
で
く
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
、

　
　
〈 

和
歌 

〉

な
の
で
す
。

和
歌
は
、
平
安
時
代
百
年
の
こ
ろ
、
日
本
人
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
こ
と
ば
〈 

日
本
語 

〉
と
し
て
、
初
め
て
の
創
作
意
識
を
も
っ
て
創
ら
れ

た
表
現
で
し
た
。

五
・
七
・
五
・
七
・
七
・
一
首
・
三
十
一
音
の
現
代
で
表
現
さ
れ
る
ポ
エ
ム
の
一
様
式
で
す
。

勅
撰
『
古
今
和
歌
集
』
で
創
ら
れ
た
〈 

和
歌 

〉
は
、
皇
室
の
伝
統
の
中
で
帝み
か
ど

や
后き
さ
き

方
が
表
わ
し
て
き
ま
し
た
が
、
実
は
気
付
か
れ

て
い
な
い
で
し
ょ
う
が
、
海
外
で
流
行
し
て
い
る
連
歌
・
連
句
も
和
歌
か
ら
生
ま
れ
、
琴
曲
な
ど
に
の
っ
て
歌
う
歌
も
和
歌
そ
の
も
の
と

言
え
る
表
現
で
す
。
も
っ
と
広
く
ニ
ュ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
歌か

詞し

や
演
歌
ま
で
も
、
よ
く
聞
い
て
み
る
と
五
・
七
調
と
か
七
・
五
調
と
か

の
、
和
歌
の
語
調
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
和
歌
は
、
現
代
で
の
意
味
や
一
首
の
テ
ー
マ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
で
、「
五
・
七
・
五
・
七
・

七
・
一
首
・
三
十
一
音
の
韻
律
」
を
感
覚
し
て
い
た
だ
く
こ
と
か
ら
楽
し
み
が
始
ま
り
ま
し
ょ
う
。
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文
化
と
な
り
な
が
ら
、
相
互
に
も
美
し
い
日
本
文
化
を
生
成
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

明
治
の
后き
さ
き

・
昭
憲
皇
太
后
も
大
正
の
后き
さ
き

・
貞
明
皇
后
も
、（
み
う
た
）
一
首
の
ほ
と
ん
ど
を
「
平
仮
名
」
で
綴
っ
て
今
に
伝
え
て
下

さ
い
ま
し
た
。
今
回
は
、
こ
の
本
を
お
読
み
下
さ
る
み
な
さ
ま
に
、
少
し
で
も
后き
さ
き

方
の
和
歌
に
入
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、
わ
た
く
し
自

身
も
で
き
う
る
限
り
后き
さ
き

方
の
和
歌
に
添
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、
明
治
以
降
の
后き
さ
き

方
の
和
歌
を
「
み
歌
」
と
平
仮
名
で
表
わ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
和
歌
本
来
の
一
片
に
、「
平
仮
名
文
学
」
と
「
女
性
の
手
（
耆
）」
が
そ
の
後
に
永
く
日
本
文
化
の
大
切
な
要
素
と
な
る

女
性
文
化
を
形
成
し
て
き
た
歴
史
事
実
に
、
わ
た
く
し
も
共
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
。

と
は
申
せ
、
こ
の
本
は
、
わ
た
く
し
の
長
い
年
月
の
和
歌
研
鑚
に
基
づ
く
広
い
方
方
へ
の
啓
蒙
書
と
し
て
公
と
す
る
も
の
で
、「
凡
例
」

や
「
文
献
」
一
覧
等
の
学
術
的
部
分
は
「
御み

歌う
た
」
と
記
述
し
て
区
別
致
し
ま
し
た
。

＊

こ
こ
で
最
後
に
少
し
だ
け
、
わ
た
し
た
ち
が
暮
ら
す
地
球
を
眺
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

急
激
な
温
暖
化
で
激
し
い
気
候
変
動
が
続
き
、
食
糧
や
水
へ
の
不
安
も
始
ま
り
、
難
民
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
子
供
た
ち
へ
の
涙
か
ら
戦

争
ま
で
も
、
悲
し
み
は
次
次
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
同
じ
地
球
に
暮
ら
す
人
間
と
し
て
、
皆
で
よ
り
良
い
社
会
を
創
れ
る
よ
う
求
め
た
い
の
で
す
。

実
は
、
后き
さ
き
四
代
が
最
も
と
な
さ
り
、
さ
ら
に
次
代
の
皇
后
へ
と
継
が
れ
る
大
切
な
尊
さ
と
は
、
日
本
千
年
の
歴
史
で
、
本
来
に
変
わ

る
こ
と
な
く
生
き
続
け
て
き
た
〈 

人
間
社
会
全
体
の
平
穏 

〉
と
言
う
普
遍
な
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
将
来
の
国
際
社
会
で
、

日
本
の
皇
后
の
使
命
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
、
永
遠
の
価
値
に
あ
る
尊
さ
な
の
で
す
。

ひ
と
つ
の
星
に
生
き
る
ひ
と
り
ひ
と
り
が
み
な
平
安
に
過
ご
せ
る
未
来
社
会
、
そ
の
理
想
社
会
に
貢
献
で
き
る
よ
う
、
日
本
千
年
の
歴

「
若わ
か

菜な

摘つ
み

」
は
、
正
月
初は
つ

子ね

の
日
に
そ
の
菜
を
摘
み
、
長
寿
を
祈
る
平
安
期
か
ら
の
宮
廷
の
遊
び
で
し
た
。
そ
れ
が
和
歌
だ
け
で
な
く
、

『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
で
も
、
優
雅
な
恋
の
物
語
に
描
か
れ
て
、「
若
菜
」
も
「
若
菜
摘
」
も
和
歌
や
物
語
で
表
現
さ
れ
な
が
ら
、

和
歌
の
詞こ
と
ば
が
、
人
間
も
よ
う
の
様
様
も
含
む
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

す
る
と
、
美
智
子
様
の
表
現
「
若
菜
つ
み
」
か
ら
も
、
若
菜
の
香
や
、
片
言
で
言
葉
す
る
子
の
「
あ
ぎ
と
ひ
」
の
声
や
、
何
よ
り
、
抱

き
上
げ
た
い
と
お
し
い
子
へ
の
健
や
か
な
成
長
の
〈 

祈
り 

〉
や
が
、
平
安
朝
以
来
の
歌う
た

詞こ
と
ば

に
表
現
す
る
こ
と
で
一
首
の
余
情
に
漂
っ

て
生
き
て
く
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
詞こ
と
ば

に
生
き
て
い
る
千
年
以
上
の
和
歌
伝
統
の
豊
潤
を
自
由
に
イ
メ
ー
ジ
し
、
香
や
色
や
音
を
自
由
に
感
覚
で
き
る
余

情
こ
そ
が
、
和
歌
の
楽
し
さ
と
な
り
、
千
年
の
年
月
に
歌う
た

詞こ
と
ば

が
内
包
し
て
き
た
歴
史
に
生
き
る
表
現
を
、
現
代
の
一
首
の
奥
に
生
か
せ

る
こ
と
こ
そ
が
、
和
歌
の
表
現
効
果
の
特
性
と
な
る
の
で
す
。
折
り
毎
に
そ
の
余
情
に
う
っ
と
り
と
し
な
が
ら
も
。

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
〈 

和
歌 

〉
に
よ
っ
て
、
わ
た
く
し
た
ち
も
、
む
ず
か
し
い
社
会
や
歴
史
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
む
し
ろ
、〝
自
由

な
心
遊
び
〟
の
中
で
、
永
い
時
を
生
き
て
い
る
后き
さ
き

方
の
大
切
を
、
紐
と
い
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
こ
の
『
和
歌
で
つ
ゞ
る　

千
年
に
き
ら
め
く
皇
后
史
』
で
は
、
和
歌
の
発
生
か
ら
現
代
の
詠
歌
ま
で
を
辿
り
ま
す
の

で
、
総
論
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
「
和
歌
」
と
表
わ
し
て
ゆ
き
ま
す
が
、
歴
史
が
近
代
に
入
り
ま
す
と
、
特
に
天
皇
和
歌
を
「
御ぎ
ょ
せ
い製

」
と
、

皇
后
和
歌
は
「
御み

歌う
た

」
と
敬
称
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
明
治
の
后き
さ
き
・
昭
憲
皇
太
后
の
詠
歌
説
明
か
ら
は
「
御
歌
」（
み
う
た
）
と
敬
称
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
も
の
の
、
そ
れ
で

も
平
安
朝
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
醍だ
い

醐ご

天
皇
が
〝
日
本
語
を
創
造
〟
す
る
べ
く
「
和
歌
」
表
現
を
創
造
し
た
歴
史
と
共
に
、
そ
の

『
古
今
和
歌
集
』
撰
者
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
紀
貫
之
に
よ
る
、
み
な
さ
ま
も
ご
存
知
の
『
土
佐
日
記
』
な
ど
か
ら
「
平
仮
名
文
学
」
も
生

ま
れ
、
そ
の
仮
名
を
し
た
た
め
る
「
手
（
書
）」
も
愛め

で
ら
れ
て
、「
和
歌
・
平
仮
名
文
学
・
手
（
書
）」
は
、
各
各
が
か
け
が
え
の
な
い



15 記　この本の執筆目的 14

記
　
こ
の
本
の
執
筆
目
的

和
歌
の
発
生
か
ら
現
代
日
本
へ
生
き
続
け
る
和
歌
文
化
へ

こ
こ
で
こ
の
『
和
歌
で
つ
ゞ
る　

千
年
に
き
ら
め
く
皇
后
史
』
を
記
す
目
的
を
明
示
さ
せ
て
下
さ
い
。

和
歌
の
発
生
は
、
古
代
の
呪
術
の
折
り
な
ど
に
舞
や
音お
ん

曲ぎ
ょ
く
に
の
っ
て
謡う
た
っ
た
人
人
の
、
魂
の
奥
底
か
ら
の
自
然
な
謡う
た
い
調
「
五
・

七
・
音
」
や
「
七
・
五
・
音
」
と
か
の
こ
と
ば
か
ら
と
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
い
つ
か
『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
「
五
・
七
・

五
・
七
・
五
・
七
…
…
七
・
七
音
」
形
式
の
長
歌
や
、「
五
・
七
・
五
・
七
・
七
音
」
形
の
、
現
代
で
言
う
短
歌
と
は
異
な
る
意
味
の
、

し
か
し
こ
れ
も
短
歌
と
呼
ぶ
同
じ
形
式
の
歌
に
な
っ
て
、
多
く
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
平
安
時
代
に
入
っ
て
百
年
の
醍だ
い
醐ご

天
皇
の
御み

よ代
で
す
。
未
だ
日
本
語
と
な
る
言
語
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、

〈 

日
本
語
を
創
る 

〉
と
い
う
国
策
の
も
と
、
意
識
を
も
っ
て
、〈 

日
本
人
の
感
性
で
感
受
し
た
美
意
識 

〉
か
ら
〈 

日
本
人
自
ら
の
心
に

深
め
た
精
神
性 

〉
も
、
さ
ら
に
〈 

日
本
人
自
身
の
思
考
を
体
系
化
し
た
思
想 

〉
ま
で
を
自
ら
の
言
語
で
〈 

表
現 

〉
し
う
る
〈 

日
本
語 

〉

が
創
ら
れ
ま
し
た
。
醍
醐
天
皇
は
、
そ
の
、
日
本
語
と
し
て
の
〈 

倭や
ま
と

歌う
た 

〉
を
表
わ
し
、
こ
こ
で
表
わ
さ
れ
た
一
首
・
五
・
七
・
五
・

七
・
七
音
に
よ
る
表
現
様
式
を
綴
る
一
詞こ
と
ば
一
詞こ
と
ば
か
ら
五
音
や
七
音
の
歌
句
、
そ
し
て
三
十
一
音
一
首
全
体
の
あ
ら
ゆ
る
多
様
な
こ
と

ば
を
日
本
語
と
し
て
創
造
し
、
さ
ら
に
は
一
首
三
十
一
音
で
表
現
さ
れ
た
多
彩
な
和
歌
を
千
二
百
首
も
の
全
体
で
、
ま
る
で
絵
巻
と
か
物

語
と
か
の
よ
う
に
体
系
化
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
を
編
纂
さ
せ
る
の
で
す
。

日
本
で
初
め
て
の
勅
撰
『
古
今
和
歌
集
』
に
よ
る
〈 

日
本
語
の
創
造 

〉
で
す
。

史
と
〈 

普
遍 

〉
と
な
っ
て
き
た
大
切
に
よ
っ
て
、〈 

永
遠
を
志
向 

〉
し
て
、
そ
の
尊
さ
を
求
め
て
ゆ
き
た
い
と
願
い
ま
す
。

註（
1
） 上
皇
后
陛
下
「
皇
后
陛
下
お
誕
生
日
に
際
し
（
平
成
十
四
年
）」「
宮
内
記
者
会
の
質
問
に
対
す
る
文
書
ご
回
答
」

（
2
） 前
掲
（
1
）

（
3
） 前
掲
（
1
）
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て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
に
日
本
文
化
の
ひ
と
つ
の
特
性
も
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
こ
の
よ
う
な
文
化
の
歴
史
を
生
き
て
き
た
日
本
文
化
で
す
か
ら
こ
そ
の
、

豊
か
な
芳
醇
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

な
ぜ
、
現
在
、
歴
代
后き
さ
き

の
和
歌
史
を
志
向
す
る
の
か

こ
の
よ
う
な
日
本
の
歴
史
事
実
と
文
化
史
に
お
い
て
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
和
歌
で
解
明
す
る
千
年
の
皇
后
史
執
筆
と
な
る
の
で
し
ょ

う
か
、
さ
ら
に
『
和
歌
で
つ
ゞ
る　

千
年
に
き
ら
め
く
皇
后
史
』
を
記
す
本
来
の
目
的
へ
入
り
ま
し
ょ
う
。

先
に
記
す
と
お
り
に
、
和
歌
と
は
、
歌
人
た
ち
に
よ
る
私
撰
集
や
歌
人
の
家
の
私
家
集
と
な
る
歌
集
も
伝
わ
り
ま
す
が
、
天
皇
の

勅
み
こ
と
の
り
に
よ
る
勅
撰
和
歌
集
が
そ
の
創
造
か
ら
継
承
へ
、
そ
し
て
再
生
や
ま
た
新
た
な
る
創
造
へ
と
、
時
代
の
中
で
営
み
を
重
ね
な
が
ら
、

そ
こ
に
は
時
代
な
ら
で
は
の
社
会
で
な
く
て
は
生
ま
れ
え
な
い
美
意
識
も
精
神
性
も
思
想
も
源
と
し
つ
つ
、
か
つ
社
会
全
体
に
影
響
を
与

え
て
は
後
世
へ
と
絶
え
る
こ
と
な
く
つ
な
が
っ
て
き
た
文
化
で
す
。
言
わ
ば
、
時
代
に
在
っ
て
和
歌
創
造
の
先
駆
者
で
あ
り
、
和
歌
継
承

を
自
ら
の
使
命
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
た
担
い
手
こ
そ
が
、
天
皇
の
座
に
在
り
皇
后
に
立
た
れ
た
方
方
で
し
た
。

併
せ
て
、
こ
れ
も
先
に
記
す
よ
う
に
君
民
一
体
の
体
制
に
あ
っ
た
帝み
か
ど
と
后き
さ
き
方
方
の
使
命
の
最
も
は
、

政
ま
つ
り
ご
と
と
は
一
線
を
画
し
て
の

〈 

民
の
平
穏
を
願
う 

〉
こ
と
か
ら
〈 

国
が
平
安
に
在
る
祈
り 

〉
に
あ
り
ま
し
た
。

和
歌
を
創
造
し
継
ぐ
使
命
を
支
え
て
い
た
本
質
と
、
歴
史
に
在
っ
た
帝み
か
ど
と
后き
さ
き
方
の
使
命
の
本
来
と
が
結
び
合
い
、
こ
こ
で
ひ
と
つ

と
な
っ
て
き
ま
す
。

帝み
か
ど
と
后き
さ
き
方
本
来
に
お
い
て
の
使
命
〈 

祈
願 

〉
と
日
本
語
と
し
て
の
〈 

和
歌 

〉
表
現
創
造
活
動
と
は
、
そ
も
そ
も
に
和
歌
の
発
生

そ
の
も
の
が
地
上
の
人
間
界
を
超
え
た
存
在
へ
の
祈
願
と
し
て
人
間
の
魂
の
深
奥
か
ら
生
ま
れ
生
で
た
よ
う
に
、
平
安
朝
宮
廷
に
お
い
て

倭
歌
は
そ
う
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
漢
の
国
か
ら
の
詩
に
対
し
て
、〈 

倭や
ま
と

の
国
の
歌 

〉
を
意
味
す
る
〈 

倭や
ま
と

歌う
た

＝
和わ

か歌 

〉
と
し
て
多

彩
な
日
本
語
を
生
み
、
そ
れ
ら
に
よ
る
表
現
を
熟
成
さ
せ
な
が
ら
五
・
七
・
五
・
七
・
七
・
三
十
一
音
に
よ
るわ

か一
首
全
体
で
の
表
現
様
式

を
完
成
さ
せ
て
ゆ
き
ま
す
。

こ
の
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初
め
ま
で
の
約
四
百
年
間
に
、
醍
醐
天
皇
勅
撰
『
古
今
和
歌
集
』
に
始
ま
る
八
集
も
の
勅
撰
和
歌
集
が

編
ま
れ
、
七
集
目
と
な
る
後
白
河
法
皇
院
宜
に
よ
る
『
千
載
和
歌
集
』
と
八
集
目
後
鳥
羽
上
皇
院
宜
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
至
っ
て
、

正ま
さ
し

く
〈 

美 

〉〈 

霊 
〉〈 
智 

〉
が
融
合
す
る
芸
術
の
次
元
と
な
る
〈 

和
歌
文
学 

〉
が
完
成
し
ま
す
。

こ
こ
ま
で
の
完
成
に
至
る
に
は
、
平
安
朝
体
制
の
日
本
歴
史
で
特
異
な
在
り
方
が
必
然
で
し
た
。
こ
の
時
代
は
日
本
の
歴
史
の
中
で
も
、

現
代
ま
で
そ
の
制
度
を
残
す
律
令
制
が
最
も
整
っ
て
い
た
社
会
で
、
そ
れ
は

政
ま
つ
り
ご
と

は
民た
み

が
選
ぶ
為
政
者
が
執
り
行
な
い
、
天
皇
は
民
が

選
ぶ
為
政
者
を
親
任
す
る
と
言
う
君
民
一
体
の
関
係
下
に
、
宮
廷
出
仕
の
公
卿
達
は
現
代
の
政
治
家
・
行
政
官
・
司
法
官
の
役
割
を
持
ち

な
が
ら
、
天
皇
か
ら
与
え
ら
れ
た
荘
園
を
運
営
す
る
企
業
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。
中
で
、
最
も
重
要
な
使
命
が
文
化
人
と
し
て
の
創
作
や
、

そ
れ
を
通
し
て
の
文
化
活
動
を
言
え
ま
し
ょ
う
。

し
か
も
、
平
安
朝
こ
そ
は
、
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
唯
一
に
、
国
軍
も
死
刑
制
度
も
存
在
し
な
い
、
言
わ
ば
非
軍
備
〈 

平
和
な
社
会 

〉

で
し
た
。

日
本
の
歴
史
上
で
稀
に
見
る
〈 

平
和 

〉
社
会
に
あ
っ
て
こ
そ
創
造
さ
れ
た
平
安
朝
の
宮
廷
文
化
で
あ
り
、
そ
の
肝
心
に
在
っ
て
本
質

を
成
し
た
文
化
こ
そ
〈 

和
歌
文
化 

〉
な
の
で
す
。

平
安
朝
に
創
造
さ
れ
熟
成
し
た
和
歌
文
化
は
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
源
と
し
な
が
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
文
化
が
そ
う

で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
程
に
、
源
か
ら
様
様
な
文
化
が
生
ま
れ
、
そ
の
新
し
い
文
化
も
決
し
て
過
去
の
文
化
を
消
去
す
る
こ

と
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
文
化
を
内
包
し
な
が
ら
、
時
代
毎
の
社
会
に
誕
生
し
た
新
し
い
文
化
と
し
て
再
生
、
新
生
、
創
造
の
営
み
を

連
続
し
て
は
、
常
に
時
代
に
在
る
社
会
な
ら
で
は
の
新
し
い
美
意
識
も
精
神
性
も
思
想
も
表
象
し
つ
つ
現
在
ま
で
継
が
れ
生
き
続
け
て
き
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わ
た
く
し
の
中
で
、
和
歌
に
お
い
て
祈
る
究
極
の
テ
ー
マ
と
、
安
全
配
慮
義
務
理
念
が
象
徴
す
る
理
想
社
会
と
は
、
ひ
と
つ
に
融
合
し

て
ゆ
く
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
理
念
か
ら
〈 

和
歌 

〉
の
本
質
と
、
そ
う
い
う
本
質
が
尊
ば
れ
な
が
ら
和
歌
が
二
千
年
の
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
創
造
・

継
承
・
再
生
・
新
生
さ
れ
な
が
ら
現
在
に
生
き
る
歴
史
事
実
と
か
ら
〝
な
ぜ
和
歌
が
一
千
年
以
上
の
時
を
超
え
て
日
本
人
の
中
に
生
き
て

き
た
の
か
〟、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
る
〈 

普
遍 

〉
な
る
も
の
か
ら
〈 

永
遠 

〉
へ
〝
尊
ば
れ
る
何
か
〟
は
存
在
す
る
の
か
、
も
し
存
在
す
る

の
で
あ
る
な
ら
ば
歴
史
の
中
で
和
歌
を
創
り
継
い
で
き
た
作
品
に
よ
っ
て
そ
の
、〈 

永
遠
普
遍 

〉
な
る
〝
尊
い
何
か
〟
を
希
求
し
た
く

志
向
し
ま
す
。

そ
こ
に
こ
の
『
和
歌
で
つ
ゞ
る　

千
年
に
き
ら
め
く
皇
后
史
』
を
記
す
目
的
も
生
ま
れ
、
そ
の
た
め
に
歴
史
上
で
明
確
な
資
料
に
よ
っ

て
論
証
し
う
る
光
明
皇
后
か
ら
、
同
じ
く
日
本
の
永
い
歴
史
資
料
に
よ
り
作
品
の
歴
史
性
を
明
ら
か
に
で
き
る
上
皇
后
陛
下
ま
で
の
和
歌

を
考
求
す
る
必
然
性
も
存
在
し
ま
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
必
ず
や
明
確
な
〝
学
問
上
の
根
拠
〟
に
基
づ
く
〝
客
観
的
理
論
〟
に
よ
っ
て
論
理
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

た
め
に
こ
の
本
は
み
な
さ
ま
に
お
わ
か
り
い
た
だ
き
や
す
い
語
り
調
の
文
体
で
記
し
て
は
あ
り
ま
す
が
、
一
冊
の
最
後
に
「
論
拠
文
献
」

と
し
て
提
示
す
る
わ
た
く
し
が
平
安
朝
八
代
集
の
和
歌
史
を
体
系
化
し
、
現
代
の
天
皇
と
皇
后
御
方
方
の
御ぎ
ょ

製せ
い
と
御み

歌う
た
と
を
拝
見
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
研
究
の
積
み
重
ね
の
上
で
こ
そ
可
能
と
な
り
ま
す
新
し
い
表
現
の
研
究
書（
註
）と
な
り
ま
す
。

あ
く
ま
で
も
私
見
の
範
囲
で
は
あ
り
ま
す
が
、
歴
代
天
皇
の
御
製
史
と
歴
代
斎
宮
の
和
歌
史
に
つ
い
て
は
先
学
の
体
系
が
研
究
史
に
あ

り
ま
す
が
、
后き
さ
き
方
の
和
歌
史
も
そ
こ
か
ら
皇
后
史
を
考
究
す
る
思
考
も
今
回
の
試
み
で
初
め
て
成
さ
れ
る
も
の
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
執
筆
目
的
と
表
現
方
法
と
に
、
わ
た
く
し
が
こ
の
『
和
歌
で
つ
ゞ
る　

千
年
に
き
ら
め
く
皇
后
史
』
に
考
求
し
て
ゆ
く
志

向
を
こ
こ
に
明
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ひ
と
つ
と
な
り
総
合
芸
術
と
も
言
え
る
宮
廷
文
化
の
要
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

平
安
宮
廷
に
お
い
て
総
合
芸
術
と
完
結
し
た
典
型
の
ひ
と
つ
が
、
こ
の
本
の
「
第
一
章
」（
＊　

皇
后
定
子　
〈 

皇
后
の
本
来 

〉）（
＊　

中
宮
彰
子
と
平
安
朝
文
化
人
）
で
主
に
記
す
年
中
行
事
の
中
の
五ご

節せ
っ

句く

・
五ご

節せ
ち

会え

な
ど
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
儀
式
化
さ
れ
た
総
合
芸
術
と

も
な
る
こ
れ
ら
の
場
と
時
の
中
で
は
、
他
者
や
社
会
全
体
へ
の
祈
り
の
和
歌
が
詠
ま
れ
、「
和
歌
管
絃
」
と
言
わ
れ
る
音お
ん

曲ぎ
ょ
く
が
奏
で
ら

れ
な
が
ら
、
装
束
や
そ
れ
を
仕
立
て
る
糸
紡
ぎ
や
染
色
や
絹
織
物
も
、
空
間
全
体
を
日
常
か
ら
異
な
る
世
界
へ
誘い
ざ
な

う
よ
う
な
香こ
う

も
、
季

節
毎
の
美
し
さ
を
食
で
も
愛め

で
る
菓
子
も
、
宮
殿
の
し
つ
ら
え
も
飾
り
も
の
も
、
米
作
り
こ
そ
全
て
の
基
盤
と
し
て
き
た
日
本
人
の
稲
作

や
そ
れ
に
よ
る
日
本
酒
造
り
も
、
現
代
の
日
本
文
化
そ
の
ま
ま
と
な
る
す
べ
て
が
生
成
さ
れ
熟
成
さ
れ
て
、
豊
潤
に
も
豊
潤
と
な
る
文
化

が
絢
爛
と
な
り
ま
し
た
。

現
代
に
日
本
文
化
と
な
る
ほ
と
ん
ど
何
も
こ
の
よ
う
な
中
か
ら
今
へ
生
き
て
き
た
も
の
ば
か
り
で
、
そ
う
し
て
肝
心
は
、
こ
れ
ら
の
本

質
に
民
の
生
活
が
平
穏
に
あ
る
よ
う
に
、
国
が
平
安
に
あ
る
た
め
に
と
の
〈 

祈
り 

〉
を
源
と
す
る
本
質
で
し
た
。

そ
の
祈
り
を
日
本
に
生
き
る
す
べ
て
の
民
と
地
上
に
生
き
と
し
生
く
る
も
の
す
べ
て
を
超
越
し
た
存
在
と
、
も
し
そ
の
存
在
を
神
と
言
う
表

現
で
表
象
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
人
と
神
と
を
つ
な
い
で
祈
る
方
こ
そ
帝
み
か
ど

で
あ
り
、
そ
の
帝
み
か
ど

と
共
に
い
つ
も
ひ
と
つ
に
あ
っ
た
后
き
さ
き

で
し
た
。

同
時
に
〈 

人
間
が
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
尊
重
さ
れ
て
生
き
る 

〉

─
こ
の
本
質
を
こ
そ
祈
り
、〈 

人
間
が
そ
の
よ
う
に
生
き
る
社

会
へ
の
願
い 

〉
を
表
す
方
法
こ
そ
〈 

和
歌 

〉
の
本
来
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

併
せ
て
、
わ
た
く
し
が
長
く
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
〝
ど
の
よ
う
な
組
織
も
構
成
メ
ン
バ
ー
一
人
一
人
が
全
員
共
に
組
織
を
形
成
す
る
人

間
と
し
て
の
責
任
〟
を
も
っ
て
、〝
組
織
全
体
を
健
全
に
営
む
〟
知
性
・
人
間
性
へ
自
ら
を
高
め
て
ゆ
く
と
い
う
思
考
は
、「
安
全
配
慮
義

務
」
理
念
と
な
っ
て
、
現
在
、
そ
の
理
念
を
著
し
た
著
書
が
、
文
部
科
学
省
主
催
の
全
国
全
て
の
大
学
の
管
理
運
営
責
任
者
へ
の
研
修
で
、

学
ぶ
べ
き
書
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
組
織
運
営
論
は
広
く
一
国
の
在
り
方
へ
、
さ
ら
に
世
界
全
て
の
国
が
全

体
と
し
て
形
成
す
る
国
際
社
会
の
在
り
方
へ
と
拡
大
昇
華
し
て
い
っ
て
い
ま
す
。
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『
和
歌
で
つ
ゞ
る　

千
年
に
き
ら
め
く
皇
后
史
』
は
八
世
紀
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
か
ら
、
二
十
一
世
紀
ま
で
の
長
期
に
渡
る
時
代
の

文
献
資
料
に
拠
り
、
し
か
も
、
論
証
に
必
要
な
資
料
も
そ
の
長
期
時
代
の
資
料
の
、
多
岐
に
及
ぶ
資
料
情
報
を
必
要
と
し
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
お
読
み
下
さ
る
方
が
お
読
み
下
さ
り
易
い
よ
う
に
、
次
の
手
続
き
を
踏
ま
え
ま
し
た
。

一
、
明
治
の
后き

さ
き

・
昭
憲
皇
太
后
の
御み

歌う
た

の
底
本
と
し
た
『
類
纂　

新
輯
昭
憲
皇
太
后
御
集
』（
明
治
神
宮
編
纂
・
発
行
・
平
成
二
年
）
か
ら
引

用
し
た
御み

歌う
た

表
記
漢
字
は
、
旧
字
表
記
も
新
字
表
記
に
校
訂
統
一
し
ま
し
た
。

一
、
昭
憲
皇
太
后
の
御み

歌う
た

底
本
『
類
纂　

新
輯
昭
憲
皇
太
后
御
集
』（
明
治
神
宮
編
纂
・
発
行
・
平
成
二
年
）
に
は
異
文
も
表
記
さ
れ
、
日
本

文
学
研
究
の
方
法
か
ら
は
異
文
も
併
記
す
る
所
、
ま
た
ひ
と
つ
に
、
そ
れ
は
「
別
の
歌
」
と
の
考
え
方
も
存
在
す
る
た
め
、
本
書
で
は
そ

の
考
え
方
を
尊
重
し
て
底
本
に
表
記
さ
れ
た
異
文
は
省
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
、
文
献
か
ら
引
用
し
た
「
和
歌
」「
御ぎ

ょ

製せ
い

」「
御み

歌う
た

」
は
、
仮
名
表
記
・
漢
字
表
記
・
読
み
仮
名
表
記
す
べ
て
、
作
品
を
尊
重
し
て
原
典
の
ま

ま
引
用
し
ま
し
た
。

一
、
著
者
執
筆
本
文
に
つ
い
て
は
、
引
用
作
品
原
典
が
旧
仮
名
遣
い
の
読
み
仮
名
で
も
、
現
代
の
読
者
が
読
み
易
く
ご
理
解
い
た
だ
き
易
い
こ

と
を
目
的
と
し
て
新
仮
名
遣
い
で
表
記
し
て
い
ま
す
。

一
、
年
次
表
記
は
和
暦
を
主
に
西
暦
を
従
で
括
弧
内
に
記
し
ま
し
た
が
、「
終
章
」
の
国
際
連
合
関
連
記
述
だ
け
は
国
際
的
共
通
課
題
と
な
り
、

国
際
連
合
・
外
務
省
・
文
部
科
学
省
等
の
国
際
機
関
や
国
家
の
資
料
に
拠
る
た
め
、
原
資
料
通
り
西
暦
を
主
に
和
暦
を
括
弧
内
に
記
し
ま

し
た
。

一
、「
底
本
・
引
用
文
献
・
論
拠
文
献
」
出
版
年
次
は
、
本
書
執
筆
に
必
要
な
文
献
が
多
岐
に
及
び
、
各
著
書
の
出
版
意
図
を
尊
重
し
て
各
著

書
の
記
す
西
暦
と
和
暦
の
ま
ま
で
記
し
て
あ
り
ま
す
。

註　

著
者
が
論
拠
と
し
た
研
鑽
は
、
主
に
次
の
拙
著
で
す
。

　
　

拙
著
『
八
代
集
表
現
思
想
史
』（
福
島
民
報
社
・
二
〇
一
〇
年
）

　
　

拙
著
『
王
朝
み
や
び　

歌
枕
の
ロ
マ
ン
』（
朝
日
新
聞
社
・
二
〇
〇
五
年
）

　
　

拙
著
『
宮
廷
の
女
性
た
ち

─
恋
と
キ
ャ
リ
ア
の
平
安
レ
デ
ィ
ー

─
』（
新
人
物
往
来
社
・
二
〇
〇
五
年
）

　
　

編
・
釈
『
皇こ
う
后ご
う
美み

智ち

子こ

さ
ま　

全ぜ
ん
御み

歌う
た
』（
新
潮
社
・
二
〇
一
四
年
）

　
　

拙
著
『
昭
和
天
皇　

御
製
に
た
ど
る
ご
生
涯　

和
歌
だ
け
に
こ
め
ら
れ
た
お
心
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
・
二
〇
一
五
年
）

　
　

拙
著
『
美
智
子
さ
ま
御
歌　

千
年
の
后
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
・
二
〇
一
七
年
）

　
　

拙
著
『
大
学
の
哲
学
〈 
安
全
配
慮
義
務 

〉

─
教
員
〈 

質
向
上 

〉
の
方
法

─
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
・
二
〇
一
八
年
）


