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久
邇
宮
朝
彦
親
王
が
広
島
御
謫
居
中
に
揮
毫
さ
れ
た
新
出
の
和
歌
短
冊
に
つ

い
て
紹
介
し
、
短
冊
の
内
容
に
つ
い
て
分
析
・
考
察
す
る
。
和
歌
の
内
容
か
ら
、

親
王
が
広
島
に
ま
ず
御
到
着
に
な
ら
れ
た
の
が
宮
島
で
あ
っ
た
こ
と
、
宮
島
か

ら
浅
野
家
の
別
邸
で
あ
る
古
江
の
翠
江
園
に
お
入
り
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い

こ
と
を
論
じ
た
。

　

ま
た
、
京
都
御
還
住
以
後
に
揮
毫
さ
れ
た
、
こ
れ
ま
た
新
出
の
和
歌
短
冊
を

紹
介
し
、
通
行
の
親
王
歌
集
と
文
字
の
異
同
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

　

久
邇
宮
朝
彦
親
王
・
中
川
宮
・
広
島
・
短
冊
・
和
歌

一
、
序

　

久
邇
宮
（
中
川
宮
）
朝
彦
親
王
が
揮
毫
さ
れ
た
一
葉
の
打
曇
短
冊
が
あ
る
。

「
厳い
つ
き

し
ま
」
で
は
じ
ま
る
自
詠
和
歌
が
、
草
卒
な
筆
致
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
か
ら
、
陰
謀
に
よ
っ
て
朝
彦
親
王
が
広
島
藩
預
か
り
と
な
り
、
安
芸

国
に
御
到
着
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
の
御
歌
と
知
れ
る
。
親
王
が
賀
陽
宮
を
称
さ

れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
は
、『
芸
州
御
下
向
御
日
波
類
（
以
下
、

「
御
日
波
類
」）』（『
朝
彦
親
王
日
記
二
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
年
）

所
収
）
や
『
青
蓮
歌
集
』（
一
九
二
一
年
跋
）
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

も
の
。

本
稿
で
は
、
新
出
資
料
と
思
わ
れ
る
こ
の
短
冊
（
京
都
の
個
人
蔵
、
以
下
の
短

冊
も
同
じ
）
に
つ
い
て
、
些
か
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　

ま
た
、
勅
許
に
よ
り
宮
が
京
都
に
御
還
住
さ
れ
、
明
治
天
皇
御
下
賜
の
静
寛

院
宮
旧
邸
に
移
徙
な
さ
っ
た
折
の
和
歌
と
思
し
き
短
冊
が
あ
る
。「
つ
ら
か
り

し
波
の
う
き
ね
も
わ
す
ら
れ
て
」
と
あ
っ
て
、
広
島
遷
謫
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る

御
歌
。『
青
蓮
歌
集
』
に
も
同
じ
詞
書
の
和
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
少
し

異
同
が
あ
る
。
あ
わ
せ
て
こ
の
短
冊
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た
い
。

九

安
田
女
子
大
学
大
学
院
紀
要　

第
24
集　

２
０
１
９

日
本
語
学
日
本
文
学
専
攻

久
邇
宮
朝
彦
親
王
が
広
島
御
謫
居
中
に
揮
毫
さ
れ
た
新
出
の
和
歌
短
冊
に
つ
い
て

内　
　

田　
　

誠　
　

一



内　　田　　誠　　一

ど
も
也
。
其
夜
あ
き
（
安
芸
）
の
国
に
舟
付
。
明
日
は
舟
あ
が
り
の
よ
し
承

り
、
先
々
安
心
は
（
果
）
つ
か
。
十
九
日
夕
よ
り
二
十
日
夜
に
入
、
百
余
り

の
舟
路
を
参
り
、
さ
て
さ
て
く
く
敷
事
ど
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
扨さ
て

も
二
十
一
日
、
安
芸
守
の

0

0

0

0

別
荘
へ
舟
あ
が
り
い
た
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
日
夜
人
数
も
附つ
く

。
か
つ
は
舟
心
や
み
が
た
く
、

十
日
余
り
苦
々
く
ら
し
侍
る
。

　

六
月
十
九
日
の
夜
、
親
王
お
乗
り
の
舟
が
安
芸
国
に
到
着
。
そ
の
夜
は
舟
泊

り
さ
れ
て
、
翌
二
十
日
に
舟
よ
り
陸
に
上
が
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
さ

て
さ
て
く
く
敷
事
ど
も
」
と
あ
る
の
で
、
親
王
は
か
な
り
船
酔
い
に
悩
ま
さ
れ

て
お
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
二
十
日
に
、
す
ぐ
浅
野
家
別
邸
に
は
入
ら

れ
ず
、
静
養
を
兼
ね
て
ど
こ
か
に
宿
泊
さ
れ
、
湯
を
使
い
装
束
を
改
め
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
翌
二
十
一
日
、
広
島
藩
主
浅
野
長
勲
の
別
邸
に
お

入
り
に
な
っ
た
。

　

は
る
ば
る
京
都
か
ら
下
向
さ
れ
、
浅
野
長
勲
の
心
づ
く
し
で
世
話
役
や
警
護

の
者
が
付
き
、
格
別
の
持
て
成
し
を
受
け
ら
れ
た
親
王
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

不
軌
を
図
っ
た
と
の
冤
罪
で
都
か
ら
遠
く
安
芸
国
ま
で
遷
謫
さ
れ
た
親
王
の
御

心
境
は
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
悲
し
く
わ
び
し
く
、
帰
心 

矢
の
如

き
お
気
持
ち
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
親
王
の
御
心
に
浮
か
び
自
ず
と
発
せ
ら
れ

る
言
の
葉
は
、
寂
し
く
悲
し
い
響
き
を
湛
え
て
い
た
。
こ
の
頃
の
和
歌
に
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
濁
点
を
付
し
、
一
部
の
仮
名
を
漢
字
に
改
め
、

ま
た
適
宜
ふ
り
が
な
を
付
し
た
。

胸
に
満
つ
涙
や
夜
半
の
雨
と
な
り　

乾
す
間
も
あ
ら
ず
袖
し
ぼ
る
な
り

天
を
駆
け
る
鶴
の
身
な
ら
ば
都
に
も　

己
が
随ま
に
ま

に
い
ざ
帰
ら
な
ん

諸
人
は
祝
や
す
ら
む
仮か
り

庵い
ほ

は　

心
苦
し
く
日
を
ば
暮
ら
し
つ

　

な
お
、
親
王
が
こ
の
短
冊
を
揮
毫
さ
れ
た
の
は
「
賀
陽
宮
」
の
時
代
で
あ
る

が
、
明
治
八
年
か
ら
ご
薨
去
に
至
る
ま
で
「
久
邇
宮
」
を
称
さ
れ
、
現
代
で
は

「
久
邇
宮
」
初
代
の
親
王
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
「
久

邇
宮
」
の
宮
号
を
用
い
た
。

二
、
広
島
御
下
向
と
そ
の
直
後
の
和
歌

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
二
月
の
王
政
復
古
に
よ
っ
て
討
幕
派
・
尊
攘
派

公
卿
が
復
権
し
た
。
そ
の
後
、
岩
倉
具
視
や
三
条
実
美
等
の
策
謀
に
よ
っ
て
、

朝
彦
親
王
は
広
島
藩
預
か
り
と
な
っ
た
。
親
王
が
徳
川
慶
喜
と
不
軌
を
図
っ
た

と
い
う
の
が
、
策
謀
の
口
実
で
あ
っ
た
。
広
島
御
下
向
の
様
子
を
『
御
日
波

類
』
に
見
る
と
、
親
王
は
、
明
治
元
年
八
月
十
六
日
に
都
を
出
立
さ
れ
て
、
淀

わ
た
り
に
御
宿
泊
。
十
七
日
、
旅
宿
か
ら
舟
に
乗
ら
れ
、
同
日
夕
方
、
大
阪
西

本
願
寺
に
御
宿
泊
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
御
歌
に
、

　

あ
だ
し
の
の
露
と
も
き
へ
ん
こ
の
身
を
ば　

し
ば
し
な
が
ろ
ふ
あ
き
の
宮
島

と
あ
る
。
十
八
日
に
も
同
寺
に
御
宿
泊
。

　

さ
て
、
翌
十
九
日
か
ら
浅
野
家
別
邸
へ
お
入
り
に
な
る
ま
で
の
行
程
に
つ
い

て
、『
御
日
波
類
』
か
ら
原
文
を
引
用
し
た
い
。
な
お
、
読
み
仮
名
や
括
弧
内

の
漢
字
、
お
よ
び
傍
点
は
内
田
が
加
え
た
。

　

同
十
九
日　

晴　

河
舟
に
て
、
昔
の
大
物
浦
と
や
ら
い
ふ
所
よ
り
、
い
か

め
し
き
異
国
之
舟
に
夕
か
た
に
の
り
う
つ
り
、
か
は
た
れ
時
こ
ろ
よ
り
舟
は

し
り
、
ほ
の
ほ
の
ぼ
の
の
比こ
ろ

、
讃
き
（
岐
）
の
金
ぴ
ら
（
毘
羅
）
を
遥
拝

し
、
白
峰
山
を
尋た
づ
ね

し
か
ど
、
諸
人
し
ら
ざ
る
よ
し
。
残
り
お
ふ
（
多
）
き
事

一
〇
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に
、「
十
日
余
り
苦
々
く
ら
し
侍
る
」
と
あ
る
が
、
舟
酔
い
の
治
ま
ら
ぬ
こ
の

時
期
の
作
で
あ
ろ
う
か
。

　

天
も
地
も
藍
色
の
打
曇
（
雲
紙
）
短
冊
に
、
草
卒
な
筆
致
に
て
自
由
に
認
め

ら
れ
た
作
品
。
前
も
っ
て
布
字
を
構
想
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
思
い
に
任
せ
て
一

気
呵
成
に
筆
を
走
ら
せ
ら
れ
た
と
思
し
い
。
ま
ず
大
き
く
「
巌
」
の
字
が
書
か

れ
る
。
第
一
画
の
刻
み
入
れ
る
よ
う
な
強
い
縦
線
が
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
。

「
厳
し
ま
」
の
「
ま
」
の
字
と
「
あ
し
ま
」
の
「
あ
」
の
字
の
線
の
一
部
が
交

差
し
、
い
ず
れ
の
文
字
も
左
傾
し
て
い
る
。
ま
た
次
の
、「
あ
し
ま
」
の
「
し
」

の
字
と
「
ま
」
の
字
も
左
右
に
並
ぶ
形
を
と
る
。
第
二
行
の
「
も
」
の
字
と

「
あ
」
の
字
も
同
様
に
左
右
に
並
ん
で
い
る
。
一
方
、「
く
ち
や
し
ぬ
ら
む
」

は
、
い
ず
れ
の
文
字
も
故
意
に
扁
平
な
形
を
と
り
、
さ
ら
に
「
ら
」
の
字
を
小

さ
く
し
て
書
き
収
め
、「
朝
彦
」
と
署
す
。

　

図
２　

図
１
の
短
冊
拡
大
（
上
部
）

淋
し
さ
は
言
ふ
ば
か
り
な
し
草
枕　

片
敷
く
袖
は
露
ぞ
置
そ
ふ

こ
の
庵
に
今
を
盛
り
の
菊
の
花　

見
る
も
侘
し
き
秋
の
夕
暮
れ

　
『
御
日
波
類
』
に
は
、
冤
を
雪
が
ん
と
す
る
心
情
を
詠
う
和
歌
も
見
え
る
。

　
　
　

神
仏
に
都
へ
帰
る
事
ね
ぎ

神
し
如
何
に
仏
も
己
が
真
心
を　

知
ら
ば
都
に
は
や
返
し
て
ん

三
の
道
廃
れ
ず
も
あ
れ
と
祈
る
身
は　

な
に
し
に
不
軌
を
謀
る
も
の
か
は

　

さ
て
、
広
島
御
到
着
後
、
間
も
な
い
こ
ろ
の
和
歌
が
、
宮
の
自
筆
の
短
冊

（
図
１
）
に
見
え
る
。
こ
の
和
歌
は
、『
御
日
波
類
』
に
も
『
青
蓮
歌
集
』
に
も

収
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
新
出
の
資
料
と
言
え
よ
う
。

　

図
１　

朝
彦
親
王
筆　

和
歌
短
冊
「
厳
し
ま
云
々
」

厳い
つ
き

し
ま
あ
し
ま
に
捨
て
し
蜑あ
ま

小こ

舟ぶ
ね　

な
が
れ
も
あ
へ
ず
く
ち
や
し
ぬ
ら
む

朝
彦

　

浅
野
の
別
邸
に
入
ら
れ
て
か
ら
そ
れ
ほ
ど
長
い
時
間
が
経
た
ぬ
う
ち
に
揮
毫

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
『
御
日
波
類
』

一
一
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図
４　

朝
彦
親
王
筆　

和
歌
短
冊
「
虫
の
音
も
云
々
」

　

虫
の
音
も
は
や
す
み
そ
ひ
て
草
村
の　

つ
ゆ
も
し
づ
ま
る
秋
の
よ
の
月朝

彦

　

こ
の
短
冊
と
比
較
す
る
と
、
図
１
の
短
冊
で
は
、
書
風
は
同
じ
な
が
ら
も
、

前
述
し
た
よ
う
に
草
卒
な
風
情
が
弥
が
上
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
図
４

の
短
冊
で
は
「
す
み
そ
ひ
て
」
の
「
そ
」
を
小
さ
く
し
て
次
の
「
ひ
」
の
字
の

大
き
な
空
間
に
入
り
込
ん
だ
よ
う
に
書
か
れ
た
り
、「
秋
の
よ
の
月
」
の
「
よ
」

の
字
を
小
さ
く
し
て
、
す
ぐ
上
の
「
の
（
能
）」
の
字
の
広
い
空
間
の
中
に
収

め
た
り
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
図
１
の
「
く
ち
や
し
ぬ
ら
む
」
の
「
ら
」
の
字

を
小
さ
く
す
る
書
き
方
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
図
４
の
短
冊
で
、「
し
づ
ま

る
」
の
「
る
」
を
次
の
「
秋
」
の
字
の
禾
偏
の
頭
と
並
べ
る
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
の
も
、
図
１
で
二
つ
の
文
字
を
左
右
に
並
べ
て
、
短
冊
の
下
辺
が
詰
ま
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
の
と
同
様
の
技
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
図
４
の
短
冊

に
見
え
る
泰
然
と
し
た
趣
は
、
図
１
の
短
冊
で
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は

や
は
り
、
尋
常
な
ら
ざ
る
親
王
の
心
身
の
状
態
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
御
歌
に
は
「
厳
島　

蘆
間
に
捨
て
し
蜑
小
舟
」
と
あ
る
の
で
、
二
十

日
に
は
厳
島
に
一
泊
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。「
蜑
小
舟
」
は
海
人

　

図
３　

図
１
の
短
冊
拡
大
（
下
部
）

　
「
彦
」
の
字
を
小
さ
く
し
て
、
定
型
通
り
に
「
半
字
下さ
が

り
」
で
終
わ
ら
せ
て

い
る
の
は
見
事
で
あ
る
。
半
字
下
り
と
は
、
署
名
の
最
後
の
文
字
を
第
一
行
末

の
文
字
の
下
辺
よ
り
半
字
ほ
ど
下
が
っ
て
終
わ
る
よ
う
に
書
く
決
ま
り
。
こ
の

短
冊
で
は
か
な
り
自
由
に
筆
を
揮
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
最
後
は
半
字
下
り
と

い
う
短
冊
の
書
式
に
合
致
す
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ど
こ
ろ
の

一
つ
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
、
こ
の
自
由
な
筆
致
は
、「
十
日
余
り
苦
々
く
ら
し
侍
る
」
と
記
さ
れ

た
こ
ろ
の
、
親
王
の
心
身
の
お
苦
し
み
が
迸
り
出
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
こ
こ
で
、
普
段
の
親
王
の
短
冊
（
京
都
の
個
人
蔵
・
図
４
）
を
掲
出
し
て

み
た
い
。

一
二



久邇宮朝彦親王が広島御謫居中に揮毫された新出の和歌短冊について

三
、
京
都
御
還
住
後
の
和
歌
短
冊

　

さ
て
次
に
、
ま
ず
親
王
の
京
都
御
還
住
後
の
御
動
静
な
ど
の
記
述
を
「
親
王

御
略
年
譜
」（『
朝
彦
親
王
御
歌
集
』）
の
中
か
ら
拾
っ
て
み
た
い
。
特
に
重
要

な
も
の
の
み
を
挙
げ
る
。

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
四
十
七
歳

閏
十
月
二
十
日 

  

京
都
御
還
住
、
伏
見
宮
ニ
御
復
帰
勅
許
、
且
扶
助
料
終

身
米
三
百
石
御
下
賜
ノ
御
沙
汰
ヲ
拝
セ
ラ
ル　

十
一
月
二
十
三
日 

安
芸
御
出
帆

　
　
　

二
十
九
日 

大
阪
ニ
御
到
着
ア
ラ
セ
ラ
ル

十
二
月
五
日 

京
都
伏
見
宮
ニ
御
帰
邸
ア
ラ
セ
ラ
ル

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
四
十
九
歳

正
月
六
日 

宮
号
御
復
旧
勅
許
、
且
三
品
ニ
叙
セ
ラ
ル

　
　

十
五
日 

父
宮
ト
共
ニ
大
宮
御
所
ニ
御
礼
言
上
ア
ラ
セ
ラ
ル

二
月
十
日 

勅
命
ニ
ヨ
リ
御
東
上

　
　

二
十
九
日 

御
参
内
ア
ラ
セ
ラ
ル

七
月
七
日 

東
京
御
発
途
御
帰
洛
ア
ラ
セ
ラ
ル

八
月
五
日 

父
宮
邦
家
親
王
東
京
ニ
於
テ
薨
去
ア
ラ
セ
ラ
ル

十
月
十
四
日 

京
都
御
寄
留
御
勅
許

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
五
十
歳

七
月
二
十
三
日 

邦
彦
王
御
誕
生

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
五
十
一
歳

の
乗
る
小
舟
。
茶
の
湯
で
「
蜑
小
舟
香
合
」
と
い
う
の
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
小
舟
を
模
し
た
香
合
で
あ
る
。
親
王
が
乗
り
捨
て
ら
れ

た
小
舟
を
「
朽
ち
や
し
ぬ
ら
む
」
と
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
小
舟
の
将
来
を

自
ら
の
身
に
重
ね
て
詠
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
ご
自
身
が
安
芸
国

で
朽
ち
果
て
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
惧
を
も
た
れ
て
お
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

浅
野
家
の
別
荘
で
、
親
王
を
お
迎
え
す
る
に
相
応
し
く
、
且
つ
厳
島
か
ら
近

い
の
は
、
佐
伯
郡
古
江
村
（
現
在
の
広
島
市
西
区
古
江
上
）
に
あ
っ
た
西
御
山

屋
敷
と
も
い
わ
れ
た
翠
江
園
（
現
在
の
広
島
学
院
中
高
等
学
校
の
あ
る
付
近
）

で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
小
高
い
場
所
で
広
島
湾
を
一
望
で
き
る
景
勝
の

地
で
あ
り
、
や
ん
ご
と
な
き
お
方
を
お
迎
え
す
る
に
相
応
し
い
屋
敷
で
あ
る
。

厳
島
か
ら
は
別
の
舟
に
乗
り
換
え
ら
れ
て
、
己
斐
川
下
流
（
現
在
は
拡
張
さ
れ

て
太
田
川
放
水
路
と
な
っ
て
い
る
）
を
遡
り
、（
一
八
六
九
年
に
干
拓
さ
れ
た
）

現
在
の
庚
午
あ
た
り
か
ら
北
西
の
古
江
（
干
拓
以
前
の
当
時
は
い
ず
れ
も
川
）

に
舟
を
走
ら
せ
て
、
翠
江
園
に
ほ
ど
近
い
と
こ
ろ
か
ら
陸
に
上
が
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
。

　

な
お
、
親
王
は
後
日
、
辻
維
岳
（
一
八
二
三
～
一
八
九
四
）
の
旧
宅
に
移
徙

せ
ら
れ
た
。
恐
ら
く
、
翠
江
園
は
眺
望
が
良
い
も
の
の
広
島
城
か
ら
離
れ
た
所

に
あ
っ
て
、
明
治
初
年
で
は
、
か
な
り
寂
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
。
親
王
は
ご
無
聊
で
ご
気
鬱
気
味
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
広
島
城

に
ほ
ど
近
い
旧
知
の
辻
維
岳
の
旧
宅
に
お
移
り
に
な
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

辻
は
、
維
新
前
に
は
広
島
藩
執
政
で
あ
っ
た
人
物
で
、
将
曹
と
称
し
た
。
維
新

後
、
男
爵
に
列
せ
ら
れ
た
。

一
三
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憶
昔
と
い
ふ
こ
と
を

　
九
重
に　

さ
き
し
む
か
し
の　

き
く
の
花

い
ま
の
世
ま
て
も　

香
そ
の
こ
り
ぬ
る

（
九
重
に
咲
き
し
昔
の
菊
の
花　

今
の
世
ま
で
も
香
ぞ
残
り
ぬ
る
）

か
く
は
し
き　

匂
ひ
の
こ
れ
と　

菊
の
花

む
か
し
の
い
ろ
を　

み
ぬ
そ
か
な
し
き

（
香
し
き
匂
ひ
残
れ
ど
菊
の
花　

昔
の
色
を
見
ぬ
や
悲
し
き
）

　

親
王
は
岩
倉
の
謝
罪
を
受
け
て
、
全
て
水
に
流
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
岩
倉
の
一
年
祭
に
こ
の
よ
う
な
「
対
菊
憶
昔
」
二
首
の
御
歌
を

送
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
京
都
ご
還
住
後
の
親
王
が
、
広
島
遷
謫
に
遺
恨
を
懐

い
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
徳
田
武
『
朝
彦
親
王
伝　

維
新
史
を

動
か
し
た
皇
魁
』
で
は
、
七
卿
の
一
人
・
東
久
世
通
禧
の
『
維
新
前
後
』
第

十
一
「
青
蓮
院
の
宮
」
か
ら
、
通
禧
が
親
王
か
ら
直
接
伺
っ
た
お
話
を
引
用
し

て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
一
部
を
引
く
。

　

一
体
、
闊
達
な
お
方
で
あ
る
か
ら
、
此
の
配
流
を
別
し
て
遺
恨
に
も
思

召
さ
ず
、「
己
が
居
て
は
邪
魔
に
な
る
と
い
う
事
を
聞
い
た
。
己
が
居
ぬ

方
が
お
上
の
お
為
に
な
る
な
ら
、
己
の
配
流
は
御
忠
節
に
な
っ
た
よ
う
な

も
の
だ
ろ
う
」
と
笑
っ
て
お
話
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
徳
田
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

十
一
月
二
十
日 

下
立
売
御
門
内
静
寛
院
宮
旧
邸
ヲ
賜
ハ
ル

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
五
十
二
歳

一
月
二
十
九
日 

下
立
売
御
門
内
静
寛
院
宮
旧
邸
ニ
御
移
徙
ア
ラ
セ
ラ
ル

四
月
十
四
日 

特
旨
ヲ
以
テ
一
代
宮
仰
付
ケ
ラ
ル

五
月
八
日 

親
王
宣
下
ノ
特
旨
ヲ
拝
セ
ラ
ル

　
　

二
十
日 

久
邇
宮
ノ
御
称
号
ヲ
賜
ハ
ル

七
月
十
二
日 
神
宮
祭
主
御
補
任
宣
下

十
二
月
三
十
一
日 
勲
一
等
ニ
叙
セ
ラ
レ
賞
牌
ヲ
賜
ハ
ル

　

さ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
朝
彦
親
王
広
島
遷
謫
の
策
謀
を
め
ぐ
ら
し
た
人

物
は
、
岩
倉
具
視
や
三
条
実
美
と
さ
れ
て
い
る
。
親
王
の
曽
孫
に
あ
た
ら
れ
る

久
邇
邦
昭
氏
は
『
少
年
皇
族
が
見
た
戦
争　

宮
家
に
生
ま
れ
一
市
民
と
し
て
生

き
た
我
が
生
涯
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
、
親
王
が
京

都
御
還
住
以
後
に
、
岩
倉
か
ら
謝
罪
を
受
け
た
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

岩
倉
具
視
が
親
王
を
嵐
山
で
川
遊
び
に
お
招
き
し
、
障
子
を
閉
め
た
屋

形
舟
の
中
で
、
額
を
舟
底
に
す
り
つ
け
て
御
免
を
請
う
た
と
の
話
が
あ
る

が
、
尊
王
攘
夷
派
を
操
縦
し
て
、
朝
彦
親
王
を
、
ま
た
孝
明
天
皇
を
お
苦

し
め
し
た
こ
と
を
思
え
ば
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
わ
れ
る
。

　

明
治
十
七
年
、
具
視
逝
去
一
年
祭
の
時
と
思
わ
れ
る
が
、
一
対
の
菊
を

手
向
け
て
よ
ん
だ
御
歌
が
あ
る
の
で
の
せ
て
お
く
。

明
治
十
七
年
甲
申
年

　
　
　
　

岩
倉
贈
太
政
大
臣
手
向
に
対
菊

一
四



久邇宮朝彦親王が広島御謫居中に揮毫された新出の和歌短冊について

　
　
　

こ
た
び
此
殿
に
う
つ
り
け
る
よ
ろ
こ
び
を
の
ぶ
る
と
て

つ
ら
か
り
し
波
の
う
き
ね
も
わ
す
ら
れ
て　

夢
と
ぞ
か
た
る
け
ふ
の
う
れ

し
さ 

朝
彦

　

図
６　

図
５
の
短
冊
の
上
部
拡
大

　

図
７　

図
５
の
短
冊
の
下
部
拡
大

　

こ
の
短
冊
も
か
な
り
草
卒
な
風
情
で
あ
る
が
、
図
１
と
比
較
す
る
と
、
か
な

り
ま
と
ま
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
帰
京
さ
れ
て
四
年
、
心
身
も
本
来
の
状
態
に

戻
ら
れ
、
さ
ら
に
、
下
立
売
御
門
内
の
静
寛
院
宮
旧
邸
を
下
賜
さ
れ
、
移
徙
さ

れ
て
間
も
な
い
頃
の
御
喜
悦
の
心
情
が
横
溢
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、『
青
蓮
歌
集
』
を
繙
く
と
、
こ
の
詞
書
と
同
じ
和
歌
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。

　

む
し
ろ
親
王
は
明
治
天
皇
へ
の
忠
節
と
い
う
事
を
考
慮
し
て
、
み
ず
か

ら
罪
を
か
ぶ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
度
量
を
東
久
世
は
、「
闊
達
」

と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
最
後
の
短
冊
。
親
王
は
さ
き
の
略
年
譜
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
明
治
七

年
に
下
立
売
御
門
内
の
静
寛
院
宮
旧
邸
を
下
賜
さ
れ
、
翌
八
年
に
そ
の
御
殿
に

お
移
り
に
な
っ
た
。
そ
の
時
の
お
喜
び
を
詠
わ
れ
た
和
歌
を
認
め
ら
れ
た
短
冊

（
図
５
）
が
あ
る
。
こ
れ
ま
た
新
出
の
も
の
。

　

図
５　

朝
彦
親
王
筆　

和
歌
短
冊
「
こ
た
び
此
の
殿
に
云
々
」

　

こ
の
御
作
は
、『
青
蓮
歌
集
』
に
収
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
字
の
異

同
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
御
日
波
類
』
で
は
和
歌
を
書
か
れ
た
あ
と
で
推

敲
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
推
敲
後
の
文
字
を
右
に
書
き
添
え
て
お
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
。
図
５
の
短
冊
が
原
作
で
、『
青
蓮
歌
集
』
収
載
の
作
が
、

推
敲
後
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
図
５
の
短
冊
は
、
墨
の
乗
り
が
よ
く

な
い
料
紙
で
あ
っ
た
上
に
、
短
冊
表
面
に
擦
れ
が
多
く
保
存
状
態
は
良
好
で
は

な
い
。
御
歌
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

一
五
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あ
し
ま
に
捨
て
し
…
」
の
和
歌
の
出
現
に
よ
っ
て
、
親
王
が
安
芸
御
到
着
直
後

の
御
心
境
、
そ
し
て
浅
野
家
別
邸
御
入
邸
に
到
る
道
筋
を
も
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

筆
者
は
「
短
冊
学
」
確
立
の
た
め
に
、
様
々
な
角
度
か
ら
短
冊
を
研
究
し
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
「
短
冊
」
お
よ
び
そ
こ
に
認
め

ら
れ
た
内
容
を
、
今
後
も
分
析
検
討
し
な
が
ら
、
多
く
の
様
々
な
事
実
を
見
出

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　

こ
た
び
此
殿
に
う
つ
り
け
る
よ
ろ
こ
び
を
の
ぶ
る
と
て

つ
ら
か
り
し
波
の
う
き
ね
も
わ
す
ら
れ
て　

夢
心
ち
す
る
け
ふ
の
嬉
し
さ

　

短
冊
に
は
「
夢
と
ぞ
か
た
る
」
と
認
め
ら
れ
て
い
る
部
分
が
、
傍
線
部
の
よ

う
に
「
夢
心
ち
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
方
が
、
よ
り
歓
び
を
表
出
で
き

る
と
思
わ
れ
て
直
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
結
　
　
　
　
　
語

　

久
邇
宮
朝
彦
親
王
の
直
筆
和
歌
短
冊
三
葉
を
掲
げ
、
そ
の
う
ち
広
島
御
謫
居

中
の
短
冊
一
葉
、
そ
し
て
京
都
御
還
住
後
の
、
京
都
下
立
売
御
門
内
の
静
寛
院

宮
旧
邸
を
下
賜
さ
れ
て
、
御
移
徙
さ
れ
た
喜
び
を
詠
じ
ら
れ
た
和
歌
短
冊
、
こ

の
二
葉
の
短
冊
に
つ
い
て
些
か
考
察
を
加
え
た
。
三
葉
の
短
冊
は
全
て
新
出
の

も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
御
謫
居
中
の
短
冊
に
認
め
ら
れ
た
和
歌
は
、
こ
れ

ま
で
未
見
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
稿
に
て
紹
介
を
兼
ね
て
考
察
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

一
体
、
肉
筆
資
料
と
い
う
も
の
は
、
書
き
手
の
心
身
の
状
態
が
表
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
掲
出
し
た
短
冊
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
な
お
か
つ
、
認

め
ら
れ
た
和
歌
が
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
文
字
の
異
同
が
あ
れ

ば
、
な
お
さ
ら
価
値
を
持
つ
も
の
と
言
え
る
。

　

朝
彦
親
王
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
動
乱
期
に
、
皇
族
と
い
う
立
場
で

歴
史
の
表
舞
台
に
立
た
れ
た
重
要
人
物
で
あ
る
。
そ
の
肉
筆
資
料
は
、
歴
史

的
・
文
学
的
・
書
法
的
な
見
地
か
ら
分
析
考
察
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
少
な
か
ら
ざ
る
事
実
が
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
回
、「
厳
し
ま

一
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