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い
か
い
ゆ
う
子
『
近
江
の
小
倉
百
人
一
首
』

新に
い

関ぜ
き

伸
也　
　

　

天
智
天
皇
を
祀ま
つ

る
朱
塗
り
の
門
の
鮮
や
か
な「
近
江
神
宮
」は
、

皇
紀
二
千
六
百
年
を
記
念
し
て
、
昭
和
十
五
年
に
創
建
さ
れ
た

新
し
い
神
社
で
あ
る
。
大
津
宮
に
は
じ
め
て
漏ろ

う

刻こ
く

台だ
い

が
お
か
れ

た
故
事
に
よ
り
、
水
時
計
が
復
元
さ
れ
、
国
内
外
の
時
計
を
展

示
し
て
い
る
時
計
博
物
館
も
境
内
に
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
神
宮
は
百
人
一
首
の
「
競
技
カ
ル
タ
」
の
殿
堂

で
も
あ
る
。
境
内
の
会
館
で
毎
年
一
月
、
全
日
本
か
る
た
協
会

が
主
催
す
る
「
名
人
戦
・
ク
イ
ー
ン
戦
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

上
の
句
を
読
み
始
め
た
瞬
間
に
、
下
の
句
の
カ
ル
タ
を
取
る
早
業
は
、
何
度
か
テ
レ
ビ
で
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
は

ず
だ
。

　

近
年
で
は
競
技
か
る
た
の
名
人
・
ク
イ
ー
ン
位
を
め
ざ
す
少
女
を
主
人
公
に
し
た
、
末
次
由
紀
の
漫
画
『
ち
は
や

ふ
る
』
で
有
名
と
な
り
、
そ
の
後
、
女
優
広
瀬
す
ず
が
主
演
し
た
映
画
で
も
話
題
と
な
っ
た
。
こ
の
「
ち
は
や
ふ
る
」

で
、
近
江
神
宮
が
ロ
ケ
地
と
な
り
、
ま
た
沿
線
の
京
阪
電
車
で
は
二
〇
一
二
年
に
「
ち
は
や
ふ
る
」
の
ラ
ッ
ピ
ン
グ

車
が
走
り
、
フ
ァ
ン
を
楽
し
ま
せ
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。
こ
れ
ら
に
関
連
し
た
グ
ッ
ズ
が
神
社
境
内
で
販
売
さ

れ
、
売
れ
行
き
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
昨
年
の
夏
に
妻
と
二
人
で
訪
れ
た
際
に
土
産
や
「
ち
は
や
ふ
る
」
グ
ッ
ズ
の

傍
ら
で
販
売
さ
れ
て
い
た
の
が
、こ
の
『
近
江
の
小
倉
百
人
一
首
』
の
著
書
で
あ
っ
た
。
著
者
は
「
小
倉
百
人
一
首
」

か
ら
滋
賀
に
ゆ
か
り
あ
る
歌
人
や
墓
、
関
連
の
土
地
、
歌
碑
か
ら
二
十
九
首
を
選
定
し
て
、
自
ら
訪
ね
つ
つ
、
歌
の

解
説
と
随
想
を
綴
る
文
学
散
歩
案
内
書
と
い
う
べ
き
内
容
で
あ
る
。
筆
者
に
よ
れ
ば
、
約
三
割
の
歌
が
滋
賀
に
関
係

し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
重
み
と
歴
史
の
深
さ
に
改
め
て
驚
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

天
智
天
皇
を
祀
る
近
江
神
宮
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
萬
葉
の
昔
か
ら
近
江
に
は
歌
の
舞
台
と
な
っ
た
と
こ
ろ
が
多

く
、
国
語
や
古
典
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
名
歌
も
多
い
。
と
こ
ろ
が
「
小
倉
百
人
一
首
」
を
近
江
の
観
点
で

読
ん
だ
こ
と
は
な
く
、
初
め
て
知
る
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
興
味
深
く
読
み
終
え
た
。

　

さ
て
、
百
人
一
首
と
い
っ
て
も
実
は
諸
々
あ
る
が
、
世
に
知
ら
れ
て
い
る
代
表
は
藤
原
定
家
に
よ
る
『
小
倉
百
人

一
首
』
で
あ
る
。
こ
の
小
倉
版
は
飛
鳥
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
代
表
的
な
歌
人
百
人
を
選
ん
で
お
り
、
十
三
世

紀
に
今
の
か
た
ち
が
で
き
あ
が
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
第
一
首
が
天
智
天
皇
の
「
秋
の
田
の
か
り
ほ
の
庵
の
と
ま
を
あ

ら
み
わ
が
こ
ろ
も
で
は
露
に
ぬ
れ
つ
つ
」
で
あ
る
。

サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
（
２
０
１
９
）
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ゆ
か
り
の
歌
人
を
ざ
っ
と
挙
げ
て
み
よ
う
。
柿
本
人
麻
呂
、
小
野
小
町
、
蟬
丸
、
在
原
業
平
、
菅
原
道
真
、
紀
貫

之
、
和
泉
式
部
、
紫
式
部
、
藤
原
俊
成
、
西
行
、
藤
原
定
家
、
後
鳥
羽
院
な
ど
蒼
々
た
る
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。
こ
の
人

名
を
見
た
だ
け
で
も
近
江
は
、
古
く
か
ら
、
琵
琶
湖
を
は
じ
め
と
し
た
風
光
明
媚
な
景
色
や
交
通
の
要
所
で
あ
る
た

め
人
々
の
往
来
も
あ
り
、
多
く
の
歌
詠
み
を
刺
激
し
た
に
違
い
な
い
。

　

で
は
こ
の
百
首
の
う
ち
、
直
接
の
場
所
を
詠
ん
だ
近
江
歌
は
い
く
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
以
下
の
五
句
で

あ
る
。

　

一
、（
十
）「
こ
れ
や
こ
の
行
く
も
帰
る
も
別
れ
て
は
知
る
も
知
ら
ぬ
も
逢
坂
の
関
」（
蟬
丸
）

　

二
、（
二
五
）「
名
に
し
お
は
ば
逢
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
人
に
知
ら
れ
で
く
る
よ
し
も
が
な
」（
三
条
右
大
臣
）

　

三
、（
五
一
）「
か
く
と
だ
に
え
や
は
い
ぶ
き
の
さ
し
も
草
さ
し
も
知
ら
じ
な
燃
ゆ
る
思
ひ
を
」（
藤
原
実さ

ね

方か
た

朝
臣
）  

　

四
、（
六
二
）「
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
音
は
は
か
る
と
も
よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ
」（
清
少
納
言
）

　

五
、（
九
五
）「
お
ほ
け
な
く
憂
き
世
の
民
に
お
ほ
ふ
か
な
わ
が
立
つ
杣
に
す
み
染
の
袖
」（
前
大
僧
正
慈
円
）　

　

こ
れ
ら
で
一
番
詠
ま
れ
た
場
所
と
し
て
は
京
都
か
ら
滋
賀
の
境
に
位
置
す
る「
逢
坂
山
」「
逢
坂
の
関
」の
三
句
で
、

他
は
「
伊
吹
山
」
と
「
比
叡
山
」
が
各
一
句
で
あ
る
。

  

特
に
こ
の
た
び
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
は
、三
つ
目
の
五
一
番
の
藤
原
実
方
の
次
の
歌
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
『
後

拾
遺
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　

か
く
と
だ
に　

え
や
は
い
ぶ
き
の　

さ
し
も
草　

さ
し
も
知
ら
じ
な　

燃
ゆ
る
思
ひ
を

　　

歌
意
は
「
こ
ん
な
に
も
恋
い
慕
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
貴
方
に
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
伊
吹
山
の
さ
し
も

草
が
燃
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
ほ
ど
燃
え
あ
が
る
私
の
思
い
を
し
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
」
と
な
る
。
歌
と
し
て
は
、
か

な
り
技
巧
的
で
「
燃
ゆ
る
思
ひ
」
の
「
ひ
」
は
、「
火
」
に
掛
け
て
お
り
、
ま
た
「
さ
し
も
草
」
は
「
い
ふ
（
や
）」

と
「
い
ぶ
き
」
に
掛
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
と
に
つ
づ
く
「
さ
し
も
知
ら
じ
な
」
の
音
を
導
く
仕
掛
け
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
技
巧
の
た
め
、
歌
の
賛
否
は
分
か
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
「
さ
し
も
草
」
は
、
こ
の
歌
で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。

そ
し
て
「
い
ぶ
き
の
さ
し
も
草
」
は
、
滋
賀
県
と
岐
阜
県
に
ま
た
が
る
伊
吹
山
（
一
三
七
七
メ
ー
ト
ル
）
で
と
れ
る

も
ぐ
さ
（
艾
）
の
こ
と
で
、
別
名
ヨ
モ
ギ
で
あ
る
。
綿
の
よ
う
に
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
、
今
で
も
お
灸
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
昔
か
ら
、お
灸
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
伊
吹
山
の
歴
史
も
相
当
古
い
。
古
代
で
は
『
養
老
律
令
』
や
『
延

喜
式
』
に
熟も

ぐ
さ艾
の
記
述
が
出
て
お
り
、
灸
治
療
は
貴
族
な
ど
上
流
階
級
に
限
ら
れ
た
ら
し
く
、
簡
単
に
庶
民
は
、
お

灸
を
据
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
江
戸
時
代
と
も
な
れ
ば
、
庶
民
に
お
灸
が
ず
い
ぶ
ん
と
普
及
し
て

い
る
。
中
山
道
柏
原
宿
に
あ
る
老
舗
「
亀
屋
左
京
」
は
、
安
藤
広
重
の
浮
世
絵
に
登
場
す
る
ほ
ど
有
名
と
な
り
、
今

も
「
い
ぶ
き
艾
」
の
暖
簾
を
掲
げ
て
い
る
。

　

さ
て
話
は
、
実
方
な
る
人
物
に
戻
る
が
、
ず
い
ぶ
ん
起
伏
の
多
い
人
生
で
あ
っ
た
。「
枕
草
子
」
を
書
い
た
清
少

納
言
と
恋
仲
だ
っ
た
り
、
宮
殿
で
の
狼
藉
、
い
わ
ゆ
る
藤
原
行
成
と
の
諍い

さ
かい
を
一
条
天
皇
か
ら
と
が
め
ら
れ
「
歌
枕
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見
て
参
れ
と
て
」
と
陸
奥
守
と
し
て
左
遷
さ
れ
た
り
し
て
し
ま
う
。
現
地
で
落
馬
で
没
し
た
が
、
清
涼
殿
に
雀
と

な
っ
て
戻
っ
て
き
た
と
い
う
説
話
も
残
っ
て
い
る
。

　

陸
奥
国
の
実
方
の
墓
は
、
今
の
宮
城
県
名
取
市
に
あ
り
、
西
行
が
竹
林
の
中
で
そ
れ
を
発
見
し
て
悲
し
み
に
浸
り

な
が
ら「
朽
ち
も
せ
ぬ
そ
の
名
ば
か
り
を
と
ど
め
お
き
て
枯
野
の
薄
形
見
に
ぞ
見
る
」と
歌
を
詠
み
、後
の
芭
蕉
も『
お

く
の
ほ
そ
道
』
で
墓
参
り
を
試
み
た
が
悪
天
候
で
や
む
な
く
阻
ま
れ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
都
の
貴
族
が
辺
境
の
陸
奥

の
地
で
若
く
し
て
没
し
た
と
な
れ
ば
、
の
ち
の
歌
詠
み
た
ち
の
寂
寥
感
を
こ
と
さ
ら
誘
っ
た
に
違
い
な
い
。

伊吹山
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