
11歌 人 としての 二条院讃岐について

歌
人
と
し
て
の
二
条
院
讃
岐

に

つ
い
て

1

名
歌

「沖

の
石
」
を

中
心

に
し
て
i

小

川

典

子

二
条
院
讃
岐
は
、
『尊
卑
分
脈
』
な
ど
に
よ
る
と
、
源
頼
政
の
娘

の
よ
う
で
あ
る
。

二
条
天
皇

(在
位

一
一
五
八
～

一
一
六
五
年
)
の
女
房
と
な
り

「讃
岐
」
と
名
乗

っ
て
宮
仕
い
を
す
る
。
讃
岐

は
歌
人
と
し
て
知
ら
れ

『正
治

二
年
院
初
度
百
首
』
や

『千
五
百
番
歌
合
』
な
ど
に
も
詠
歌
を
残
し
、
勅
撰
集
に
は

『千
載
和
歌
集
」
以

下

『新
続
占
今
和
歌
集
」

に
い
た
る

一
四
の
歌
集

に
七
三
首
も
人
集
し
て
い
る
。
私
家
集

『
二
条
院
讃
岐
集
』

に
現
存
す
る
歌
九
八
首
は
そ

の

一
部
に
過
ぎ
な
い
。

父
頼
政

.
祖
父
仲
政

.
兄
仲
綱
も
秀
れ
た
歌
人
で
、
讃
岐
は
当
時

の
歌
壇
に
お

い
て
、
中
枢
と
見
ら
れ
る
人
々
に
囲
ま
れ
た
環
境
の
中

で
成

長
し
た
よ
う
で
あ
る
。

、二
位
と
な

っ
た
頼
政
は
、
『平
家
物
語
」
第
四

「鶴
」
に
よ
る
と
、
「よ
し
な
き
謀
叛
行

い
て
、
宮
を
も
失

い
参
ら
せ
、
我
身
も
滅
び
ぬ

こ
そ
う
た
て
け
れ
」
と
あ
り
、
父
の
謀
叛
を
揮

っ
て
か
、
二
条
院
讃
岐
は

一
時
期
歌
壇
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
い
た
が
、
建
久
五
年
の
中
宮
御

方

(宜
秋
門
院
)
の
宮
中
歌
会
か
ら
再
び
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
の
歌
会
に
は
女
流
歌
人
の
参
加
は
讃
岐
と
丹
後

の
二
人

だ
け
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
当
時
の
歌
壇
に
お
け
る
讃
岐

の
評
価
の
高
さ
が
想
像
さ
れ
る
。
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12

勅

撰
集
に
多
く
の
歌
が
撰
ば
れ
、
ま
た
有
名
な
歌
合

・
歌
会
に
も
多
く

の
歌
を
出
詠
し
て
い
る
の
で
、
当
然
名
歌
は
何
首
も
あ
る
が
、

中
で
も

「沖
の
石
の
讃
岐
」
の
異
名
を
得
た

『二
条
院
讃
岐
集
』
五

一
番
に

「石
に
寄
す
る
恋
」
と
詞
書
し
た
歌

、

我
袖
は

潮
干
に
み
え
ぬ

沖
の
石
の

人
こ
そ
し
ら
ね

か
わ
く
ま
ぞ
な
き

が
、
そ
の
代
表
と
で
き
る
。
右
の
歌
は
、
『千
載
和
歌
集
』
七
六
〇

(七
五
九
)
番

に

「寄
石
恋
と
言

へ
る
心
を
詠
め
る
」
と
し
て
収
載

さ
れ

、
さ
ら
に

『百
人

一
首
』
九
二
番
に
も
五
句
を

「干
く
間
も
な
し
」
と
し
て
選
定
さ
れ
、
そ
の
評
価
が
高
め
ら
れ
る
と
と
も
に
定
着

す
る
よ
う
に
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ

の
評
価
に
関
し
て
は

『愚
秘
抄
』
に

「萱
斎
院

(式
子
内
親
王
)
、
宜
秋
門
院
丹
後
、
二
条
院
讃
岐
、
宮
内
卿
、
亡
父
卿
女

(俊
成

オ

ノ
へ

女
)

な
ど
ぞ
、
女
歌

に
は
秀
れ
て
覚
え
侍
る
。
此
人
々
の
思
入
れ
て
詠
め
ら
ん
歌
を
ば
、
有
家

・
雅
経

・
通
具

.
家
隆
な
ど
も
詠
み
抜
き

難
く
や
」
と
あ
り
、
定
家
撰
の

『新
勅
撰
和
歌
集
』
に
は
、
讃
岐
の
歌
が

一
三
首
も
撰
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
も
高

い
評
価

の
程
が
偲
ば
れ

る
だ
ろ
う
。

『百
人

一
首
』
の
、

我
が
袖
は

潮
干
に
見
え
ぬ

沖
の
石

の

人
こ
そ
知
ら
ね

干
く
間
も
な
し

の
形

で
広
く
世

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
定
家
は

「人
こ
そ
知
ら
ね
」
「干
く
問
ぞ
な
き
」
と
係
り
結
び
が
四
、
五
旬
と
続
く

重
々

し
さ
か
ら
解
放
す
る
と
同
時
に

「干
く
間
も
な
し
」
と
他
を
類
推
さ
せ
る
意
の
係
助
詞

「も
」
を

い
れ
、

「人

(相
手
)
に
知
ら
れ

な
い
だ
け
で
な
く
、
泣
く
涙
に
濡
れ
に
ぞ
濡
れ
た
袖
も
干
く
間
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
最
後
は

「な
し
」
と
終
止
形

で
さ
ら
り
と
言

い
放

つ

こ
と
は

ぷ
る

ね
か

く
わ
ん
ぺ
い

い

わ
う

と
い
う
形
に
修
正
し
た
の
は
、
『近
代
秀
歌
』
に
、
「詞
は
古
き
を
慕
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
、
及
ば
ぬ
高
き
姿
を
願
ひ
て
、
寛

平
以
往

な
ら

お
の
つ
か

こ
ひ
ね

が

よ

づ

の
歌

に
習
は
ば
、
自
ら
よ
ろ
し
き
こ
と
も
な
ど
か
侍
ら
ざ
ら
む
。
古
き
を
希
ふ
に
と
り
て
、
昔
の
歌
の
詞
を
改

め
ず
読
み
据
ゑ
た
る
を
、

12



13歌 人 としての 二条院讃岐について

即
ち

本
歌
と
す
と
申
す
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
藤
原
定
家

の
秀
歌
の
理
念
に
基
づ
く

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
が
称
え
ら
れ
る
の
は
比
喩
に
用
い
た

「沖
の
石
の
」
と
い
う
言
葉

の
も

つ
奇
抜
と
い
う
か
機
知
的
な
趣
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「石

に
寄
せ
る
恋
と
言

へ
る
心
」
と
い
う
石
に
か
こ
つ
け
て
恋
の
本
質
的
心
情
を
詠
め
と
い
う
題
を
与
え
ら
れ
た

こ
と
に
よ

っ
て
成
立
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
何
か
の

「物
に
寄
せ
」

て

「心
情
を
陳
べ
る
」
と

い
う
表
現
様
式
は
中
性
に
復
活
す
る
の
だ

が
、
早
く
に
は

『万
葉

集
』

に
見
る

「寄
物
陳
思
」

の
流
れ
を
く
む
表
現
様
式
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
当
時
以
後
盛
ん
に
な
る

「百
首
歌
」
と
深
い

関
わ

り
を
持

つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も

「恋
」
を
詠
む
の
に

「
石
」
を
喩
え
に
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
珍

し
い
と
言
わ
ざ
る
を

得
な

い
。

「物
に
寄
す
る
思
ひ
を
陳
ぶ
る
」
と
い
う
題
の
中
に
あ

っ
て
も

「石
に
寄
す
る
恋
」
は
珍
し
く
、
歌
数
も
そ
れ

ほ
ど
多
く
は
な

い
。

頼
政
と
俊
恵
は

「歌
林
苑
」
や
頼
政
邸
で
し
ば
し
ば
歌
会
を
共
に
し
て
い
た
仲
で
、
讃
岐
は
頼
政
の
娘
で
あ
る
と
同
時
に
、
「歌
林
苑
」

に
お
け
る
主
な
歌
人
で
歌
壇

の
中
心
に
い
た
。

特

に
頼
政
の
歌
、

い
と

　　
　
　

は
な

か

ゆ
る

け

厭
は
る
る

我
が
汀
に
は

離
れ
石
の

掛
く
る
涙
に

揺
ぎ
気
ぞ
な
き

は
、
平
氏
全
盛
の
時
代
に
耐
え
忍
ん
で
い
る
男

(源
氏
で
あ
る
頼
政
自
身
)
の
悲
痛
な
心
が
浮
か
び
L
が

っ
て
く

る
よ
う
な
こ
の
恋
歌
は
、

讃
岐

に
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ

の
よ
う
に
見
る
と
、
父
頼
政

の

「離
れ
石

の
掛
く
る
涙
」
の
語
が
讃
岐

の
心
に
残
り
、
や
が
て
そ
の
残
影
は

「沖

の
石
」

の
発
想
に

繋
が

っ
て
、

我
袖
は

潮
干
に
見
え
ぬ

沖

の
石
の

人
こ
そ
知
ら
ね

干
く
間
ぞ
な
き

13
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と
い
う
歌
に
結
実
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
意
は

「恋
の
涙
で
濡
れ
た
私

の
袖
は
、
潮
r
の
時
に
も
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
ず

っ
と

沖
の
海
底

に
あ
る
石
の
よ
う
に
、
あ
の
人
は
知
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
(私
の
)
袖
は
涙

で
濡
れ

っ
ぱ
な
し
で
乾
く

間
も
な
い
の
で
す
よ
」

と
い

っ
た
も
の
で
、
自
分

の
片
思

い
の
恋
心
を
海
底
に
隠
れ
て
い
る

「沖
の
石
」
に
託
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

「寄
石
恋
」
と

い
う
題
は
、
讃
岐

の
発
案
に
な
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
歌
題
の

「石
」
を

「沖
の
石
」
と
イ
メ
ー
ジ
し
た

と
こ
ろ
な
ど
独
創
的
発
想
で
あ
る
。
頼
政

の
歌
で
、

厭
は
る
る

我
が
汀
に
は

離
れ
石
の

掛
く
る
涙
に

揺
ぎ
げ
気
ぞ
な
き

と
も
す
れ
ば

涙
に
沈
む

枕
か
な

潮
満

つ
磯
の

石
な
ら
な
く
に

奈
胡

の
海

潮
卜
塩
見

つ

磯
の
.41
と

な
れ
る
か
君
が

見
え
隠
れ
す
る

父

の
こ
の
コ
、首
が
な
け
れ
ば
讃
岐
の

州沖
の
石
」
の
歌
は
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

『百
人

.
首
精
説
』
に
も

「父

の
こ
れ
ら
の
作
が
な
け
れ
ば
讃
岐
の
歌
は
詠
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
父
の
歌
よ
り
巧
み

で
あ

る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

い
。
磯

の
石
を
読
ま
な

い
で
沖

の
石
を
詠
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
が
讃
岐

の
手
腕
で
あ

る
。
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。

「沖

の
石
」
が
有
名
に
な
る
と
、
た
だ
の
石
で
は
な
く
、
無
間
地
獄
の
蓋

で
あ
る

「沃
憔
石
」
と
付
会

の
説

が
つ
き
、
「沖

の
石
」
の

や

わ
た

場
所
と
し
て
も
、
福
井
県
小
浜
市
新
保

の
湾
内

の
辺
り
、
宮
城
県
多
賀
城
市
八
幡
、
末
の
松
山
の
南
側
に
あ
る

「沖
の
井
」
と
呼
ば
れ
る

た

け

し
ま

池
、
そ
し
て
琵
琶
湖
の
多
量
島

(滋
賀
県
彦
根
市
八
坂
町
)
の
西
方
に
あ
る

「沖

の
白
石
」
と
呼
ば
れ
る
岩
礁
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

定
家
仮
託
の

『三
五
記
』
鷺
末
に
は
こ
の

「沖
の
石
」
の
歌
に
つ
い
て

「た
だ
喩
え
ば
か
り
に
て
興
な
き
歌
」

の
例
え
と
し
て
あ
げ
ら

れ
、

「
こ
の
歌
に
全
く
興
あ
る
と
こ
ろ
な
し
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
、
『三
五
記
』
が
い
う
よ
う
に
平
凡
な
歌
な
の
か
、
そ
れ
と

14



15歌 人 としての二条院讃岐 について

も
、
卓
越
し
た
秀
歌
な
の
だ
ろ
う
か
。

類

歌
と
し
て
は
、
『和
泉
式
部
集
』
九
四
番
の
歌
に

「恋
」

の
題
で
、

我
が
袖
は

水
の
下
な
る

石
な
れ
や

人
に
知
ら
れ
で

干
く
間
も
な
し

が
あ
る
、
讃
岐
の
歌
と
並
べ
て
み
る
と
、

我
が
袖
は

潮
干
に
見
え
ぬ

沖
の
石

の

人
こ
そ
知
ら
ね

干
く
間
も
な
し

で
あ

り
、
両
歌
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

そ

の
違

い
は
、
和
泉
式
部

の
歌

の

「水
の
下
な
る

石
な
れ
や
」

に
対
し
て
讃
岐
の
歌
は

「潮
干
に
見
え
ぬ

沖
の
石
の
」
と
あ
り
、

同
じ
く

「人
に
知
ら
れ
で
」
が

「人
こ
そ
知
ら
ね
」
で
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
表
相
的
意
味
も
主
題
も
同
じ
で
あ
る
。

歌

題
を
よ
く
理
解
し
て
詠
み
、
そ
の
場
そ
の
時
に
応
じ
て
ふ
さ
わ
し

い
歌
に
仕
立
て
る
こ
と
は
、
そ
れ
程
た

や
す
い
こ
と
で
は
な

い
。

和
泉
式
部
の

「恋
」
に
対
し
て
、
讃
岐
の
場
合
は

「石
に
寄
す
る
恋
」
と
あ
る
。
和
泉
式
部

の
題
は
何
の
規
制
も
な
く
、
た
だ
主
題
で
あ

る

「
恋
」
を
詠
め
ば
よ
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
讃
岐
の
歌
の
場
合
は
、
「石
」
を
歌
材
と
し
て
、
主
題
で
あ
る

「恋
」
を
詠

む
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
二
重
の
枷
を
負
わ
さ
れ
て
の
作
歌
で
あ
る
。

和
歌
は
、
歌
題
と
す
る
も

の
を

い
か
に
イ
メ
ー
ジ
し
、
い
か
に
そ
れ
を
表
現
す
る
か
と

い
う
の
が
普
遍
的
原
則

で
あ
る
が
、
両
歌
は
相

手
に
知
ら
れ
な
い
恋
を
詠
む
の
が
共
通
し
た
主
題
で
和
泉
式
部
は

「水

の
下
の
石
」
に
喩
え
る
。
「
石
な
れ
や
」

と
疑
問
を
持

っ
て
い
う

の
だ

か
ら
、
そ
の
心
の
背
後
に
は
、
そ
う
で
な
い
か
も
知
れ
な

い
。
ま
た
そ
う
あ

っ
て
ほ
し
く
な

い
。
と
い
う
未
練
の
心
が
見
え
隠
れ
す

る
。
対

し
て
、
讃
岐
は
」
沖
の
石
」

に
喩
え
る
。
「磯
の
石
」
や

「離
れ
石
」
で
は
な
く
、
ま
た
、
遠
く
離
れ

た

「沖
」
に
あ

っ
て
も
、

潮
の
干
満
に
よ

っ
て
見
え
隠
れ
す
る

「沖
の
石
」
(岩
礁
)
で
は
な
く
、
「沖
」
に
あ
り
、
か
つ
海
底
に
沈
ん
で
い
る

「石
」
な
の
で
あ
る
。
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従

っ
て
、
当
時
の
人
間
に
と

っ
て
は
、
絶
対
に
見
る
こ
と
は
出
来
な

い

「石
」
、
相
手
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
ど

一
縷

の
望
み
も
な
い

「石
」

な
の
で
あ
る
。

讃

岐
は
、
こ
の
報
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
片
思

い
の
恋
、
そ
れ
で
も
な
お
恋
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
深
い
思
い
を

「沖
の
石
」
に
託
し

て
詠

み
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
深

い
片
思

い
の
働
叩犬
は

「人
に
知
ら
れ
で
」
と
い
っ
た
並
み
の
も
の

で
は
な
く
、
「人
こ
そ

知
ら
ね
」
と
い
う
強
く
相
手
に
訴
え
る
表
現
に
よ

っ
て
、
受
け
と
る
人

(享
受
者
)
に
よ
り
強
く
迫
る
の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
父
頼
政
な
ど

一
族
の
歌
人
や
多
く
の
先
輩
た
ち
に
、
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
育
ま
れ
て

の
結
果
と
し
て
生
ま
れ

た
名
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
で
あ
る
。
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