
式
子
內
親
王
「
梅
勿
忘
春
」
歌 

高
田 

友 

 

（
し
よ
く
し
な
い
し
ん
わ
う
う
め
は
る
を
わ
す
る
な
か
れ
の
う
た
） 

 

式
子
內
親
王
は
後
白
河
院
皇
女
、
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
御
出
生
と
傳
へ
ら
る
。
平
治
元
年
（
一
一

五
九
）、
七
歲
に
し
て
內
親
王
宣
下
か
つ
は
齋
院
卜
定
を
受
け
た
ま
ひ
、
嘉
應
元
年
（
一
一
六
九
）
退
下

あ
ら
せ
ら
る
る
ま
で
、
十
年
に
亙
り
て
賀
茂
齋
院
を
勤
め
た
ま
ふ
。 

 

薨
去
あ
ら
せ
ら
れ
し
は
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）。
こ
の
年
、
後
鳥
羽
院
、
通
具
・
有
家
・
定
家
・
家

隆
・
雅
經
・
寂
蓮
全
て
六
人
に
、
新
古
今
和
歌
集
撰
進
の
命
を
下
し
給
ふ
。（
但
、
寂
蓮
は
こ
の
年
入

寂
） 

 

敕
に
應
じ
て
撰
進
あ
り
し
は
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
の
儀
な
れ
ば
、
內
親
王
は
既
に
鬼
籍
に
入
ら
せ

た
ま
ひ
け
る
が
、
な
ほ
、
西
行
・
慈
円
・
良
經
・
俊
成
に
次
ぐ
第
五
位
な
る
四
十
九
首
の
入
集

に
つ
し
ふ

あ
ら
せ
ら

れ
、
享
年
四
十
九
と
暗
合
せ
り
。（
定
家
は
四
十
六
首
） 

 

「
式
子
」
は
「
し
よ
く
し
」
と
読
み
奉
る
が
慣
例
な
れ
ど
、「
し
き
し
」
も
過
ち
な
る
に
は
あ
ら
ず
。

「
式
」
字
、
シ
ヨ
ク
は
漢
音
、
シ
キ
は
呉
音
。
僧
な
ら
ね
ば
漢
音
が
常
な
り
。
ま
た
、
訓
ず
れ
ば
「
の
り

こ
」
と
の
由
。「
式
」
と
は
現
代
語
に
て
も
「
型
ど
ほ
り
に
行
ふ
作
法
行
事
」
の
謂
ひ
な
れ
ば
、「
規
・

則
・
典
・
法
」
抔
に
相
通
ず
る
あ
り
、
斯
く
は
訓
み
て
安
ん
ぞ
異
と
す
る
所
あ
ら
む
。 

 

新
古
今
和
歌
集
卷
第
一
「
春
歌 

上
」
に
入
集
せ
る
御
歌
は
三
首
あ
れ
ど
、
そ
の
一
は
左
の
如
し
。 

 
 

 

な
が
め
つ
る
春
は
昔
に
な
り
ぬ
と
も
軒
端
の
梅
は
春
を
忘
る
な 

  

梅
に
向
ひ
て
、
忘
る
る
こ
と
な
く
咲
け
よ
と
訴
ふ
る
歌
は
古
來
少
な
か
ら
ず
。
萬
葉
に
も
、
左
の
歌
あ

り
。 

萬
代
に
年
は
來
經
と
も
梅
の
花
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
咲
き
わ
た
る
べ
し 

（
筑
前
介
佐
伯
子
首
〈
ち
く
ぜ
ん
の
す
け
さ
へ
き
の
こ
び
と
〉 

八
三
〇
番
） 

 

さ
は
奈
良
の
御
代
に
、
大
宰
帥
な
り
し
大
伴
旅
人
、
梅
花
の
宴
に
て
詠
ま
せ
た
り
し
三
十
二
首
の
一
な

り
き
。 

 

 

然
れ
ど
も
、
就
中

な
か
ん
づ
く

名
高
き
は
、
道
眞
の
大
宰
府
遠
流

を

ん

る

に
遭
ひ
し
折
の
歌
な
る
べ
し
。 

 
 

 

東
風

こ

ち

吹
か
ば
匂
ひ
起
せ
よ
梅
の
花
あ
る
じ
な
し
と
て
春
な
忘
れ
そ 

 

こ
の
梅
の
花
、
道
眞
を
慕
ふ
の
餘
り
に
、
都
よ
り
空
を
渡
り
て
大
宰
府
へ
飛
び
行
け
り
と
の
逸
話
あ

り
。
道
眞
大
宰
府
に
憤
死
し
た
る
の
年
に
、
都
に
は
平
將
門
出
生
あ
り
。
道
眞
死
し
て
將
門
と
化
し
、
北

家
一
門
に
復
仇
せ
む
が
た
め
に
、
承
平
の
亂
出
來

し
ゆ
つ
た
い

し
た
り
と
も
傳
へ
ら
る
。
將
門
、
逆
賊
と
な
れ
ど
、
藤



氏
の
中
に
て
獨
り
舊
主
貞
信
公
忠
平
に
の
み
盡
忠
忘
れ
ざ
り
し
は
、
公
の
妻
女
に
道
眞
外
孫
あ
れ
ば
の
ゆ

ゑ
な
ら
む
か
（
道
眞
女
衍
子
〈
え
ん
し
・
の
ぶ
こ
〉
す
な
は
ち
宇
多
天
皇
女
御
、
そ
の
女
順
子
忠
平
に
嫁

ぎ
て
實
賴

さ
ね
よ
り

母
た
り
／
異
説
あ
り
）。
且
又
、
將
門
討
死
し
て
其
の
首
、
都
に
て
獄
門
に
か
け
ら
る
る
も
、

再
起
を
期
し
て
關
東
へ
飛
び
て
歸
れ
り
と
は
將
門
記
に
記
せ
る
所
な
り
。
さ
な
ら
で
首
桶
に
收
め
て
關
東

へ
運
び
た
り
と
の
申
し
條
あ
れ
ど
、
い
づ
れ
史
實
な
り
や
は
定
か
な
ら
ず
。
あ
る
い
は
將
門
は
道
眞
の
化

身
に
は
あ
ら
で
、
其
の
梅
の
花
の
化
身
な
り
し
か
。 

  

閑
話
休
題
す
る
に
、
こ
の
時
期
の
軍
記
物
の
読
み
、
注
意
す
べ
き
も
の
あ
り
。「
將
門
記
」「
義
經
記
」

「
源
平
盛
衰
記
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
し
や
う
も
ん
き
」「
ぎ
け
い
き
」「
げ
ん
ぺ
い
し
や
う
ず
ゐ
き
」
と
有
職

い
う
そ
く

讀
み
を
す
べ
し
。「
衰
」
を
濁
ら
ざ
る
「
げ
ん
ぺ
い
し
や
う
す
ゐ
き
」
は
不
可
。 

  

さ
て
ま
た
、
三
百
年
を
經
て
、
源
實
朝
出
づ
。
出
生
は
父
賴
朝
に
征
夷
大
將
軍
宣
下
の
あ
り
し
建
久
三

年
（
一
一
九
二
）
な
れ
ば
、
新
古
今
集
撰
進
の
砌

み
ぎ
り

に
は
い
ま
だ
十
四
歲
、
入
集
叶
は
ざ
り
き
。
但た

だ

、
此
の

年
初
め
て
十
二
首
の
作
歌
を
し
た
り
と
の
記
錄
あ
り
。
而
し
て
、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
／
實
朝
歿
後
十

三
年
）、
後
堀
河
天
皇
の
敕
に
成
る
新
勅
撰
和
歌
集
に
入
集
し
、
以
後
十
三
代
集
に
九
十
二
首
の
入
集
を

果
せ
り
。 

 

實
朝
に
左
の
歌
あ
り
。 

 
 

 

出
で
て
い
な
ば
主
な
き
宿
と
な
り
ぬ
と
も
軒
端
の
梅
よ
我
を
忘
る
な 

 

建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
一
月
、
槐
門

く
わ
い
も
ん

に
非
ざ
る
に
一
人

い
ち
じ
ん

（
右
大
臣
）
仰
せ
付
け
ら
れ
、
鶴
岡
八
幡
宮

に
參
じ
て
拝
賀
せ
る
を
り
、
甥
の
公
曉
に
弑
逆

し
い
ぎ
や
く

せ
ら
れ
て
竟を

は

ん
ぬ
。
こ
の
歌
、
そ
の
日
、
屋
敷
を
出
づ
る

に
當
り
て
詠
じ
た
り
と
ぞ
。 

 

死
の
豫
兆
あ
り
て
作
り
た
り
と
こ
そ
は
喧
傳
せ
ら
る
れ
、
如
何
に
も
如
何
に
も
面
妖
な
る
歌
に
し
て
、

剩
あ
ま
つ
さ

へ
此
れ
を
書
き
と
ど
め
た
る
は
東

鑑

あ
づ
ま
か
が
み

の
み
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
後
人
の
實
朝
に
假
託
し
て
詠
み
た

る
に
あ
ら
ず
や
と
も
疑
は
る
。
然
り
と
雖
も
、
斯
の
如
き
名
歌
、
實
朝
な
ら
で
誰
か
ま
た
能
く
思
ひ
寄
る

べ
き
。 

 

此
の
歌
、
道
眞
の
歌
を
本
歌
取
り
し
た
る
と
の
評
高
し
。
宜む

べ

な
る
か
な
。 

  

而
し
て
、
實
朝
に
ま
た
左
の
歌
あ
り
。 

 
 

 

玉
だ
れ
の
こ
が
め
に
さ
せ
る
梅
の
花
萬
代

よ
ろ
づ
よ

經ふ

べ
き
か
ざ
し
な
り
け
り
（
金
槐
和
歌
集
） 

 

と
こ
し
へ
の
か
ざ
し
た
れ
と
の
願
ひ
の
み
な
ら
ず
、「
萬
世
」「
經
（
ふ
）」
の
文
字
遣
ひ
、
右
に
述
べ

た
る
佐
伯
子
首
の
歌
を
本
歌
取
り
し
た
る
に
非
ず
や
と
な
む
思
は
る
る
。
而
し
て
、
遭
難
の
朝
に
詠
み
た

る
「
出
で
て
い
な
ば
」
の
歌
も
、
子
首
の
歌
を
念
頭
に
置
き
て
作
り
た
る
に
相
違
な
し
。 



 
而
し
て
、
道
眞
も
ま
た
佐
伯
子
首
の
歌
を
本
歌
取
り
し
た
り
と
察
せ
ら
る
る
の
儀
あ
り
。
同
じ
大
宰
府

に
配
流
せ
ら
れ
む
と
の
時
に
、
こ
の
歌
を
思
ひ
て
、
梅
の
花
に
我
が
悲
運
を
訴
へ
た
り
け
む
。 

  

さ
は
さ
り
な
が
ら
、
實
朝
の
梅
の
歌
に
最
も
近
き
本
歌
に
比
定
せ
ら
る
べ
き
は
、
內
親
王
の
「
な
が
め

つ
る
」
の
歌
に
あ
ら
ず
や
。「
な
り
ぬ
と
も
」
よ
り
後
は
「
は
」
と
「
よ
」
は
格
別
、
餘よ

は
悉
皆

し
つ
か
い

異
な
る

な
し
。

加

之

し
か
の
み
な
ら
ず

、「
今
は
昔
に
」
と
「
主
な
き
宿
と
」
と
は
相
通
ず
る
所
あ
り
。
さ
な
き
だ
に
、
お
し
な

べ
て
實
朝
の
斬
新
な
る
歌
風
は
、
あ
る
い
は
式
子
を
範
と
し
た
り
け
む
。 

 

ま
た
、
式
子
薨
じ
た
る
は
實
朝
十
歲
の
砌
な
り
き
。
抑
〻
實
朝
の
敷
島
の
道
に
志
し
た
る
は
、
式
子
の

訃
に
接
し
て
、
思
春
の
胸
に
感
ず
る
所
あ
り
し
に
よ
る
に
あ
ら
ず
や
と
、
さ
は
我
が
詮
な
く
夢
想
す
る

所
以

ゆ

ゑ

ん

な
り
。 

 

實
朝
、
式
子
の
後
繼
た
ら
ん
と
發
願

ほ
つ
が
ん

し
た
る
の
儀
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
言
ひ
て
は
越を

つ

俎そ

の
誹そ

し

り
を
免

れ
ざ
ら
む
か
。 

（
令
和
四
年
一
月
二
十
九
日
受
附
） 

 


