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お
伽
草
子
『
調
度
歌
合
』
管
見

―
―
注
釈
作
業
を
通
し
て
―
―

三
　
浦
　
億
　
人

　
『
調
度
歌
合
』
は
、
十
五
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
、
お
伽
草
子
の
異

類
物
の
一
作
品
で
あ
る
。
本
作
品
の
代
表
的
伝
本
で
あ
る
『
群
書
類
従
』
雑
部

に
収
め
ら
れ
た
本
（
以
下
、
群
書
類
従
本
）
の
奥
書
に
、「
右
一
巻
、
三
条
実

隆
入
道
逍
遙
院
堯
空
ノ
真
跡
也
、
臨
于
此
巻
書
写
畢
、
公
頼
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
作
者
に
三
条
西
実
隆
が
擬
せ
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
『
調
度
歌

合
』
の
三
条
西
実
隆
作
者
説
に
つ
い
て
再
検
証
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
全
く
論

じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
本
作
品
の
物
語
と
し
て
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

た
い
。

　

物
語
の
内
容
に
つ
い
て
記
す
。
あ
る
年
の
三
月
の
末
の
こ
ろ
の
こ
と
、
帝
が

高
野
山
に
行
幸
さ
れ
る
と
い
う
噂
が
世
間
に
広
ま
り
、
都
中
が
騒
然
と
す
る
中
、

主
人
公
が
そ
の
一
行
の
行
列
を
見
物
に
行
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
主
人
公
は
、

疲
労
困
憊
し
て
自
宅
に
帰
っ
て
く
る
と
た
ち
ど
こ
ろ
に
眠
り
に
つ
い
て
し
ま
う
。

し
ば
ら
く
し
て
、
ふ
と
し
た
物
音
で
目
覚
め
て
み
る
と
、
自
宅
に
置
か
れ
て
い

る
調
度
類
が
言
葉
を
し
ゃ
べ
り
、
歌
合
を
繰
り
広
げ
て
い
る
場
面
を
目
撃
す
る
。

登
場
す
る
調
度
類
は
順
に
、
灯
台
・
炭
櫃
・
台
の
竿
（
衣
紋
か
け
）・
屏
風
・

高
坏
・
茶
臼
・
机
・
脇
息
・
銚
子
・
水
瓶
・
碁
盤
・
長
持
・
伏
籠
・
塵
取
・
杉

櫃
・
葛
籠
・
下
沓
・
裏
無
し
・
大
壺
・
御
樋
台
の
二
十
種
（
原
文
表
記
の
ま

ま
）
で
あ
る

　

貴
人
の
屋
敷
内
で
の
家
具
調
度
類
た
ち
に
よ
る
歌
合
と
い
う
興
味
深
い
趣
向

で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
る
伝
本
は
、
群
書
類
従
本
の
ほ
か
に
、

彰
考
館
本
が
た
だ
一
本
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。

今
回
、
本
作
品
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
彰
考
館
本
を
直
接
調
査
す
る
機
会
を
得

た
が
、
彰
考
館
本
は
、
縦
二
四
・
七
セ
ン
チ
、
横
一
七
・
六
セ
ン
チ
で
、『
十

番
歌
合
』『
三
十
番
詩
哥
合
』
と
合
綴
さ
れ
た
、
挿
絵
を
伴
わ
な
い
写
本
で
あ

る
。
書
写
年
時
は
、
漢
字
表
記
に
数
多
く
の
訓
み
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
な
ど

の
諸
要
素
を
考
え
る
と
、
江
戸
中
期
を
上
が
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
内
容
に
関
し
て
、
群
書
類
従
本
と
比
較
校
合
し
て
み
る
と
、
文
意
の
不
明

な
箇
所
や
誤
脱
が
ま
ま
み
ら
れ
、
本
文
の
状
態
は
、
群
書
類
従
本
よ
り
悪
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
群
書
類
従
本
を
底
本
と
し
て
用

い
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
、
彰
考
館
本
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
冒
頭
「
弥
生
の
末
つ
か
た
、
高
野
山
の
御
幸
と
て
、
世
の
中
ひ
び
き

し
」
と
あ
る
「
帝
」
の
高
野
山
行
幸
の
叙
述
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
で
指
摘
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
三
条
西
実
隆
自
身
が
、
大
永
四
年
（
一
五
二
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四
）
に
、
後
柏
原
天
皇
に
付
き
従
っ
て
高
野
山
に
参
詣
し
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。

　

彼
の
『
高
野
山
仮
名
記
』
に
「
四
月
の
頃
、
住
吉
天
王
寺
に
ま
う
づ
べ
き
こ

こ
ろ
ざ
し
あ
り
て
、
十
九
日
伏
見
へ
ま
か
り
て
、
般
舟
院
に
し
ば
ら
く
休
み

て
」
と
あ
り
、
ま
た
『
高
野
詣
真
名
記
』
大
永
四
年
四
月
二
十
二
日
条
に
、

「
廿
二
日
。
晴
。
高
野
参
詣
。
早
朝
進
発
。
於
路
根
来
迎
馬
二
疋
送
之
」
と
み

え
、
大
永
年
間
の
こ
の
折
の
参
詣
が
本
作
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が

想
定
で
き
る
。

　

物
語
で
は
、
こ
の
参
詣
行
列
を
目
撃
し
て
い
る
場
面
で
主
人
公
が
詠
む
歌
が

一
種
付
さ
れ
る

世
を
護
（
ま
も
）る
法の
り

の
聖
（
ひ
じ
り
）の
故ふ
る
さ
と郷
は 

春
の
錦
を
立た

ち
き
て
ぞ
行
く

（
世
を
護
る
仏
法
の
よ
う
な
優
れ
た
帝
が
治
め
て
い
る
こ
の
国
は
、
春
の

あ
で
や
か
な
風
景
を
織
り
な
し
て
身
に
ま
と
う
よ
う
に
、
あ
り
あ
り
と
栄

え
続
け
て
い
く
こ
と
だ
な
あ
）。

こ
の
歌
は
、
お
お
よ
そ
前
記
の
よ
う
な
内
容
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
神
宮
文

庫
に
の
み
蔵
せ
ら
れ
る
三
条
西
実
隆
作
と
さ
れ
る
、『
逍
遙
院
殿
三
十
番

歌
合
』
の
中
の
、
第
五
番
左
の
歌
に
「
よ
を
ま
ぼ
る　

の
り
の
ひ
し
り
の

ふ
る
さ
と
は　

春
の
錦
を
う
ち
き
て
ぞ
行
く
」
と
み
え
、
お
お
む
ね
『
調

度
歌
合
』
の
当
該
歌
と
一
致
し
て
お
り
、
三
条
西
実
隆
が
本
物
語
の
制
作

に
深
く
関
わ
っ
た
可
能
性
は
、
さ
ら
に
高
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
現
代
語
訳
）

　

三
月
の
末
の
頃
の
こ
と
、
帝
が
高
野
山
へ
お
で
か
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、

世
間
が
騒
が
し
く
な
っ
た
。
昔
の
お
出
ま
し
の
時
以
上
に
、
世
の
人
々
を
引
き

付
け
る
に
違
い
な
い
と
い
う
評
判
だ
っ
た
の
で
、
大
変
に
高
貴
な
方
の
車
に
、

や
っ
と
の
思
い
で
乗
り
込
ん
で
拝
見
し
た
と
こ
ろ
、
太
上
天
皇
を
始
め
と
す
る
、

大
臣
、
公
卿
、
殿
上
人
ら
の
姿
は
、
本
当
に
こ
の
世
の
も
の
と
思
わ
れ
ぬ
程
素

晴
ら
し
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
色
を
ふ
ん
だ
ん
に
凝
ら
し
た
そ
の
い
で
た
ち
は
、
ま

ぶ
し
い
ば
か
り
の
美
し
さ
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
、
京
の
都
の
春
の
桜

の
よ
う
な
華
や
か
さ
と
い
う
べ
き
も
の
だ
と
察
せ
ら
れ
た
。

　

わ
け
も
な
く
気
持
ち
が
昂た
か

ぶ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
井い

出で

（
京
都
府
綴つ
づ

喜き

郡ぐ
ん

井
出
町
）
の
玉
川
に
住
む
と
い
う
蛙
の
奥
ゆ
か
し
さ
が
想
い
合
わ
さ
れ
た
。
春

を
愛
で
て
鳴
く
そ
の
蛙
に
、
目
を
借
り
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
な
の
か
、
車
か

ら
転
げ
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
眠
た
く
な
り
、
行
列
が
特
に
お
も
し
ろ
い

と
は
思
わ
な
く
な
り
、
家
に
帰
り
着
い
て
、
日
頃
寝
起
き
し
て
い
る
所
で
横
に

な
っ
た
。

　

お
仕
え
申
し
上
げ
て
い
る
主
人
は
、
住
吉
の
阿あ

倍べ

野の

と
か
い
う
所
ま
で
、
帝

を
お
見
送
り
申
し
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
、
家
人
を
皆
引
き
連
れ
て
お
出
か
け

に
な
ら
れ
て
し
ま
い
、
三
日
程
し
て
か
ら
お
帰
り
に
な
ら
れ
る
と
い
う
。
家
の

外
も
内
も
と
て
も
静
か
で
あ
り
、
私
は
存
分
に
寝
入
り
込
ん
だ
。

　

そ
の
日
の
夕
暮
れ
時
か
ら
、
次
の
日
の
明
け
方
ま
で
、
夢
さ
え
見
る
暇
も
な

い
ほ
ど
、
ぐ
っ
す
り
と
眠
っ
て
身
動
き
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
、
ふ
と
し
た
拍
子
で
目
が
覚
め
て
し
ま
っ
た
。
あ
れ
こ
れ
と
考
え
巡
ら

す
こ
と
も
、
た
い
そ
う
恐
ろ
し
い
。
他
に
人
が
い
な
い
は
ず
の
と
こ
ろ
に
、
わ

ず
か
な
隙
間
か
ら
光
が
見
え
た
気
持
ち
が
し
た
の
で
、
夜
が
明
け
た
の
だ
ろ
う

か
と
思
い
、
遣や
り

戸ど

を
開
け
て
み
た
と
こ
ろ
、
山
の
端は

の
遠
く
に
有
明
の
白
露
も
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残
る
ほ
ど
、
ほ
の
か
に
月
の
光
が
射
し
て
お
り
、
ま
だ
夜
が
深
い
こ
と
を
知
ら

せ
る
鳥
の
鳴
き
声
も
か
す
か
に
聞
こ
え
て
く
る
。
昔
か
ら
言
い
慣
わ
し
て
き
た

よ
う
に
、
春
の
夜
の
こ
と
な
の
で
思
わ
ず
し
ん
み
り
と
し
て
し
ま
い
、
物
思
い

に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に
ば
か
り
も
し
て
お
ら
れ
ず
、
短み
じ
か
よ夜
の
春
と

は
い
え
、
夜
明
け
ま
で
に
は
、
ま
だ
か
な
り
時
間
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
の

で
、
う
つ
ら
う
つ
ら
し
て
い
る
と
、
思
い
も
か
け
ず
、
不
思
議
な
恐
ろ
し
い
こ

と
が
起
こ
っ
た
。

　

家
中
に
び
っ
し
り
と
置
か
れ
て
い
る
、
様
ざ
ま
な
姿
か
た
ち
の
道
具
ど
も
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
声
を
挙
げ
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
て
も
珍
し
い
光
景

な
の
で
、
耳
を
そ
ば
だ
て
て
そ
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
こ
の
家
の
中
で
は
か

な
り
高
い
身
分
の
方
と
思
わ
れ
る
、「
炭す

櫃び
つ

」
が
何
事
か
を
話
し
て
い
る
。

　
「
ご
主
人
様
が
留
守
な
の
で
、
い
つ
も
に
も
ま
し
て
退
屈
で
す
。
や
は
り
私

た
ち
は
普
通
の
人
の
よ
う
な
調
度
で
は
り
ま
せ
ん
。
春
の
夜
の
退
屈
な
寝
覚
め

の
こ
の
時
に
、
歌
の
会
で
も
始
め
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
言
い
出
し
た
。

す
る
と
、
こ
の
炭
櫃
の
灰
の
す
ぐ
上
に
い
る
「
水す
い

瓶び
ょ
う

」
が
、「
そ
れ
は
優
美
な

こ
と
で
す
ね
。
他
の
方
々
も
ご
意
見
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
。
他
の

調
度
た
ち
は
「
ぜ
ひ
、
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
応
じ
て
、
歌
会
を
開
く
こ
と
が
決

定
し
た
。

　

次
に
、
炭
櫃
の
声
で
、「
で
は
、
歌
題
は
何
に
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ

う
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
っ
た
。
す
る
と
、
口
先
の
達
者
な
水
瓶
が
、

「
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
恋
の
心
を
題
に
し
て
詠
め
ば
、
お
も
し
ろ
い
で
し
ょ

う
」
と
言
う
と
、
皆
は
「
そ
れ
は
大
変
い
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
多
く

の
調
度
た
ち
が
騒
ぎ
合
っ
て
い
る
声
は
、
た
い
そ
う
不
思
議
で
あ
り
、
空
恐
ろ

し
く
も
感
じ
ら
れ
た
。

　

早
速
、
調
度
た
ち
が
み
な
歌
を
詠
み
出
し
た
の
で
、
そ
の
数
を
数
え
て
み
る

と
、
様
々
な
調
度
類
が
多
く
ひ
し
め
い
て
は
い
た
け
れ
ど
、
歌
を
詠
む
者
は

ち
ょ
う
ど
二
十
名
で
あ
っ
た
。「
そ
れ
な
ら
ば
、
歌う
た

合あ
わ
せ

に
し
ま
し
ょ
う
」
と
、

水
瓶
が
言
い
出
し
た
と
こ
ろ
、「
そ
れ
は
、
ま
す
ま
す
良
い
こ
と
だ
」
と
い
う

話
に
な
り
、「
で
は
、
読ど
く

師し

（
歌
合
な
ど
で
、
詩
歌
の
書
か
れ
た
懐か
い

紙し

や
短
冊

な
ど
を
講こ
う

師じ

の
読
み
上
げ
順
に
整
理
す
る
役
）
は
誰
に
し
ま
し
ょ
う
か
」、「
判は
ん

者じ
ゃ

は
誰
が
い
い
で
し
ょ
う
か
」
な
ど
と
論
じ
て
い
る
と
、「
こ
の
件
に
つ
い
て

は
、
衆し
ゅ

議ぎ

判は
ん

（
歌
合
な
ど
で
左
右
に
番
え
た
和
歌
の
優
劣
を
、
そ
の
場
の
全
員

の
意
見
で
判
定
を
す
る
こ
と
）
で
や
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
に

決
ま
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
良
し
悪
し
を
決
め
る
に
つ
け
て
、
歌
は
詠
ま
な
い
け

れ
ど
、
こ
の
時
と
場
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
硯
に
置
か
れ
た
兎
の
毛

の
筆
が
書
き
留
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
番　

恋

　

左　
　

灯と
も
し
び火

の
台
（「
灯と

う

台だ
い

」）

知
ら
せ
ば
や
来
る
宵よ
ひ

毎
（
ご
と
）に
灯
（
と
も
し
び
）
火
の
明
石
の
浦
に
燃
え
わ
た
る
と
も

私
の
と
こ
ろ
に
お
い
で
な
さ
る
に
は
、
そ
の
夜
ご
と
に
知
ら
せ
て
い
た

だ
き
た
い
も
の
で
す
。
た
と
え
私
（
灯
火
）
が
あ
の
明あ
か
し石
の
浦
を
明
る

く
燃
え
わ
た
る
よ
う
に
し
て
い
て
も
。

　

右　
　

炭す
み

火ひ

鉢ば
ち

（「
炭す

櫃び
つ

」）
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埋う
づ
み

火び

の
下
（
し
た
）に
焦（
こ
）が
る
る
甲（
か
ひ
）斐
も
な
く
塵
（
ち
り
は
い
）
灰
と
の
み
立
つ
浮う
き

名な

か
な

灰
の
下
の
埋う
ず
み

火び

の
よ
う
に
、
見
え
な
い
な
が
ら
恋
い
焦
が
れ
て
い
る

と
い
う
の
に
、
そ
の
思
い
が
伝
わ
る
こ
と
が
な
く
、
た
だ
塵
や
灰
が
立

つ
よ
う
に
世
間
に
噂
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
す
。

　

最
初
の
組
み
合
わ
せ
は
、
左
方
が
灯
台
。
右
方
が
炭
火
鉢
で
す
。
表
面
に

出
さ
な
い
で
、
隠
れ
た
と
こ
ろ
（
心
の
底
）
で
焦
が
れ
て
い
る
と
い
う
恋
の

心
は
、
ど
ち
ら
も
優
雅
で
す
。
ま
こ
と
に
勝
敗
は
つ
け
難
い
で
す
が
、
し
き

た
り
に
の
っ
と
っ
て
第
一
番
目
の
左
歌
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
万
葉
集
の
時

代
の
古
風
な
風
情
（『
万
葉
集
』
巻
三
・
柿
本
人
麿
）
を
詠
み
込
ん
だ
様
子

が
気
高
い
の
で
、
左
の
勝
ち
と
し
ま
し
ょ
う
。

二
番

　

左　
　

衣
紋
掛
け
（
衣い
こ
う桁
、
衣い

か架
、
掛
け
竿
）（「
台
の
竿
」）

み
さ
ほ
に
も
涙
の
か
か
る
恋
（
こ
ひ
）

衣ご
ろ
も

逢
は
ぬ
限
り
は
干（
ほ
）さ
れ
や
は
す
る

我
が
身
を
竿
に
掛
け
る
よ
う
に
し
て
操み
さ
お

を
立
て
て
い
て
も
、
恋
し
い

方
に
お
会
い
で
き
な
い
と
、
つ
ら
く
て
涙
が
掛
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
ん
な
事
で
濡
れ
た
衣
が
乾
く
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

右　
　

屏び
ょ
う
ぶ風

妹
（
い
も
）に
恋
ひ
憂（
う
）き
年
（
と
し
）月つ
き

を
古ふ
る

屏び
や
う
ぶ風 

骨
も
あ
ら
は
に
痩（
や
）せ
な
り
に
け
り

あ
な
た
に
恋
い
焦
が
れ
て
、
思
い
悩
ん
で
長
い
年
月
を
過
ご
し
て
参
り

ま
し
た
。
今
で
は
す
っ
か
り
骨
（
桟さ
ん

）
も
あ
ら
わ
に
な
り
、
痩
せ
衰
え

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。

　

左
方
の
歌
は
、
風
趣
も
言
葉
も
、
本
当
に
艶あ
で

や
か
な
美
し
さ
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。
た
だ
し
、「
み
さ
ほ
に
も
」
と
詠
む
「
も
」
の
字
は
、
少
し
余
計
な

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
右
の
歌
は
言
葉
遣
い
な
ど
は
、
上
品
で
心
ひ
か
れ
る

歌
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
下し
も

の
句
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
左
の
歌
は
少
々
難
点
は
あ
り
ま
す
が
、
全
体
の
様
子

が
美
し
く
整
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ま
た
左
方
の
勝
ち
と
し
ま
し
ょ
う
。

三
番

　

左　
　

高た
か
つ
き杯

恋
す
て
ふ
我
が
浮
き
名
の
み
高た
か（
つ
き
）

杯
に
盛
り
し
涙
ぞ
悔（

く
）ひ

て
甲か

ひ斐
な
き

恋
し
て
い
る
と
い
う
噂
が
高
く
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
高
坏
に

盛
り
上
が
っ
た
よ
う
に
溜
ま
っ
た
涙
は
、
食
い
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な

い
よ
う
に
、
悔
い
も
甲
斐
の
な
い
こ
と
で
す
。

　

右　
　

茶ち
ゃ

臼う
す

ひ
く
人
の
心
変
は
ら
ば
同
じ
世
の 

契ち
ぎ

り
も
の
ち
や
う
す
く
成
り
な
む

茶
臼
を
挽
く
と
は
い
い
ま
す
が
、
気
持
ち
を
引
き
合
う
人
の
心
が
変

わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
こ
の
世
で
約
束
し
た
愛
「
ぢ
や
う
」（
＝
定

め
）
ま
で
も
、「
う
す
」（
＝
薄
）
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　

左
方
の
歌
は
、「
高
杯
」
を
巧
み
に
取
り
込
ん
だ
表
現
は
興
趣
あ
る
も
の
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と
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
右
の
歌
で
は
「
茶
臼
」
の
名
前
を
隠
し
て
い
て
、

「
契
り
も
後
や
薄
く
成
り
な
ん
＝
契
も
の
ち
や
う
す
（
茶
臼
）
く
成
り
な
ん
」

と
し
て
い
ま
す
。
た
い
そ
う
優
美
に
感
じ
ら
れ
、
右
方
の
茶
臼
の
歌
に
、
誰

も
が
心
ひ
か
れ
ま
す
。（
事
物
の
名
前
を
隠
し
こ
ん
だ
形
で
詠
ん
だ
歌
を
物も
の
の

名な
の

歌う
た

〔
ぶ
つ
め
い
か
〕）
と
い
う
）

四
番　

　

左　
　

机

袖そ
で

か
け
て
硯す
ず
り

を
慣（
な
）ら
し
書
く
文ふ
み

と
人
に
墨
（
す
み
）つ
く
え
と
も
成（
な
）ら
な
む

机
の
端
（
＝
袖
）
に
衣
の
袖
を
掛
け
、
硯
に
親
し
ん
で
書
き
上
げ
る
手

紙
や
、
そ
の
人
に
は
墨
が
付
き
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
様
に
、
私
が
お
二

人
を
い
っ
そ
う
縁
付
く
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。（「
墨す
み

付つ

く
縁え

」
＝

「
墨す
み

机つ
く
え

」）。

　

右　
　

肘ひ
じ

か
け
（「
脇け
う
そ
く息
」）

老
人
の
力
と
成
れ
る
甲か

ひ斐
も
な
し 

身
さ
へ
苦
し
き
恋
の
道
に
は

高
齢
の
方
々
の
力
と
な
れ
る
身
の
上
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
自
身
が
、

重
く
抑
え
つ
け
ら
れ
て
苦
し
い
よ
う
な
、
つ
ら
い
恋
を
し
て
い
ま
す
の

で
。

　

右
方
の
肘
か
け
の
歌
は
、「
老
人
の
力
と
な
れ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
、

肘
か
け
の
心
情
が
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
左
方
の
机
の

歌
で
「
墨
付
く
」
と
い
う
の
は
、
顔
に
墨
を
付
け
て
笑
わ
れ
た
あ
の
平へ
い

仲ち
ゅ
う

（
平
た
い
ら
の

貞さ
だ

文ふ
み

）
の
例
も
想
起
さ
せ
ら
れ
て
、
お
も
し
ろ
く
思
わ
れ
ま
す
。
左

方
の
勝
ち
と
い
た
し
ま
す
。

五
番

　

左　
　

銚ち
ょ
う

子し

み
き
と
だ
に
人
は
今
さ
ら
思
は
ぬ
を 

強（
し
）ゐ
て
憂（
う
）し
と
や
な
を
恨
み
ま
し

お
会
い
で
き
た
こ
と
（「
見
き
」）
を
、
あ
な
た
は
今
で
は
何
と
も
思
わ

な
い
の
で
、
無
理
に
つ
ら
い
と
思
っ
た
り
す
る
と
一
層
恨
み
が
ま
し
い

気
持
ち
に
な
り
ま
す
。（「
見
き
」
に
「
御み

き酒
」
を
掛
け
る
）

　

右　
　

水
入
れ
（「
水す
い

瓶び
ょ
う

」）

口
に
さ
て
い
つ
か
漏（
も
）ら

さ
む
思
ひ
せ
く 

心
の
水
の
わ
き
か
へ
る
身
を

水
瓶
の
口
先
は
水
が
こ
ぼ
れ
や
す
い
の
で
、
い
つ
か
は
口
に
出
し
た
り

は
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
心
が
締
め
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
あ
の
人
へ
の
思

い
が
心
の
中
で
沸
き
返
っ
て
い
ま
す
。

　

左
方
の
銚
子
の
歌
は
、
全
体
の
風
趣
と
い
い
言
葉
の
用
い
方
と
い
い
、
美

し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
右
方
の
水
瓶
の
歌
は
、
初
句
の
五
文
字
ほ
ど
は
、
的

確
な
表
現
と
言
え
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
水
瓶
の
心
情
が
少
々
は
っ
き
り
し
ま

せ
ん
の
で
、
左
方
の
勝
ち
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

六
番

　

左　
　

碁ご

盤ば
ん
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目
に
も
今 

見
る
心
地
し
て
乱み
だ

れ
碁（
ご
）の 

う
ち
も
忘
れ
ぬ
面
（
お
も
か
げ
）
影
は
憂（
う
）し

夢
中
に
な
っ
て
碁
盤
の
目
を
乱
れ
打
つ
よ
う
に
、
あ
な
た
に
夢
中
の
私

は
、
今
も
目
の
前
に
お
会
い
し
て
い
る
心
地
が
し
て
、
面
影
を
少
し
も

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
つ
ら
い
こ
と
で
す
。

　

右　
　

箪た
ん
す笥
（「
長な
が

持も
ち

」）

徒い
た
づ

ら
に
逢あ
ふ

期ご

な
け
れ
ば
見
し
な
か
も
ち
ち
の
恨
み
の
種
と
こ
そ
な
れ

こ
の
ま
ま
空
し
く
あ
な
た
と
の
逢
瀬
が
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
逢
っ

て
い
た
私
た
ち
の
仲
も
、
か
え
っ
て
た
く
さ
ん
の
恨
み
の
種
と
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

右
の
箪
笥
の
歌
は
、
特
に
難
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
左
の
碁
盤
の
歌
の

「
み
る
心
地
し
て
乱
れ
碁
の
う
ち
も
忘
れ
ぬ
」
と
詠
ん
だ
言
葉
遣
い
に
は
、

優
美
な
美
し
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
の
で
、
や
は
り
左
方
の
勝
ち
と
決
め
ま

し
ょ
う
。

七
番

　

左　
　

 

伏ふ
せ

籠ご

（
火
鉢
や
香
炉
を
中
に
置
き
、
伏
せ
て
お
く
竹
製
、
金
属
製
の

か
ご
）

後き
ぬ
ぎ
ぬ朝
の
飽（
あ
）か
ぬ
匂
（
に
ほ
）ひ
を
形（
か
た
み
）見に
て 

独
り
ふ
せ
ご
の
床
ぞ
さ
び
し
き

後き
ぬ
ぎ
ぬ朝
（
男
女
が
一
夜
を
過
ご
し
て
別
れ
る
朝
）
に
、
飽
き
る
こ
と
な
く

あ
の
人
の
香
り
を
よ
す
が
と
し
て
、
独
り
で
臥ふ

し
て
い
る
寝
床
は
本
当

に
寂
し
い
も
の
で
す
よ
。（「
あ
く
」
に
「
明
く
（
下
二
段
）」「
飽
く
」

を
掛
け
る
）

　

右　
　

塵ち
り

取と
り

訪（
と
）は
れ
ね
ば
う
ち
も
払
は
ぬ
床と
こ

ゆ
へ
に 

な
ど
塵ち
り

取
（
と
り
）の
名
の
み
立
つ
ら
む

尋
ね
る
人
も
い
な
い
の
で
、
埃
を
払
っ
て
ま
で
き
れ
い
に
は
し
な
い
寝

所
な
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
世
間
で
は
、
私
の
「
塵
取
」
と
い
う
名
前

だ
け
が
広
く
知
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。（「
う
ち
」
に
「
打

ち
」「
内う
ち

」
を
掛
け
る
）

　

左
方
の
伏
籠
の
歌
は
、
後
朝
の
別
れ
で
の
衣
の
香
り
に
惹ひ

か
れ
て
独
り
で

臥
し
て
い
る
と
い
う
古
歌
に
倣な
ら

っ
て
お
り
、
右
方
の
塵
取
の
歌
は
、
塵
を
払

わ
な
い
床
な
の
に
、
塵
取
と
い
う
名
前
が
知
れ
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
気
に
し

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
た
い
そ
う
趣
き
深
く
感
じ
ら
れ
ま
す
の
で
、
引
き

分
け
と
い
た
し
ま
す
。

八
番

　

左　
　

杉す
ぎ

櫃び
つ

（
杉
製
の
箱
）

三（
み
わ
や
ま
）

輪
山
に
す
み
あ
る
か
ひ
は
無
け
れ
ど
も 

杉
の
し
る
し
を
な
を
や
頼
ま

む
杉
の
木
で
知
ら
れ
た
三
輪
山
の
片
隅
に
住
ん
で
い
る
の
で
は
、
人
が
訪

れ
る
は
ず
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
三
輪
明
神
が
恋
人
に
対
し

て
目
印
に
せ
よ
と
詠
ん
だ
標し
る
し

の
杉
で
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
の

付
き
合
い
を
よ
し
み
と
し
て
待
つ
こ
と
に
し
よ
う
。（「
す
み
」
に
「
住
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み
」「
隅
」
を
、「
か
ひ
」
に
「
甲
斐
」「（
食
器
の
）
匙
」
を
、「
杉
」

に
「
過
ぎ
」
を
掛
け
る
）

　

右　
　

葛つ
づ

籠ら

人
目（
め
）の
み
繁
（
し
げ
）き
深み

山や
ま

を
分
け
侘（
わ
）び
て
行（
ゆ
）き
来き

休
ま
ぬ
つ
づ
ら
折
（
お
り
）か
な

世
間
の
た
く
さ
ん
の
目
を
避
け
て
、
山
深
く
分
け
入
っ
た
も
の
の
行
き

悩
ん
で
、
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
心
休
ま
ら
な
い
恋
の
路
は
、
葛
の
よ
う

に
く
ね
く
ね
と
曲
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。

　

左
方
の
杉
櫃
の
歌
は
、「
杉
櫃
の
す
み
あ
る
」
と
い
う
歌
に
か
こ
つ
け
て

い
る
の
は
巧
み
に
思
わ
れ
、
右
方
の
葛
籠
の
歌
は
「
し
げ
き
深
山
の
青
つ
づ

ら
苦
し
き
世
を
ぞ
思
ひ
煩わ
づ
ら

ふ
」
と
詠
ん
だ
本
歌
の
心
を
取
り
入
れ
過
ぎ
た

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
優
美
に
も
葛
折
り
（
九つ

づ

ら
十
九
折
り
）
を

行
き
悩
む
の
を
恋
の
路
に
引
き
合
わ
せ
た
の
も
さ
ら
に
興
趣
が
あ
り
、
左
方

の
「
杉
の
し
る
し
」
よ
り
は
、「
行
き
来
休
ま
ぬ
青
つ
づ
ら
」
の
表
現
に
尚

一
層
の
情
趣
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
双
方
の
歌
に
心
引
か
れ
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。

九
番

　

左　
　

木
靴
（「
下し
た

沓う
づ

」、
下
履
き
）

恨
（
う
ら
）み
ず
や
さ
て
も
難な
に
は波
の
あ
し
袋ぶ
く
ろ 

つ
ぶ
ふ
し
の
間
も
逢
は
ぬ
つ
ら
さ

を
葦
で
知
ら
れ
た
難
波
の
浦
の
足
袋
よ
。
粒
の
よ
う
に
小
さ
な
わ
ず
か
な

間
で
も
、
お
逢
い
で
き
な
い
つ
ら
さ
を
、
恨
み
に
思
わ
ず
に
お
ら
れ
ま

し
ょ
う
か
。
私
（
＝
木
靴
）
と
あ
な
た
（
＝
足
袋
）
と
は
、
い
つ
も
接

し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。（「
う
ら
み
」
に
「
裏
見
」「
恨
み
」

を
、「
あ
し
」
に
「
葦
」「
足
」
を
掛
け
る
。「
節ふ
し

」
は
「
葦
」
の
縁
語
）

　

右　
　

草ぞ
う
り履
（「
裏う
ら

無な

し
」）

楫か
じ

を
絶（
た
）え
鼻（
は
な
を
）緒切
れ
ぬ
と
知
ら
せ
ば
や 

舟
さ
し
寄
せ
る
浦
な
し
に
し
て

舟
で
行
き
来
で
き
ず
、
歩
く
に
も
鼻
緒
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
と
お
知
ら

せ
し
た
い
も
の
で
す
よ
。
舟
で
行
け
た
と
し
て
も
漕
ぎ
寄
せ
る
浦
さ
え

な
い
の
で
す
か
ら
。（「
か
ち
」
に
「
楫
」「
徒か

ち歩
」、「
う
ら
」
に
「
浦
」

「
裏
」
を
掛
け
る
。「
鼻
緒
」
は
「（
舟
の
）
端は
な

尾お

（
前
後
）」
に
通
じ

る
）

　

左
方
の
木
靴
の
歌
は
、
歌
人
の
伊
勢
の
古
歌
を
ふ
ま
え
て
お
り
、
右
方
の

草
履
の
歌
は
、禖ば
い

子し

内な
い

親し
ん
の
う王
の
家
の
宣
旨
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
た
物
語
（『
狭

衣
物
語
』
巻
一
）
の
文
句
に
自
ら
の
情
感
を
託
し
て
お
り
、
両
者
と
も
に
優

美
な
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
左
方
の
歌
に
「
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
間
で
あ
っ
て

も
」
と
あ
る
の
は
、「
踵
を
返
す
間
も
な
く
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
る
の
が
少
々
大
袈
裟
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
、
右
方
の
草

履
の
歌
で
、「
鼻
緒
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
の
も
、「
鼻は
な

缺か
け

牛う
し

（
＝
鼻

綱
を
使
う
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
役
立
た
ず
の
牛
）」
の
有
様
を
想
像
し

て
し
ま
う
心
地
だ
と
批
判
す
る
方
も
い
る
の
で
、
双
方
を
引
き
分
け
と
い
た

し
ま
す
。
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十
番

　

左　
　

お
ま
る
（「
大お
お

壺つ
ぼ

」、
身
分
の
高
い
人
の
使
う
便
器
、
便
壺
）

お
留（
る
す
）守

に
も
と
ど
め
置（

を
）か

る
る
我
が
夜（

や
ざ
）坐

は 

名
残
惜を

し
と
の
形
見
成
る

ら
むご

主
人
様
が
お
出
掛
け
の
間
も
そ
こ
に
置
か
れ
て
、
夜
も
寝
な
い
で
起

き
て
い
る
私
は
、
ご
主
人
様
が
名
残
り
惜
し
い
と
し
て
そ
の
形
見
と

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。（
夜
坐
は
夜
間
に
行
う
座
禅
。
座
禅
堂

に
お
け
る
所
定
の
場
所
で
の
正
式
な
座
禅
。
転
じ
て
、
深
夜
に
所
定
の

場
所
で
眠
ら
ず
に
座
っ
て
い
る
こ
と
）。

　

右　
　

御お

樋ひ
の

台だ
い

（
彫
木
。
お
ま
る
を
使
用
す
る
際
の
足
乗
せ
台
）

知
り
知
ら
ぬ
匂に
ほ

い
ぞ
留
ま
る
懐

（
ふ
と
こ
ろ
）の 

涙
の
川
の
う
ち
濯

（
す
す
）げ

ど
も

知
っ
て
い
て
も
、
知
ら
な
く
て
も
、
お
ま
る
の
奥
部
に
は
匂
い
が
付
い

て
い
る
よ
う
に
、
私
の
心
の
奥
に
は
あ
な
た
の
香
り
が
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
悲
し
み
の
涙
で
洗
っ
て
も
落
と
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。（「
知

り
」
に
「
尻
」
を
掛
け
る
）

　

左
の
お
ま
る
（
便
壺
）
の
歌
は
、「
名
残
り
惜
し
と
の
形
見
な
る
ら
ん
」

と
あ
る
言
葉
遣
い
が
、
古
く
か
ら
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
め

ら
れ
ま
す
が
、
近
頃
、
花
見
の
車
か
ら
法
師
に
詠
み
か
け
た
、
同
じ
よ
う
な

様
子
が
『
今い
ま

物も
の
が
た
り語
』
の
中
に
あ
る
の
で
は
と
申
し
出
た
人
が
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ほ
ど
募
っ
た
思
い
を
他
人
の
口
か
ら
漏
ら
さ
れ
た

り
し
た
な
ら
ば
、
ど
う
応
え
て
よ
い
か
分
か
ら
ず
、
さ
ぞ
や
無
念
に
思
う
で

し
ょ
う
。
右
の
御
樋
台
（
お
ま
る
の
足
乗
せ
台
）
の
歌
は
、
た
だ
一
人
の
人

を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
の
匂
い
を
我
が

身
深
く
に
留
め
て
い
る
と
い
う
詠
み
ぶ
り
が
、
傀く
ぐ
つ儡

と
い
う
歌
舞
の
芸
人
が

す
る
と
い
う
恋
愛
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
興
味
を
引

か
れ
る
歌
に
思
え
ま
す
。
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
と
な
る
と
、
判
じ
か
ね

ま
す
の
で
、
ま
た
引
き
分
け
と
い
た
し
ま
す
。

　

そ
う
こ
う
し
て
い
る
と
、
夢
な
の
か
現
実
な
の
か
、
ど
ち
ら
と
も
分
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
い
、
夜
も
明
け
た
の
で
、
こ
の
調
度
た
ち
の
声
も
し
な
く
な
っ

た
。
周
囲
の
人
に
こ
の
出
来
事
を
語
っ
て
聞
か
せ
て
も
、
誰
も
真
実
だ
と
は
信

じ
て
く
れ
な
い
。
で
は
、
や
は
り
夢
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
て
も
怪
し
げ

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
、
お
ま
る
と
御
樋
台
は
、
壁
の
向
こ

う
側
の
真
ん
中
の
落
ち
窪
ん
だ
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
他
の
調
度
た
ち

が
歌
合
を
催
す
こ
と
を
決
め
た
の
を
聞
い
て
、
自
分
た
ち
も
仲
間
に
な
ろ
う
と

望
ん
で
、
壁
越
し
に
申
し
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
て
も
不
思
議
極
ま
る
こ
と

と
思
わ
れ
た
。

鶯
う
ぐ
ひ
す

も
蛙か
は
づ

も
歌
を
詠（
よ
）む
な
れ
ば 

声
な
き
も
の
の
声
も
あ
り
け
り

『
古
今
和
歌
集
』
の
仮か

名な

序じ
ょ

に
、
鶯
や
蛙
で
あ
っ
て
も
歌
を
詠
む
と
あ

り
、
話
す
こ
と
も
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
調
度
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
歌
を
詠
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
あ
る
の
だ
。

奥
書
に
言
わ
く
、
右
の
一
巻
は
三さ
ん

条じ
ょ
う

西に
し
の
さ
ね実
隆た
か

入
道
、
逍し
ょ
う

遥よ
う

院い
ん

尭ぎ
ょ
う

空く
う

の
真
筆
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三浦億人　お伽草子『調度歌合』管見

の
巻
に
臨
ん
で
書
写
し
終
わ
っ
た
。
公
頼

【
注
】

井
出
の
河
津　

 
井
出
は
京
都
府
南
部
の
地
名
。
木
津
川
に
注
ぐ
玉
川
の
扇
状
地

に
あ
る
。
蛙
と
山
吹
で
名
高
い
。

目
を
ば
借
り
取
り
て　

 
慣
用
句
「
蛙
の
目め

借か
り

時ど
き

」
を
踏
ま
え
る
。
春
暖
の
、
蛙

が
鳴
き
た
て
る
頃
の
眠
気
を
催
す
時
期
を
い
う
。
眠
気

を
催
す
の
は
、
蛙
に
よ
っ
て
目
が
借
り
ら
れ
た
た
め
と

考
え
ら
れ
て
い
た

衆
議
判　
　
　

 

歌う
た

合あ
わ
せ

な
ど
で
、
左
右
に
番
え
た
和
歌
の
優
劣
を
、
一
定
の
判

者
が
判
定
せ
ず
、
左
右
の
に
侍
し
た
全
員
の
意
見
で
判
定
を
す

る
こ
と

灯
火
の　
　
　

 「
灯
火
の
明
石
大
門
に
入
ら
む
日
や
漕
ぎ
別
れ
な
む
家
の
あ
た

り
見
ず
」（『
万
葉
集
』
巻
三　

二
五
四
番
歌　

柿
本
人
麿
）

恋
す
て
ふ　
　

 「
恋
す
て
ふ
我
が
名
は
ま
だ
き
立
に
け
り
人
知
れ
ず
こ
そ
思
ひ

そ
め
し
か
」（『
拾
遺
集
』
巻
十
一
、
六
百
二
十
一
番
歌
、
壬
生

忠
見
）

平
仲
が
た
め
し　

 『
古
本
説
話
集
』
上
巻
・
第
十
九
話
の
ほ
か
、
源
氏
釈
、
異

本
紫
明
抄
、
河
海
抄
等
の
注
釈
書
に
み
え
る
故
事
。
空
泣
き

を
す
る
た
め
の
小
道
具
と
し
て
平
仲
が
携
帯
し
て
い
た
硯
瓶

（
水
差
し
）
の
中
身
を
、
彼
の
妻
が
密
か
に
墨
と
入
れ
換
え

た
た
め
に
平
仲
の
顔
や
袖
が
墨
で
真
黒
に
な
っ
た
と
い
う
。

心
の
水
の
わ
き
か
え 

る
身
を　
「
思
ふ
と
も
君
は
知
ら
じ
な
わ
き
か
へ
り
岩
漏

る
水
に
色
し
見
え
ね
ば
」（『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
、
柏
木
の

歌
）

う
ち
も
払
わ
ぬ
床　

 「
塵
の
ゐ
る
物
と
枕
は
な
り
に
け
り
何
の
た
め
に
か
う
ち

も
払
は
む
」（『
和
泉
式
部
集
』
巻
二
、
二
百
九
十
二
番
歌
）

三
輪
山
に　
　
　
　

 「
わ
が
庵い
ほ

は
三
輪
の
山
も
と
恋
し
く
は
訪と
ぶ
ら

ひ
き
ま
せ
杉
立

て
る
か
ど
」（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
八
、
雑
歌
下
、
九

百
八
十
二
番
歌
、
読
み
人
知
ら
ず
）

繁
き
深
山
の
青
つ
づ
ら　

 「
人
目
の
み
繁
き
深
山
の
青
つ
づ
ら
苦
し
き
世
を
も

思
ひ
侘
ぬ
る
」（『
後
拾
遺
集
』
巻
十
二
、
六
百
九
十

二
番
歌
、
高
階
章
行
朝
臣
女
）

楫
を
絶
え　
　

 「
梶
を
絶
え
命
も
絶
ゆ
と
知
ら
せ
ば
や
涙
の
海
に
沈
む
船
人
」

（『
狭
衣
物
語
』
巻
一
、
飛
鳥
井
姫
君
の
歌
）

伊
勢
が
ふ
る
ご
と　

 「
難
波
潟
短
き
蘆
の
ふ
し
の
間
も
逢
は
で
こ
の
世
を
過
ぐ

し
て
よ
と
や
」（『
伊
勢
集
』
四
百
二
十
九
番
歌
）

禖
子
内
親
王
の
家
の
宣
旨
つ
く
り
出
た
る
物
語　
『
狭
衣
物
語
』
の
こ
と

今
物
語　
　
　
　
　
　

 

鎌
倉
時
代
中
期
の
成
立
と
さ
れ
る
説
話
集
。
藤
原
信
実

の
作
と
さ
れ
る
。
現
存
の
『
今
物
語
』
所
収
話
に
、
当

該
記
事
は
み
え
な
い
。

鶯
も
蛙
も
歌
を
詠
む　

 「
や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉

と
ぞ
成
れ
り
け
る
。
世
中
に
あ
る
人
、
事
、
業
、
繁
き

も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
、
聞
く

も
の
に
付
け
て
、
言
ひ
出
せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯
、

水
に
住
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
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い
づ
れ
か
歌
を
詠
ま
ざ
り
け
る
」（『
古
今
和
歌
集
』
仮
名

序
）

三
条
西
実
隆
入
道　

 

康
正
元
年
（
一
四
五
五
）〜
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）。
室

町
時
代
の
文
人
。
古
典
研
究
家
。
逍
遥
院
堯
空
は
そ
の
法

名
。
彼
の
日
記
『
実
隆
公
記
』
は
、
当
時
の
文
芸
・
社
会

の
様
相
を
知
る
上
で
、
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

公
頼　
　
　
　
　
　

 

三
条
公
頼
。
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）〜
天
文
二
十
年

（
一
五
五
一
）。
室
町
時
代
の
公
卿
。
藤
原
北
家
の
流
れ
を

汲
む
閑
院
流
嫡
流
三
条
家
の
当
主
で
、
三
条
実
香
の
子
。

官
位
は
従
一
位
左
大
臣
で
、
後
竜
翔
院
左
大
臣
と
よ
ば
れ

た
。（

み
う
ら
・
お
く
と　

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


