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宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
御
歌
所
本
『
む
し
双
六
の
和
歌
』
の
資
料
紹
介
。
和
歌
を
主
軸

と
す
る
異
類
物
お
伽
草
子
を
書
写
し
た
冊
子
と
、
そ
の
物
語
世
界
を
大
判
彩
色
の
絵
双
六

と
し
た
も
の
と
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

物
語
は
他
の
伝
本
が
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
双
六
の
た
め
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
ら

し
い
。
葉
月
の
半
ば
、
月
の
美
し
い
晩
に
、
神
楽
岡
の
松
虫
・
鈴
虫
が
、
雁
・
き
り
ぎ
り
す

の
助
け
で
、
多
く
の
虫
と
と
も
に
御
所
に
上
り
、
清
凉
殿
に
て
建
保
六
年
の
中
殿
御
会
を
真

似
て
、
さ
ま
ざ
な
鳴
き
声
を
あ
げ
、
歌
を
詠
み
合
う
。
狸
と
狐
、
蛙
も
歌
会
に
加
わ
る
。

　

双
六
は
七
五
×
九
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
で
、
扇
・
団
扇
形
の
マ
ス
が
四
六
あ
り
、「
清

凉
殿
」
マ
ス
が
上
が
り
で
あ
る
。
賽
子
は
附
属
し
て
い
な
い
が
、
マ
ス
に
記
さ
れ
た
文
字

か
ら
、
御
会
の
題
を
含
む
「
池
・
月
・
久
・
明
・
和
・
歌
」
の
六
つ
と
推
定
さ
れ
る
。

　

次
い
で
、
物
語
を
異
類
物
お
伽
草
子
と
比
較
し
て
、『
玉
虫
の
草
子
』
を
下
地
に
し
て

い
る
こ
と
や
、『
虫
妹
背
物
語
』
の
虫
行
列
と
の
類
似
を
確
認
す
る
。
一
方
で
、
む
し
ろ

『
虫
の
歌
合
』『
虫
の
庭
訓
』『
こ
ほ
ろ
き
物
語
』
の
虫
た
ち
の
詠
歌
と
共
通
性
が
強
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
享
受
層
に
は
皇
族
・
公
家
・
門
跡
層
が
想
定
さ
れ
る
が
、
と
く
に
女

性
の
可
能
性
に
留
意
し
て
い
る
。
寛
永
年
間
に
『
中
殿
御
会
図
』
が
九
条
家
か
ら
後
水
尾

院
へ
貸
し
出
さ
れ
た
こ
と
で
同
絵
巻
が
流
布
し
、
本
作
の
成
立
の
契
機
の
一
つ
か
と
も
推

測
し
て
い
る
。

　
『
書
陵
部
紀
要
』
は
版
面
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
が
ウ
ェ
ブ
公
開
さ
れ
て
お
り
、
マ
ス
ご
と

の
部
分
図
を
順
に
並
べ
た
図
版
は
翻
刻
と
対
照
し
や
す
い
。「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画

像
公
開
シ
ス
テ
ム
」
か
ら
は
カ
ラ
ー
画
像
も
公
開
さ
れ
、
サ
イ
ズ
の
大
き
な
画
像
か
ら
実

寸
程
度
で
の
プ
リ
ン
ト
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
紙
媒
体
へ
戻
さ
ず
に
、
デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム

化
も
出
来
よ
う
。
も
と
も
と
双
六
に
は
幼
学
書
と
し
て
の
側
面
が
あ
り
、
古
典
に
親
し
む

教
材
と
し
て
の
利
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。
た
だ
し
本
論
文
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

遊
戯
の
盛
り
上
が
り
に
は
賭
け
事
と
し
て
の
側
面
も
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
い
か
。

 

（
藤
原
重
雄
）

池
和
田
有
紀
「
む
し
双
六
の
和
歌
」（『
書
陵
部
紀
要
』
七
三
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
二
〇

二
二
年
三
月
）

　

福
井
県
内
に
伝
存
す
る
駕
籠
の
調
査
に
も
と
づ
く
特
別
展
の
図
録
。
駕
籠
は
近
世
に
お

い
て
代
表
的
な
乗
用
具
で
あ
り
、
現
在
も
少
な
か
ら
ず
伝
存
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
華
麗

な
蒔
絵
の
施
さ
れ
た
女
乗
物
を
除
け
ば
、
あ
ま
り
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
体
感
的
に
愛

知
県
と
並
ん
で
現
存
数
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
福
井
県
に
お
い
て
、
本
展
担
当
者
の

有
馬
香
織
氏
が
地
道
な
調
査
を
重
ね
た
成
果
の
披
露
で
、
原
品
十
二
挺
（
お
よ
び
山
駕
籠

一
挺
）
が
展
示
さ
れ
、
他
に
県
内
の
遺
品
約
二
十
挺
が
図
版
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

広
義
の
駕
籠
は
、
一
本
の
担
ぎ
棒
か
ら
乗
用
部
を
吊
る
乗
用
具
だ
が
、
本
展
で
の
対
象

は
箱
型
の
乗
用
部
を
備
え
た
上
級
の
も
の
で
、
特
に
区
別
し
て
乗
物
と
も
呼
ば
れ
た
。
女

乗
物
と
男
乗
物
と
で
章
を
分
け
、
一
挺
ご
と
に
丁
寧
な
紹
介
を
施
し
て
い
る
。
所
蔵
者
・

使
用
者
や
来
歴
・
使
用
法
な
ど
の
基
本
情
報
と
、
造
形
と
し
て
の
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン

と
が
、
バ
ラ
ン
ス
良
く
要
を
得
て
記
述
さ
れ
る
。
乗
物
の
形
状
か
ら
の
分
類
論
と
し
て
現

在
で
も
有
益
な
『
守
貞
謾
稿
』
の
記
載
・
挿
図
と
の
照
応
を
補
助
線
に
、
個
々
の
乗
物
の

類
型
性
と
特
徴
と
を
提
示
し
て
お
り
、
出
品
さ
れ
た
乗
物
が
分
類
体
系
の
な
か
で
位
置
づ

け
ら
れ
、
相
互
の
関
係
へ
も
理
解
が
及
ぶ
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
絵
画
作
品

に
描
か
れ
た
乗
物
を
加
え
、
使
用
の
現
場
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。

　
「
総
説　

福
井
県
所
在
の
乗
物
を
探
し
て
」
で
も
課
題
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
乗
物
・

駕
籠
の
研
究
は
多
分
野
の
専
門
性
を
必
要
と
し
、
充
分
に
は
進
ん
で
い
な
い
一
方
で
、
所

蔵
者
側
で
は
扱
い
に
窮
し
て
密
や
か
な
消
滅
の
危
機
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

状
況
下
で
、
県
域
全
体
（
現
存
数
は
嶺
北
に
偏
る
と
い
う
）
を
対
象
に
調
査
を
実
施
し
、

そ
の
価
値
を
普
及
さ
せ
る
点
で
も
、
展
示
企
画
の
意
義
は
大
き
い
。
所
蔵
者
か
ら
の
「
あ

た
た
か
い
応
援
の
お
言
葉
」
が
実
感
籠
っ
て
伝
わ
っ
て
く
る
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。

　

乗
物
は
、
担
ぎ
棒
を
含
め
る
と
案
外
と
大
き
く
、
撮
影
場
所
の
確
保
も
難
し
い
が
、
乗

用
部
の
内
部
も
含
め
て
、
基
礎
的
な
資
料
の
機
能
を
果
た
し
う
る
写
真
が
整
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
Ａ
４
判
横
使
い
と
し
て
、
全
体
写
真
を
収
め
や
す
く
し
て
あ
る
。
全
カ

ラ
ー
八
八
頁
。 

（
藤
原
重
雄
）

福
井
県
立
歴
史
博
物
館
編
『
ふ
く
い
の
御
乗
物　

駕
籠
を
訪
ね
て
』（
同
館
、
二
〇
二

二
年
七
月
）

No. 101（2023.７）

22


