
賀

茂

季

鷹

の
能

宣

歌

誤

写
説

-

文
化
+
年
石
清
水
臨
時
祭
再
興
逸
事
ー

盛

田

帝

子

は
じ

め
に

天
保
十

二
年

(
】
八

四

↑
)

十
月

の
は

じ
め
、

病
床

に
就

い
た
賀

茂

季
鷹

は
、

枕
元

に

い
る
親
族

や
門
人

た
ち

に
、
常

日
頃

の
よ
う

に

滑

稽
な

こ
と

を
言

い
な
が

ら
、

九

日
、

皆

に
看

取

ら
れ

つ
つ
安

ら

か

に
眠

る
よ
う

に

こ
の
世
を

旅
立

っ
た
と

い
う
。

江

戸
と
京

都
を

往
還

し
、

そ

の
教

養
と

人
柄

と

で
京
都

文
壇

に
確

固
た

る
地
位

を
築

い
た

季

鷹

の
生

涯
を
簡

潔

に
記

し

て
い
る

の
は
、

季
鷹

の
弟

子
賀

茂
直

兄

の
墓
碑

銘

で
あ

る
。
そ

の
碑

文

に
は
、

先

に
挙
げ

た
季
鷹

の
臨

終

の

場
面

や
、
歌

人
、

書
家

、
蔵

書
家

と

し

て
の
季
鷹

像
が

実

に
生
き

生

き
と
描

か

れ

て
い
る
が

、
な

か

に
以

下

の
よ
う
な

気

に
な

る
記
事

が

あ

る
。文

化

十
年
、

石
清

水

臨
時

祭
再

興

の
御
時
、

調

は
し

む

べ
き
能

宣

朝

臣

の
歌

、
錯

乱

た

る
を
、

上
卿
広

橋

従

「
位

胤
定

卿

よ
り

仰

事

承

て
、

熟

考

へ
、
上

聞

し

給

へ
る
。

「
善

く
歌

道

発
明

に
堪

ふ
。
賞

し
て
普

く
世

間

に
告
げ

子
孫

に
伝

ふ

べ
し
」

と

云

々
、

感

状

を

賜

ひ

…

二
}。

文

化
十
年

三

月
十

五

日
、
な

が

ら
く
途

絶

え

て

い
た

石
清
水

臨
時

祭
が

光
格

天
皇

の
強

い
意

向

に
よ

っ
て
約

三

百
八

十
年
ぶ

り

に
再
興

さ
れ

た
。

石
清

水
臨

時

祭

は
、

天

慶

五
年

(
九

四

二
)
、

平
将

門

・

藤

原
純

友

の
乱

の
平
定

の
御
礼

と

し

て
始

ま

っ
た

が
、
永

享

四
年

(
一

四
三

二
)
戦

乱

の
た

め
中

絶
。

以
来

な

が
ら

く
途

絶
え

た
ま

ま

に
な

っ
て

い
た

。

光
格

天
皇

は
朝

廷
儀

礼

に
関

し

て
さ
ま
ざ

ま

な
再

興
、

復
古

を
果

た

し
た

が
、

国
家

の
危
難

に
さ

い
し

て

天
皇

と

国
家

の
安

泰
を

祈

る

こ
と
か

ら
は

じ
ま

っ
た
神
事

と

さ
れ

る

石
清
水

臨
時

祭

の

再
興

に

は
特

に
強

い
関

心
が

あ

っ
た

と

い
う

(三
。

そ

の
臨

時

祭

に
う
た

わ

れ
る

大
中

臣
能

宣

の
歌

に

つ
い
て
、

季
鷹

は
、

広

橋
胤

定
卿

よ

り
問

い
合

わ
せ

を
受

け
、

念

を

入
れ

て
じ

っ
く

り
と
考

え

て
返
答

し

た

と

こ

ろ
、

「歌

道

発

明

に
堪

ふ
」

と

し

て
感

状

を
賜

っ
た

と

い
う

の

で
あ

る
。

直

兄

の
記

し
た

墓
碑

文
か

ら

は
、
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宮

中
に

お

い
て
重

要
な
儀

式

で
あ

っ
た

石
清
水

の
臨

時
祭

に
、

季
鷹

の
学

説
が

並

々
な

ら
ぬ
功

績

を
挙
げ

た

と

い
う

こ
と

が
知

ら

れ
、
ま

た

朝
廷

の
立

場

か
ら
す

れ
ば

、
宮

中
に

お

い
て

の
伝

来

の
み
で
は
な

く

、
地

下
国
学

者

の
学

説
を

も

ひ
ろ
く

取
り

入
れ

て
、

よ
り

古
に

近

い
か
た

ち

で

の
臨

時
祭

の
再
興

を
行

お
う
と

し

て

い
た

こ
と
が
知

ら

れ
る
。

当
時

京
都

文
壇

に

浸
透

し

て
い
た
古

学

・
復
古

ブ
ー

ム
が

、

朝

廷

の
動
向

と
あ

る

程
度
連

動

し

て

い
た

こ
と

が
う

か
が

わ
れ

る

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ

こ
で
気

に
な

る

の
は
、
大

中

臣
能
宣

の
錯

乱

し
た

歌
と

は

い
ず

れ

の
歌

を
指

す

の
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ま
た

季
鷹

の
功
績

を
た

た

え

て
、
感

状
を

賜
う

ほ
ど

で
あ

っ
た

説
と

は
如
何

な

る
も

の
だ

っ
た

の
だ

ろ
う

か
、

光
格
天
皇
の
問
い
と
季
鷹
の
返
答

先

に
あ
げ

た

疑
問

を
解

く
鍵

を
握

る
資

料
が

、
茶

梅
庵

文
庫

に

所

蔵
さ

れ

て

い
る
。
季

鷹
自

筆

の
折

り
紙

一
枚

で
あ

る
。

急

い
で
記

さ

れ
た

文
章

に

は
、
と

こ
ろ
ど

こ

ろ
に
見

せ
消

ち
や

訂

正

の
跡

が
残

さ

れ

て
お

り
、

公
表

す

る

こ
と

を
意

識

し

て
記

さ
れ

た

和
文

の
下
書

き

と

い

っ
た
風
情

で
あ

る
。

以
下

に
全
文

を
掲

げ

る

三
}。

①
廣

橋

胤
定

卿
御

う

け
給

は
り

と

て
、
弥
清

縣
主

を
御

使

に

て
、

東

遊
寄

、
古

謁

を
用

ひ
給

は
ん

や
。

は
た

、
さ

ら

に
よ
ま

せ
給

は
ん
や

。
お

ほ
や

け
よ

り

の
御
尋

と

て
、
と

は
せ
給

ひ
け

れ
ば

、

古

寄

を
用

ひ
給

は
ん

事
と

心

得
侍

る
よ

し
を

か

し

こ
み

て
申

奉

る
。

②

次

で

に
我
神

山

の
敏
行

朝

臣

の
寄

は
申

む
ね
侍

ら
ず

。

③

「ー

仕

へ
ま
つ
ら
ん
」
と
三
十
六
人
家
集
且
清
輔
朝
臣

の
袋

草

子
な

ど
板

本

に
て
世

に

お

こ
な

は
る

」
は
、

四
句

「流

を

」
と

有
。

「
な
が

れ
を

」
に

て
は
、

一
首

の
意

い
か

に
そ

や
、

心

得
が

た
き

や

う
に

ひ
そ

か

に
お
ぼ

え

侍

り

て
考
侍

る
に

、
古

、

片

假
名

に

て
謁

を
書

し
事
、

物

語

に

は
狭
衣

に
始

て
見
え

、
古

筆

に

は
常

に
見

及
び

、
既

に
季

鷹

が
蔵

書

に
古
今

集

の
下

、
全

部

を
片

假
名

に

て
、
清

輔

朝

臣

の
真
蹟

な

る
を
持

侍

る
如

く
、

珍

ら

し
か

ら
ぬ

事
な

れ
ば

、
此
嵜

「流

テ
千
世

に
」
と
書

し
を

、

再

の
意

ふ
か

く

た

ど

ら

ぬ

人

、

「
テ

」

「
ヲ
」

の
字

形

相

似

た

れ
ば

、

「な

が

れ

を
」

と

あ

や

ま

り

し
ま

ン
に
板

に

は

ほ
り

し

な

る

べ
し
。

「
な

が
れ

て
」

は

貫

之
朝

臣

の

「行

末
遠

く

仕

へ

ま

つ
ら

ん
」
と

よ
ま

れ

し
如

く
、

な

が

ら

へ
て
千

世
ま

で
も

仕

へ
奉

ら

ん

の
意

と

お
ぼ

え
侍

れ

ば
、

あ

は
れ

、
能

宣
朝

臣

の
家

集

、
は

た
袋

草
子

の
古

写
本

を

得

て

正
さ
ま

ほ
し
く
年

比
思

ひ

渡

り

し
事

に
侍

れ
ば

、
御

蔵
書

を

は

じ
め

、
古

本
を
御

覧

じ
く

ら

べ
さ

せ
給

は

ら
ん
事

を

ね
ぎ

奉

り

し
か

ば
、
藤

浪

ど

の

ン
能

宣

集

に

は
、
季
鷹

が

考

ふ

る
如

く

「
な
が

れ

て
」

と
侍

る
を
御

覧

じ

て
、
感

じ
思
召

す
と

て
御

感

状

を

賜
は

り
し
也
。

④

其

後

飛
鳥

井

殿

・
綾

小

路

殿

の

三

十

六

人
家

集

を

見

侍

し
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に
、

夫

に
も
我
考

の
如
く

「な

が
れ

て
」

と
有
。

弥
悦

限
な

く

社
。

あ
な

か

し

こ
/

＼
。

内

容
は

お
お

き
く
分

け

て
、
①

宮

中
か

ら

の
石
清
水

臨
時

祭

の
東
遊

歌

に
関

す
る
問

い
と

季
鷹

の
返

答
。
②

賀
茂

社

臨
時
祭

の
敏

行
歌

の

本

文

に

つ
い
て
。
③

能
宣

歌

に
対
す

る
季
鷹

の
誤
写

説
と

宮
中

よ
り

の
感
状
。

④

後

日
談

。

の
四

つ
に
わ
け
ら

れ

る
。

ま

ず
①

を

み
て

み

よ

う
。

石
清

水
臨

時
祭

の
儀
式

に
お
け

る
東
遊

歌

に
は
古

歌
を

用

い
る

の

か

、
そ

れ
と

も
新
た

に
歌

を
詠

み

出
だ
す

の
か

と

い
う

「
お

ほ
や
け

よ

り

の
御
尋

」
を

承

っ
た
広
橋

胤
定

は
、

弥
清

県
主

を
使

者
と

し

て

季
鷹

の
も
と

に
遣
わ

す
。

広
橋

胤
定

は
、

明
和

七
年

(
一
七
七

〇
)

生

れ

の
四
四
歳

で
、

こ
の
時
、

石
清

水
臨
時

祭

の
伝

奏

に
任

じ
ら

れ

て

い
た

(
『
公

卿
補

任

』
)
。

伝

奏

は
、

朝

廷
に

お

か
れ

た

役
職

で
、

天
皇

に
近
侍

し
、

天
皇

に
意
見

を
奏

上

し
た

り
、
ま

た

天
皇

の
意
思

を

伝
達

す

る
役
職

に
あ
た

る
。

先

に
、
光

格

天
皇
が

石
清

水
臨

時
祭

の
再
興

に
並

々
な
ら

ぬ
熱

意
を

も

っ
て
い
た

こ
と
を

述

べ
た
が

、
胤

定

の
役

職
と
、

光
格

天
皇

の
意

向

を
か

ん
が
え

れ
ば

、
胤

定
が

承

っ

た

と

い
う

「
お
ほ
や

け
よ

り

の
御

尋
」

と
は
、

光
格

天
皇

か
ら

の
お

尋

ね
と
考

え

て
問
題

は
な

い
で
あ

ろ
う
。

ま

た
、

弥
清

県
主

は
、

宝

暦

八
年

(
一
七
五

八
)
生

の
当
時

五
六

歳
。
賀

茂
県
主

で
あ

っ
た

酉

こ
と

か
ら
、

上
賀
茂

神
社

に
仕
官

し

て

い
た

季
鷹

と

は
近

し

い
間

柄

に
あ

り
、

使
者

と

し

て
選
ば

れ
た

の
だ

と
考

え
ら

れ

る
。

東

遊

歌

は
、

上
代

の
歌

謡

で
、
東

国

風

の
舞

に

と
も

な
う

風
俗

歌

曲

で
あ

る
。

―
歌

、

二
歌

、

駿
河

舞

、

求

子
歌

、

片

降

よ

り
な

り

、
主

に
神

事

に
用

い
ら

れ
る
。

近

世
中
絶

し

て

い
た

が
、

元
禄

七

年

(
一
六
九

四
)

賀

茂
祭

再
興

の
際

に

辻
家

伝
来

の
古

譜

に
よ

っ
て

復

元
さ

れ
、

石
清

水

臨
時

祭

の
再
興

さ

れ
た

文
化

十
年

に

は
さ

ら
に

諸

本

を
も

っ
て
改
訂

さ
れ

た

の
だ
と

い
う
。

内
容

は
、

―
歌

、

こ
歌

で
舞

人
が
舞

台

に

登
場

し
、
駿

河
舞

を
舞

い
、

い

っ
た

ん
舞

台
を
降

り
る
。

右
袖

を

抜

い

て
ふ

た

た
び
舞

台

に
登

場

し
た
舞

人

は
、
求

子

歌

で
舞

い
、

片
降

で
退
場

す

る
と

い
う

流
れ

に
な

る
。

求

子
に

は
そ

れ
ぞ

れ

の
神
社

の
神

歌

を
う

た

う

こ
と

に
な

っ
て
お

り

(互
、

石
清

水

臨
時

祭

の
再

興

に
お

い
て
問
題

に
な

っ
た

の
も

こ
の
求

子
歌

の
こ

と

で
あ

る
。

む

か

し
、

臨

時
祭

が
行

わ

れ

て
い
た

と
き

と

同
じ
古

歌

を
う

た
う

の
か
、

そ

れ
と

も
、

新
た

に
歌

を
詠

出

せ
ね

ば
な

ら
な

い
の
か

。
儀

式

を

再
興

す

る
際

に
は

重
要

な
問
題

と

な

る
。

光
格

天
皇

の
発

し
た

問

い
が
、

伝
奏

の
広

橋

胤
定
、

使
者

の
弥
清

県
主

を
介

し
て
季
鷹

に

伝

え

ら
れ

た
と

い
う

の
で
あ

る
。

季
鷹

は
、

古

歌
を
用

い
る
と

い
う

回
答

を

し
、

さ
ら

に
付

け
加

え

て
求

子
歌

に
関

す

る
自

説

を
展

開
す

る

(②

③

)
。能

宣
歌
の
本
文
誤
写
説
と
後
日
談

「
我

神
山

の
敏

行
朝

臣

の
歌
」

つ
ま

り
、

季
鷹

の
仕

え

る
L
賀

茂

神

社

の
臨

時

祭

二c

で
求

子
歌

と

し

て
う

た

わ

れ

る
敏
行

朝

臣

の
歌
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「
ち

は
や

ぶ
る
賀

茂

の
社

の
姫

小
松

よ

う
つ
世

ふ

と
も
色

は

か
は

ら

じ

」

(
『
古
今

和

歌

集

』
東

歌
)

に
関

し

て
は
何

も
申

し
上

げ

る

こ

と

は
な

い

(②

)
と

し

て
、
季

鷹

が
言

及

し
た

の
は
、

石
清

水
臨

時

祭

の
際
に

う
た
わ

れ

た
と

い
う

大
中

臣
能

宣

の
歌

で
あ

っ
た

。
以

下
、

該
当

歌
を

能
宣

歌
と

称

し
、

本

文

を
貞
享

二
年
版

『
袋

草
紙

』
よ

り

引
用

す

る
。
但

し
、
傍

点

は
盛

田
が
付

し
た
。

而

。
。
能

-
宣

。
集

.―、

冷

泉

院

.
御

時

、

始

,
テ

石
-
清

-
水

臨

ー
時

,

祭

行

ナ
、
給

二
、

可

。
・
唱

.
之

歌

奉

り
・
之

,
侍

シ

ニ
、

君

か

よ

に

み

な

そ

こ

す

め

る

い

は

し

み

つ
な

か

れ

を

ち

よ

に

つ

か

へ
ま

つ
ら

ん

季
鷹

が

不
審

に
思

っ
た

の
は
、

能

宣
歌

の
第

四
句

「な

か

れ
を
」

に

つ
い

て
で
あ

っ
た
。

助

詞
が

「を

」

で
あ

っ
て

は
、

一
首

の
意
味

が

通
ら

な

い
。

三
十

六
人

家
集

且

清
輔

朝
臣

の
袋

草

子
な

ど
板
本

に
て
世

に

お

こ
な

は
る

ン
は
、

四
句

「
流

を

」
と

有

。

「
な

が

れ
を

」

に

て

は
、

一
首

の
意

い
か

に
そ
や

、

心
得

が
た

き
や

う

に
ひ

そ
か

に

お
ぼ

え
侍

り

て
考
侍

る
。

季
鷹

の
疑
問

を
引

き
出

す
き

っ
か
け

に
な

っ
た

の
は
、
当

時
広

く

流

布

し

て

い
た
正

保
版

『
歌
仙

家

集
』
お
よ

び
貞

享

二
年
版

『
袋

草

紙
』

所

収

の
能
宣

歌

で
あ

っ
た

こ
と

が

予
測
さ

れ

る
。
と

こ
ろ
が

正
保

版

『
歌

仙
家

集
』
中

の

『
能
宣

集

』

に
は
該

当

歌
が
掲

載

さ
れ

て
お
ら

ず

〔七
}、
直

接

の
き

っ
か
け

に
な

っ
た

の
は
貞
享

二
年
版

『
袋
草

紙

』

所
収

歌

の
本
文

で
あ

ろ
う

と
思

わ

れ

る
。

藤

岡
忠

美

「
袋
草

紙

の
諸

本

と
版

本

」

(藤

岡

忠

美

・
芦

田
耕

一

・
西
村

加

代

子

・
中

村

康

夫

著

『
袋

草

紙
考

証

雑

談
篇

』
和
泉

書

院

、
平
成

三
年

)
に

よ
れ

ば
、

版

本

は
貞
享

二
年

二
月
版

行

の

一
種

に

限
ら

れ

て
お

り
、

季
鷹

の
疑

問

の
契

機

が
貞
享

二
年
版

に
拠

っ
て

い
る

こ
と
は

間
違

い
な

い

の
で

あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

季
鷹

が

疑
問

を

も

っ
た
能

宣

歌

の
第

四
句

の
異

同
に

関

し
て

は
、

現
在

も

明
快
な

答

が

得
ら

れ

て

い
な

い
よ
う

で
あ

る
。

『
袋

草
紙

考

証

雑
談

篇

』
に
よ

れ
ば

、

「底

本

〔貞

享

二
年

版

本
〕

を

は
じ

め
多

く

の
諸
本

は
第

四

句

の

「な

が

れ

て
」
を

「
な

か
れ

を
」

と
す

る
が

意

不

通
。
能
宣

集

に
も

「な

が
れ

て
」
と
あ

る

の
で
、
(
一
)

〔神

宮

文
庫

蔵

藍

表

紙

一
冊

本

〕

(類

)

〔続

群

書

類

従
本

〕

(
系
)

〔
日
本

歌
学

大

系

本

〕

に
よ

り
改

め

る
」

(
〔

〕

内

、

盛

田

注
)

と

し
て
、

本

文
を

「な

が

れ

て
」

に
改

め

て

い
る
。

季
鷹

は
、

こ

の

問

題
に
如

何

に
挑

ん

だ

の

で
あ

ろ

う

か
。

古
、
片

假
名

に
て

謁
を
書

し

事

、
物

語

に
は

狭
衣

に
始

て
見

え
、

古

筆
に

は
常

に

見

及
び
、

既

に
季

鷹

が
蔵

書

に
古

今
集

の
下
、

全

部
を

片

假
名

に

て
、
清

輔

朝
臣

の
真

蹟

な

る
を

持
侍

る
如

く
、

珍

ら

し
か

ら
ぬ

事
な

れ
ば

、
此

爵

「
流

テ
千

世

に
」
と
書

し
を

、

嵜

の
意

ふ

か

く
た

ど

ら

ぬ

人
、

「
テ
」

「
ヲ
」

の
字

形

相

似

た

れ
ば

、

「な

が

れ

を
」

と
あ

や

ま

り

し
ま

Σ
に

板

に

は

ほ

り
し

な

る
べ

し
。

和
歌

を
片

仮

名

で
表

記
す

る

こ
と

は

、
物

語

に
お

い
て
は

狭
衣

物

語
を

は

じ
め

と

し

て
古

筆

の
も

の
に
常

に

見
ら

れ
、

当

時
季

鷹

が
所
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持

し
て

い
た
清
輔

自
筆

の

『
古
今
集

』

下
巻
も

、
す

べ
て
片

仮
名

で

表

記
さ
れ

て

い
る
。

し
た
が

っ
て

『
袋
草

紙
』

の
作

者

で
あ

る
清
輔

の
時
代

に
、
和

歌
が
片

仮
名

で
表

記
さ

れ

る
こ
と

は
珍

し

い

こ
と

で

は
な

か

っ
た
と

の
認
識

か
ら

、
『
袋
草

紙
』

の
能
宣

歌

も

片
仮

名

書

き

で
、

第
四
句

が

「
流
テ

千
世

二
」
と

表
記
さ

れ

て

い
た

の
が
、

和

歌

の
意
味

を

深
く
考

え

る

こ
と

の

で
き

な

い
人
が

、
「
テ

」
と

「
ヲ

」

の
字

形
が

似

て

い
る

こ
と

か
ら

、

「
流

ヲ
」

と
誤

写

し
、

そ

の
本

文

で
刊
行

さ
れ

る

に
い
た

っ
た

の
で
あ
ろ

う
と

誤

写
説

を
展
開

す

る

の

で
あ

る
。

続

け

て
季
鷹

は
、

第

四
句
が

「
流
れ

て
」

で
あ

れ
ば

、

能
宣
歌

と

同

じ
く
石
清

水
臨
時

祭

の
求

子
歌

と
さ

れ

て

い
る
貫

之
朝

臣

の

「
松

も
生

ひ
ま
た

も
苔
む

す

石
清
水

ゆ
く
末

と

ほ
く

つ
か

へ
ま

つ
ら

ん
」

と
同
様

に

「
な
が

ら

へ
て
千
世

ま

で
も
仕

へ
奉

ら
ん

」
の
意

と
な

り
、

歌
意

か
ら
し

て
も
、

こ
ち

ら

の
本

文

の
方
が

よ

い
と

述

べ
る
。

そ

し

て
、
長
年

『
能
宣
集

』
あ

る

い
は

『
袋
草

紙
』

の
古

写
本

に

よ

っ
て
、

能

宣
歌

の
本
文

を
訂

正
し

た

い
と

思

っ
て
い
た

と
し

て
、

依
頼
者

の

広

橋

胤
定

の
蔵

書

を

は
じ

め
と

し

て
、

『
能

宣

集
』

や

『
袋
草

子

』

の
古

写
本
と

比
較

し

て
確

認

し

て
も
ら
う

よ
う

願

っ
た

と

こ
ろ
、

祭

主
家

で
あ

っ
た
藤

浪
家

穴
り
所
蔵

の

『
能

宣
集

』

に

は
、

季
鷹

の
説

の
ご
と

く

「
な
が

れ

て
」

と

あ

っ
た
と

い
う
。

そ

れ
を
御

覧

に
な

っ

て
感

心
さ

れ
、
季
鷹

が
御

感

状
を

賜
る

こ
と

に
な

っ
た

と

い
う

の
で

あ

る
。

以
上

が
③

の
内
容

と

な

る
。

其

後
、
季

鷹

絃
飛
鳥

井
家

、
綾

小
路
家

の

『
三
十
六

人
家

集
』

を

見

る
機
会

に

め
ぐ

ま
れ

た
。

現
在

、

こ

の
能
宣

歌

所
収

の
本

文

は
、

西
本

願

寺

本

系

の
本

文

に
し

か

な

い

の

で

九̂
H、

こ

こ

で
季
鷹

が
見

た

古
本

も
、

西

本
願
寺

系

の
本

文

で
あ

っ
た

の
だ

ろ

う
。

い
ず

れ

に

も

、
自

説

の
ご

と

く

第

四

句

に
は

「な

が

れ

て
」

と

あ

り
、

「
い
よ

い
よ
悦

び

限
り

な
く

こ
そ
」
と

述

べ

て

い
る

(④

)
。

季
鷹
の
校
勘
癖

季
鷹

は
、

光

格

天
皇

か
ら

の
お
尋
ね

に
、

石
清
水

臨
時

祭

の
東

遊

歌

に

は
新

作

で
は
な

く
古

歌

を
用

い
る
と

い
う

回
答

と

と
も

に
、

長

年

不
審

に
思

っ
て
き

た
能

宣

歌

に

つ

い
て
、

独
自

の
誤

写
説

を
展

開

し

て
本

文

を
訂

正

し
た
。

古

歌
を

用

い
る
と

い
う

回
答

の
み
で

は
な

く
、
長

年
積

み
重
ね

て
き

た
季

鷹

の
学

問

の

―
端
が

、
宮

中

の
人

々

に
感
銘

を

与
え

る
契

機

と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

茶

梅
庵

文
庫

所

蔵

の

季
鷹
自

筆

懐
紙

の
内

容

は
、

稀
観

本

を
収

集

し

て

は
、

ひ
ろ

く
そ

の

名

を
知

ら

れ
、

歌
集

、
物

語

本
文

の
校

勘

に
勤

し
ん
だ

国
学

者
季

鷹

の
本

領

を
発
揮

し

た

エ
ピ

ソ
ー

ド

の
ひ

と

つ
と

し

て
記
憶

さ
れ

る

べ

き

も

の
で
あ

る
が

、

こ

の
よ
う

な
季

鷹

の
校

勘
癖

は
、

既
に

十

四
歳

の
頃

の

『
詠

歌
大

概
』

の
書
写

・
校

合

か

ら
始

ま

っ
て

い
た
。

例

え
ば

旧
蔵

本

『
歌

仙
家

集

』

(
正
保

四
年

刊
。

十
五

巻

十

五
冊

)

巻

四

に
は
、

左

の
よ

う
な

識

語
が

あ

る
。

以

猪
苗

代
謙

宜

法
眼

蔵
本

令

一
校

。
且

正
仮

名
、
聯
加

愚

存
終

。

寛

政

十

一
年
正

月
十

四

日
、
貴

布

祢

社

に
勤

番
中

乃
事

也
。
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甲
斐

権
守

賀
茂

季
鷹

江

戸

の
遊

学

か
ら
京

都

に
帰
郷

し
、

家

を
継

い
だ

季
鷹

が
、

貴
船

社

勤
番

中

に
そ

の
合

間
を
縫

っ
て
、
親

し
か

っ
た
猪

苗
代

謙
宜

の
所
蔵

本

に
よ

っ
て
、
本
文

の
校

A
口
に

い
そ
し

ん

で

い
た

こ
と

が
知

ら
れ

る
。

夜
勤

の
間

に
、
上

賀
茂

社

三
手

文
庫

の
今

井
自

閑
校

本
な

ど

に
よ

っ

て
、

古
典

籍

を
校

合

し
続
け

て

い
た

こ
と

は
、

公
共

機
関

な
ど

に

所

蔵
さ

れ

て

い
る
種

々
の
典
籍

の
季
鷹

識

語

か
ら

知

ら
れ

る
が
、

ど

の

本

に
も
共

通

し

て

い
る

の
は
、
本

文

を
意

識
的

に
契

沖
仮

名
遣

に
改

め
、

本
文

を

正
し

て
は
自

説

を
書

き

込
む
古

学
者

季
鷹

の
方
針

で
あ

る
。ま

た
明
和
六
年
刊
行
の
建
部
綾
足

『真
字
伊
勢
物
語
』
に
関
し
て

は

此
本

は
綾

太

理
校

本
と

い

へ
ど

、
所

々
私

意

を
も

て
字

を
直

せ

し
と
見

ゆ

め
れ
ば

、
追

て

好
本

を
得

て
見
合

す

べ
し
。

先

一
わ

た

り
朱

す

み
も

て
愚
案

を

し

る
し
付

侍

り
ぬ

。

寛

政

瓜
年

正
月

九

日

賀
茂

季
鷹

と

=
碗
の
後

、
綾

足

の
本

文

に
対

し

て
疑

問

を
投

げ

か
け

る
識
語

を

記

し

て

い
る
。

石
清
水

臨
時

祭

に
際

し

て

の
宮

中

か
ら

の
質

問

に
対
す

る
季
鷹

の

返
答

は
、

決
し

て
そ

の
場

し

の
ぎ

の
も

の
で
は
な

く
、

長
年

培

っ
て

き
た

文
献

学
的

方

法
に
基

づ

く
も

の
で
あ

っ
た

こ
と

が
知

ら

れ
る

の

で
あ

る
。

お
わ

り

に

季

鷹

の
学

問

は
、
上

賀

茂
と

い
う
恵

ま

れ
た

場
所

で
育

ま

れ
、

江

戸
遊

学
中

に

お
け

る
古

学

へ
の
接

触

・
傾
倒

に
よ

っ
て
磨

き

を

か
け

ら

れ

〔+
H、

帰

郷

後

、
当

時

の
京

都

文

壇

を

包

み

込

む
復

古

的

雰

囲

気

の
な

か

で
花

開

い
た
。

最

後

に
季
鷹

の

『
雲
錦

翁
家

集
』

か

ら
、

古

学
者

と

し

て
、
ま

た
古

風

の
歌

人
と

し

て
位
置

づ
け

ら

れ

て

い
た

伴

蕎
険

(+
=
と

の
贈

答
歌

を
挙

げ

る

こ
と

に

よ

っ
て
本

稿

を

閉
じ

る
。

(

)

内

は
盛

田
注
。

伴

蕎

険
が

深
草

ち

か
き

わ

た

り

に
住

め

る
を
と

ぶ

ら

ひ

て

君
と

か
く

か
た

ら

ふ

ほ
ど

は

ふ

み
な
ら

で
昔

の
人

に
逢

ふ

ご

ン

ち

せ

り

(
季
鷹

)

と

い

ひ
し
か
ば

か

へ
し

い
に
し

へ
を

我

は
し

の
ぶ

を

君

こ
そ

は

い
に

し

へ
の
人
古

の
人

(蕎

縢
)

〈注
〉

(
こ

小

谷
墓

地

に
建

つ
季

鷹

墓

石

に
刻

ま
れ

た
碑

文

は
摩

滅

が
激

し
く
解
読

困
難
な

た
め
、

原
文

は
寺

田
貞

次

『
京
都

名
家
墳

墓
録
』

(大
正
十

 
年
)

に
拠
り
、

簗
瀬

一
雄

「
一
六

掃

苔
記

(
二
)
賀

茂
季
鷹

」

(『
近
世
和
歌

研
究
』

昭
和

五
十
三
年
)

を
参
考

に

し
た
。

ま
た
、
読

み
や
す

さ
を
考
慮

し

て
書
き

下
し
文

に
し
、
句

読
点
、

濁

点
、

「

」
、

ル
ビ
を
適
宜

補

っ
た
。
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(
二
)

藤

田
覚

『
幕
末

の
天
皇
』

(講
談

社
選
書
メ

チ

エ
ニ
六
、

平
成

六

年
)
。

(三
)
本

文
に
は
季
鷹

の
訂
正
後

の
文
章
を
生

か
し
て
翻
刻

し
た
。

ま

た
、
読

み
や
す
さ

を
考
慮

し
て
句
読
点
、
「

」
な

ど
を
適

宜
施

し
、

段
落
を
分
け
た
。

ま
た
大
内
由

紀
夫

「茶
梅
亭
蔵

季
鷹
断

簡
集
」

(
「混
沌
」
十
八
号
、
平
成

六
年

十
月
)

を
参
照
し
た
。

(
四
〉
「
賀
茂
社
家

系
図
」

(『
神
道

大
系

神
社
編

八

賀
茂
』
)

に
よ

る
。

(
五
)
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第

一
巻

「東
遊

歌
」
に
よ

る
。

(六
)

宇
多
天
皇
が
神

の
お
告
げ

を
う

け
、
寛
平

元
年

(八

八
九
)

か

ら
始
め
ら

れ
た
と

い
う
賀
茂

社
臨
時
祭
も

、
応
仁

の
乱
後
に
中
絶

し

た
ま
ま

で
あ

っ
た
が
、
文
化

十

一
年
十

一
月
に
再
興
さ

れ
る
。

石
清

水

臨
時
祭
と

同
様
、
光
格
天
皇

の
強

い
要
望

に
よ
り
再
興

さ
れ
る

こ

と
に
な

っ
た
と

い
う

(『
幕
末

の
天
皇
』
)
。

な
お
、
季
鷹

が
賀
茂
社
臨
時

祭
に
際

し
て
詠

出
し
た

和
歌
懐
紙
が

存

在

す

る
。
『
雲

錦
翁
家
集

』
所

収
歌

に
は
な

い
詞
書

を
も

つ
の
で
、

左
に
掲
げ
る
。

久
し
う
絶

に
し
臨

時
祭
を
、

こ
と
し
お

こ
さ

せ
給
ふ
を
ま

つ
り

て

賀
茂

季
鷹

そ

の
か
み

に
か

へ
す
/
＼
も

か
し

こ
き

は
今

日
の
ま

つ
り

の
山

藍

の
袖

(谷
川
好

】
氏
御
所
蔵
季
鷹

自
筆
懐
紙
)

(
七
)

現
在

の
と

こ
ろ

、
『
能

宣
集
』

の
諸

伝
本

に

は
、

1
西
本

願
寺

蔵

三
十
六

人
集
本
能
宣
集

と

そ
の
系
統
、

2
正
保
版

歌
仙
家
集

本
能

宣
集

の
系
統

、

3
書

陵
部
蔵

三
十
六
人
集

本
能
宣
集

、

4
冷
泉

家
時

雨
亭

文
庫
蔵

能
宣
集

の
四
種
が
確

認
さ
れ

る

(増

田
繁

夫

『
私
家

集

注
釈

叢
刊

7

能
宣
集

注
釈
』

「
解
説

」
)
が
、
該

当
歌
が
所
収

さ
れ

る

の
は
、

1
西
本

願
寺
蔵

三
十
六
人
集

本
能
宣
集

と
そ

の
系

統

本
の

み
。

(
八
)

本
姓

は
大
中

臣
。

藤
波
家

に
お

い
て
当
時
祭

主
職

に
あ

っ
た

の

は
光
忠
。

光
忠

は
、
寛
政

四
年
閏

二
月
十
九

日
生
、
弘

化
元
年

六
月

三
十
日
没

(『
平
成

新
修

旧
華

族
家

系
大
成
』

霞
会
館
)
。

(九
)

注

(七
)
を
参

照
。

(
十
)
拙
稿

「江
戸
和
学
史

へ
の

一
視
点
i

荷
田
御
風
と
賀

茂
季
鷹

」

(
「雅
俗
」
第

五
号
、
平
成
十
年

)
。

(
十

}
)
真

淵
な
き
あ

と

の
県

門
継
承

に
強

い
自

負
心
を

抱

い
て
い
た

村

田
春
海

が
加
藤

千
蔭

に
宛

て
た
書

簡

(『
好

古
類
纂

』
第

二
編

十

一
集
所

収
)

に
以
下

の
よ

う
な

一
文
が
あ

る
。

実

に
世
上

に
、
古

風

々
々
と

て
よ
み
侍

る
薦
庵

・
蕎

瞑

・
季

鷹
等

が
類
、

又
富
士

谷
な
ど

の
古

に
よ
り

て
歌
を

よ
ま
ん

と
す
る
は
、

皆

県
居
翁
を

見
な
ら
ひ
た

る
也
。

内
容

か
ら
、

小
沢
薦
庵

が
存
命

中

で
、
季

鷹
が

江
戸

か
ら
京
都

に
帰

郷

し

た
寛

政
期

後

半

頃
に

記
さ

れ
た

書

簡

で
あ

る

こ
と

が
知

ら

れ

る
。

県
門

の
継

承
と

い
う
難

し

い
問
題

に
直
面

し
て

い
た
村

田
春
海

の
高

揚
し
た

雰
囲
気

が
伝
わ

っ
て
く

る
文
面

で
、

額
面

通
り

に
受

け
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取
る

こ
と

は
で
き
な

い
が
、
光
格

天
皇

の
実

兄
妙

法
院
真
仁

法
親

王

を

中
心
と

し
た

復
古
グ

ル
ー
プ

の
薦
庵

や
蕎
蹟
や

季
鷹
が
古

風

の
歌

人
と
し

て
位
置
づ
け

ら
れ
て

い
た

こ
と

は
確

か
で
あ
る
。

付
記本

稿

を
な
す

に
あ
た

り
、
茶
梅
庵

文
庫

主
、
谷

川
好

―
氏
、
季
鷹

御

子
孫

に
あ
た

る
山
本
家

御
当
主

に
ご
高

配
を

賜
り
ま

し
た
。

記

し

て
深

謝
申

し
上
げ

ま
す
。

(
も

り

た

て

い

こ

・
研

修

員

)
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