
古
今
伝
受
は
師
か
ら
弟
子
へ
と
相
伝
さ
れ
た
中
世
歌
学
に
お
け
る
最
奥
の
秘
伝

で
あ
っ
た
。
東
常
縁
か
ら
宗
祇
へ
の
相
伝
に
お
い
て
形
式
が
整
え
ら
れ
、
宗
祇
か

ら
三
条
西
実
隆
に
伝
え
ら
れ
た
流
れ
は
、
細
川
幽
斎
・
智
仁
親
王
を
経
て
後
水
尾

天
皇
に
伝
え
ら
れ
、
御
所
伝
受
の
基
盤
に
な
っ
た
。
こ
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
、

鈴
木
元
氏
は
、〈
古
今
伝
授
〉
と
表
記
す
る

｢

狭
義｣
の
古
今
伝
受
と
、｢

広
義｣

の
古
今
伝
受
と
に
分
け
て
定
義
さ
れ
、
狭
義
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て

｢

〈
古
今
伝

授
〉
の
最
大
の
目
的
は
、
和
歌
が
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
の
根
本
的
な
保
証

(

お
墨

付
き)

を
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

(

略)

そ
れ
ら
の
構
造
を
正
し
く
理

解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
和
歌
の
正
し
さ
が
約
束
さ
れ
、
和
歌
が
道
か
ら
外
れ
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
精
神
の
拠
り
所
を
築
く
営
み
こ
そ
が
〈
古
今
伝
授
〉
の
本
質
で

は
な
か
っ
た
か

(

１)｣

と
さ
れ
た
。
当
時
の
古
今
伝
受
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
狭
義
の
古
今
伝
受
と
広
義
の
古
今
伝
受
と
に
分
け
て
考
察

す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
古
今
伝
受
継
承
者
の
聞
書
等
を

通
し
て
古
今
伝
受
と
歌
学
教
育
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

一

古
今
伝
受
の
講
釈
と
秘
説

鈴
木
元
氏
は

｢

広
狭
二
義｣

の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
、
自
身
の
立
塲
を
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
た
。

稿
者
の
基
本
的
な
立
場
は
、
常
縁
か
ら
宗
祇
へ
の
秘
伝
の
授
受
に
端
を
発

す
る
、
狭
義
の
古
今
伝
授
を
軸
に
こ
こ
で
は
考
え
る
と
い
う
こ
と
、
た
だ
し

そ
れ
の
み
を
孤
立
的
に
論
じ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
古
今
集
の

秘
説
の
伝
授
の
歴
史
か
ら
俯
瞰
し
た
形
で
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
、
と

言
う
点
を
初
め
に
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
た
だ
し
用
語
の
混
乱
を
避
け
る
た

め
、
広
義
の

｢

古
今
伝
授｣

は
そ
の
ま
ま
に
、
狭
義
の
そ
れ
は
〈
古
今
伝

授
〉
と
表
記
し
区
別
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
略)

そ
こ
で
考
え
方
の
手
続
き
と
し
て
は
、
狭
義
〈
古
今
伝
授
〉
の
特
徴
の
一
つ

と
さ
れ
る

｢
裏
説｣

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
れ
が
和
歌
に
何
を
も
た
ら
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し
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
か
を
ま
ず
考
え
て
み
た
い
。

鈴
木
氏
の
い
う

｢

常
縁
か
ら
宗
祇
へ
の
秘
伝
の
授
受
に
端
を
発
す
る｣

古
今
伝

受
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
を
資
料
に
よ
り
確
認
で
き
る
事
が
多
い
。
ま
ず
古
今

伝
受
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
を
、
現
存
す
る
資
料
で
確
認
し
て
お
き

た
い
。
宗
祇
か
ら
実
隆
へ
の
古
今
伝
受
で
相
伝
さ
れ
た
実
隆
自
筆
の

『

古
今
伝
受

書』
(

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵)

に
は
、｢

古
今
伝
受
次
第｣

と
し
て
、
古
今
伝
受

の
内
容
が
伝
わ
る

(

２)

。

古
今
伝
受
次
第

清
濁

談
義

伝
受

口
伝

切
紙

奥
書

但
、
依
人
依
時
議
之
由
、
可
意
得
也

古
今
伝
受
に
は
、｢

清
濁｣

｢

談
義｣

と
い
う

『

古
今
和
歌
集』

の
講
釈
を
聴
い
た

後
で
、
秘
説
を

｢

伝
受｣

し
、｢

口
伝｣

を
受
け
、｢

切
紙｣
を
与
え
ら
れ
た
後
、

｢

奥
書｣

す
な
わ
ち
証
明
状
を
授
与
さ
れ
る
、
と
い
う
課
程
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
う
し
た
行
為
全
体
を

｢

古
今
伝
受｣

と
称
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
秘
説

を
記
し
た

｢

切
紙｣

が
初
心
者
に
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
陽
明
文
庫
に
伝
わ
る

宗
祇
の
書
状
で
も
わ
か
る
。
同
書
状
は
、
宗
祇
が
近
衞
尚
通
に
宛
て
た
書
簡
で
、

宗
祇
自
筆
で
あ
る

(

３)

。

以
前
進
上
不
申
切
紙
／
ニ
被
懸
御
目
候
て
給
へ
く
候
／
古
哥
と
申
ハ
昔
ハ
物

語
／
の
や
う
な
る
事
皆
哥
に
て
候
／
心
殊
勝
な
る
事
候
間
、
道
之
／
を
き
て

に
古
人
相
談
仕
候
／
な
る
。
又
身
に
よ
こ
し
ま
な
く
と
／
申
候
ハ
其
理
い
か

な
る
物
も
心
う
る
／
事
ニ
て
し
か
も
肝
要
の
事
候
間
／
初
心
の
時
ハ
人
用
事

も
な
く
候
間
／
道
を
き
ハ
め
て
後
ニ
渡
物
候
／
間
、
只
今
進
上
申
候

宗

祇

｢

以
前
進
上
不
申
切
紙
／
ニ
被
懸
御
目
候
て
給
へ
く
候｣

理
由
が

｢

初
心
の
時
ハ

人
用
事
も
な
く
候
間
／
道
を
き
ハ
め
て
後
ニ
渡
物
候
／
間｣

で
あ
り
、｢

只
今
進

上
申
候｣

と
い
う
。｢

切
紙｣

は
、｢

初
心
の
時｣

に
は

｢

用
事
も
な
く｣

｢

道
を

き
ハ
め
て
後
ニ
渡
物｣

で
あ
る
か
ら

｢

只
今
進
上
申
候｣

と
い
う
文
章
か
ら
は
、

｢

切
紙｣

は
初
心
の
時
で
は
な
く
、
道
を
究
め
た
後
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
古
今
伝
受
の

｢

切
紙｣

が
、
秘
説
を
継
承
し
、
道
を
究
め
な
た

後
で
な
け
れ
ば
与
え
ら
れ
な
い
と
す
る
以
上
、
そ
の
一
部
の
説
の
み
を
取
り
上
げ

て
古
今
伝
受
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

細
川
幽
斎
が
古
今
伝
受
を
返
し
た
三
条
西
実
条
に
つ
い
て
、
幽
斎
は
松
永
貞
徳

に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

(

４)

。

有
時
、
ち
か
き
こ
ろ
う
せ
給
ひ
し
三
条
殿
、
い
ま
だ
わ
か
か
り
し
が
御
出
有

て
、｢

野
つ
か
さ
・
や
つ
か
さ
・
に
し
き
ど
り｣

な
ど
ゝ
云
、
ふ
る
き
詞
の

書
立
を
持
て
御
た
づ
ね
あ
り
け
れ
ば
、
そ
れ
を
も
一
々
に
答
へ
知
せ
給
ひ
し

跡
に
て
、｢

あ
の
手
間
に
て
、
歌
を
御
見
せ
な
さ
れ
よ
か
し
。
か
や
う
の
難

義
は
み
な
物
之
本
に
て
し
ら
る
ゝ
物
也
。
御
心
だ
て
不
器
用
な
り｣

と
い
た

う
う
め
き
給
へ
り
。(『

戴
恩
記』)

此
一
大
事
を
、
そ
こ
な
ど
に
伝
ふ
る
事
に
て
は
な
し
と
い
へ
ど
も
、
三
条
殿

は
不
す
き
に
て
、
返
し
奉
べ
き
御
噐
量
に
あ
ら
ず
。
此
事
暁
の
夢
に
も
天
下
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に
知
人
な
し
と
、
三
光
院
殿
の
た
ま
ひ
し
か
ば
、
返
々
あ
だ
に
存
る
事
な
か

れ

(『

天
水
抄』)

『

戴
恩
記』

に
よ
る
と
、
実
条
は

｢

野
つ
か
さ
・
や
つ
か
さ
・
に
し
き
ど
り｣

な
ど
と
い
う
、
古
い

｢

詞
の
書
立
を
持｣

っ
て
、
そ
の
意
味
を
幽
斎
に
尋
ね
た
。

幽
斎
は
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
答
え
た
後
で
、｢

あ
の
手
間
に
て
、
歌
を
御
見
せ

な
さ
れ
よ
か
し
。｣

と

｢
い
た
う
う
め｣

い
た
と
い
う
。｢

か
や
う
の
難
義
は
み
な

物
之
本
に
て
し
ら
る
ゝ
物｣
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
に
手
間
を
か
け
て
い
る
実

条
を

｢

御
心
だ
て
不
器
用
な
り｣
と
嘆
い
て
い
る
。
そ
し
て

｢

暁
の
夢
に
も
天
下

に
知
人
な
し
と
、
三
光
院
殿｣

が
の
た
ま
っ
た

｢

一
大
事
を｣

貞
徳

｢

な
ど
に
伝

ふ
る
事
に
て
は
な
し｣

と
い
う
が
、｢

三
条
殿
は
不
す
き
に
て
、
返
し
奉
べ
き
御

噐
量
に｣

な
い
た
め
、
貞
徳
に
伝
え
た
と
い
う
。
三
光
院
三
条
西
実
枝
か
ら
預
か
っ

た
古
今
伝
受
を
返
す
べ
き
実
条
で
は
あ
る
が
、｢

み
な
物
之
本
に
て
し
ら
る｣

る

｢

難
義｣

ば
か
り
に
関
心
を
持
っ
て
、
和
歌
を
詠
ん
で
添
削
し
て
も
ら
う
事
を
し

な
い
。
そ
う
し
た
実
条
は

｢

御
心
だ
て
不
器
用｣

で
あ
り

｢
不
す
き
に
て
、
返
し

奉
べ
き
御
器
量
に
あ
ら
ず｣

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
も
、
古
今
伝
受

を
伝
え
る
時
に
大
事
な
の
は
、｢

難
義｣

の
解
釈
で
は
な
く
、
実
際
に
和
歌
を
詠

ん
で
添
削
し
て
も
ら
い
、
和
歌
を
上
達
さ
せ
る
事
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
る
。
鈴
木
氏
は
古
今
伝
受
は

｢

和
歌
の
質
的
向
上
、
発
展
に｣

｢

何
の
影
響

も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た｣

と
さ
れ
る
が
、｢

歌
の
質
的
向
上｣

に

｢

何
の
影
響
も
及

ぼ
さ
な｣

い
古
今
伝
受
を
、
歌
人
た
ち
は
な
ぜ
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

｢

古
今
伝
授
は
和
歌
を
発
展
さ
せ
た
か｣

。
そ
の
問
い

(

文
学
論
的
な
観
点
か

ら
の
功
罪
の
評
価
に
か
か
わ
る
問
い)

に
対
し
て
は
、
そ
の
趣
旨
が
和
歌
の

質
的
向
上
、
発
展
に
古
今
伝
授
は
意
義
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
意
味
で
あ

れ
ば
、
第
一
義
的
に
は
、
古
今
伝
授
は
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
答

え
ざ
る
を
え
な
い
。

二

歌
学
教
育
と
し
て
の
古
今
伝
受

鈴
木
氏
は
、｢

歌
学
教
育
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て｣

の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

問
い
の
趣
旨
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
で
一
般
性
を
得
る
か
も
し
れ

な
い
。
則
ち

｢

古
今
伝
授
は
歌
学
教
育
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
有
効
に
機
能

し
た
の
か｣

と
。
そ
し
て
現
に
、
古
今
伝
授
研
究
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、

そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
方
向
で
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(

菅
野
洋

一
氏

｢

歌
学
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
の
古
今
伝
授｣

『

古
今
集
の
世
界

伝
授
と
享
受』

世
界
思
想
社
、
一
九
八
六
年)

。

た
だ
し
古
今
伝
授
を
広
義
に
と
ら
え
た
時
、
歌
学
教
育
の
シ
ス
テ
ム
と
い

う
捉
え
方
に
一
定
の
有
効
性
を
認
め
る
に
吝
か
で
な
い
が
、
そ
れ
で
も
鎌
倉

後
期
以
降
に
展
開
し
た
歌
道
家
庶
流
と
そ
の
末
流
の
生
み
出
し
た
説
話
的
古

今
註
や
、
三
輪
氏
の
謂
う
所
の

｢

潅
頂
伝
授
期｣

の
注
釈
が
、
そ
の
よ
う
な

把
握
に
合
致
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
甚
だ
危
う
い
気
が
す
る
。

形
式
か
ら
内
容
を
分
離
さ
せ
る
限
り
、
そ
れ
ら
形
式
に
属
す
る
部
分
が
歌

学
伝
授
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
何
を
担
っ
て
い
た
か
が
見
え
な
く
な
る
。
そ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
歌
学
教
育
と
し
て
の

｢

古
今
伝
授｣

を
論
じ
て
も
、
伝

授
の
過
程
の
中
か
ら
歌
学
教
育
と
し
て
意
味
の
あ
り
そ
う
な
要
素
を
抽
出
し
、

故
に
古
今
伝
授
は
形
骸
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
予
定
調
和
の
結
論
に
話
題
を
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回
収
す
る
だ
け
の
作
業
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

古
今
伝
受
が
歌
学
教
育
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
菅
野
洋
一
氏
が
言
い
始
め
た
こ
と

で
は
な
い
。
鈴
木
氏
が
引
用
す
る
横
井
金
男
氏
は
、
古
今
伝
受

｢

そ
の
も
ゝ
の
本

質
が
、
師
弟
関
係
を
通
じ
て
歌
学
の
教
育
を
行
ふ
こ
と
に
あ
っ
た｣

と
さ
れ
て
い
る

(

５)

。

こ
の
古
今
伝
授
三
十
首
に
対
す
る
添
削
の
一
事
は
、
古
今
伝
授
が
極
度
の
形

式
的
展
開
を
遂
げ
た
御
所
伝
授
に
於
て
の
み
、
特
に
実
施
さ
れ
つ
ゝ
あ
っ
た

事
実
で
あ
っ
て
、
古
今
伝
授
が
形
式
化
さ
れ
た
後
に
於
て
も
、
伝
授
そ
の
も
ゝ

の
本
質
が
、
師
弟
関
係
を
通
じ
て
歌
学
の
教
育
を
行
ふ
こ
と
に
あ
っ
た
と
云

ふ
真
意
を
、
遺
憾
な
く
表
明
し
て
ゐ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

鈴
木
氏
が

｢

そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
方
向
で
進
め
ら
れ
て
い
る｣

｢

古
今
伝

授
研
究｣

と
し
て
指
摘
さ
れ
た
論
文
の
中
で
、
菅
野
氏
は
古
今
伝
受
の
順
序
に
つ

い
て
五
項
目
を
挙
げ
、｢

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
て
い

な
か
っ
た｣

｢

具
体
的
な
指
導
の
順
序
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た｣

と
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

古
今
伝
授
と
は
、｢

古
今
集
に
つ
い
て
、
巻
頭
の
序
文
か
ら
、
二
〇
巻
の

巻
末
の
歌
の
注
に
わ
た
り
、
す
べ
て
の
解
説
を
伝
え
授
け
る
こ
と｣

(『

和
歌

文
学
大
事
典』)

だ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
巻
頭
の
序
文
か
ら
順
序
通
り

始
め
た
の
で
も
な
か
っ
た
。

古
今
伝
授
に
お
け
る

『

古
今
集』

の
教
育
課
程
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
要
点

は
、
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

�

序
文
は
後
回
し
に
な
っ
て
い
て
、
す
ぐ
に
巻
一
の
和
歌
か
ら
始
め
て

い
る
こ
と
。

�

巻
十
の

｢

物
名｣

(

四
十
七
首)

を
後
回
し
に
し
て
い
る
こ
と
。

�

後
回
し
に
し
た
巻
十
の
次
に
序
文
を
講
釈
し
て
い
る
こ
と
。

�

伝
授
の
最
後
に
、
巻
二
十
の

｢

大
歌
所
御
歌｣

(

三
十
二
首)

が
来

て
い
る
こ
と
。

�

御
所
伝
授
で
は
、
巻
十
六
の

｢

哀
傷
歌｣

(

三
十
四
首)

を
講
釈
せ

ず
、
省
略
し
て
い
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
古
今
伝

授
は
、『

古
今
集』

の
秘
説
を
伝
授
し
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
、
歌
学
教
育

で
も
あ
っ
た
の
で
、
教
育
の
観
点
か
ら
の
考
察
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
具
体
的
な
指
導
の
順
序
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
�
の
御
所
伝
受
か
ら
検
討
す
る
。
菅
野
氏
は

｢

御
所
伝
授｣

と
し
て
一
括

す
る
が
、
宮
廷
歌
壇
の
指
導
者
と
し
て
御
所
伝
受
を
相
伝
し
た
後
水
尾
院
と
、
死

の
直
前
に
箱
だ
け
を
伝
え
た
光
格
上
皇
と
を
同
一
に
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で

あ
ろ
う
。
高
梨
素
子
氏
は
後
水
尾
院
が
明
暦
三
年
二
月
三
日
に
哀
傷
部
を
講
釈
し

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(

６)

。

�
以
外
の
講
釈
の
順
序
に
つ
い
て
は

『

図
書
寮
典
籍
解
題

続
文
学
篇』

(

以

下
『

続
文
学
篇』

と
略
す)

が
四
回
記
し
て
い
る
。
し
か
も
、
巻
巻
十
物
名
、
巻

二
十
大
歌
所
御
歌
、
仮
名
序
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
事
が
あ
る
こ
と
ま
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
講
釈
の
順
序
を
記
し
た
記
述
で
は
な
い
が
、｢

古
今

集
不
審
并
詁
声｣

の
順
序
も
、
こ
の
三
項
が
最
後
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
菅
野
氏
が
指
摘
さ
れ
た
�
か
ら
�
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
、
既
に
指
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摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
比
較
の
た
め
に

『

続
文
学
篇』

を
掲
げ
て
お
く
。

｢
古
今
伝
受｣

講
釈
は
巻
一
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
全
巻
を
了
る
。
そ
の
内
、
巻
十
物
名
と
巻

二
十
大
歌
所
御
歌
の
両
巻
は
、
各
々
釈
教
、
神
祇
の
巻
、
肝
要
の
巻
と
し
て
、

全
巻
の
終
了
後
に
、
仮
名
序
と
共
に
授
け
ら
れ
た
。(

一
七
七
頁
下)

｢

古
今
集
幽
斎
講
釈
日
数｣

か
や
う
に
巻
巻
十
物
名
、
巻
二
十
大
歌
所
御
歌
を
最
後
に
廻
し
、
殊
に
二
条

家
で
は
巻
二
十
大
歌
所
御
歌
は
神
祇
の
巻
と
し
て
深
秘
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら

仮
名
序
の
後
に
講
ぜ
ら
れ
た

(

宗
祇
が
肖
柏
に
講
釈
し
た
時
は
巻
十
、
巻
廿

の
両
巻
を
序
の
後
に
し
て
ゐ
る
。)

(

一
八
〇
頁
上)

｢

伝
心
抄｣

そ
の
裏
に
幽
斎
筆
で｢

御
講
釈
次
第｣

と
し
て
第
一
―
九
、
第
十
一
―
十
九
、

第
十(

物
名)

、
序
、
第
二
十(

大
歌
所
御
歌)

、
家
々
証
本
之
本(
墨
滅
歌)

、

奥
書
、
真
名
序
、
切
紙
と
講
釈
の
順
序
次
第
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
本
聞
書
は

こ
の
講
釈
の
順
に
は
よ
ら
ず
、
二
条
家
相
伝
の
証
本
貞
応
本
の
順
に
よ
っ
た

事
を
示
し
て
ゐ
る
。(

一
八
五
頁
上)

｢

古
今
集
不
審
并
詁
声｣

第
三
冊
目
の
扉
に
は

｢

詁
声｣

と
目
し
た
も
の
で
、
古
今
集
の
巻
序
に
従
っ

て
、
巻
一
か
ら
巻
十
九
、
物
名
、
仮
名
序
、
巻
二
十
の
大
歌
所
御
歌
等
に
い

た
る
ま
で
、
各
卷
の
詞
、
語
彙
の
読
曲
、
清
濁
等
を
し
る
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

二
〇
九
頁
上)

菅
野
氏
は
講
釈
の
順
序
に
つ
い
て

｢

今
ま
で
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
て
い
な
か
っ

た｣
｢

具
体
的
な
指
導
の
順
序
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た｣

と
さ
れ
る
が
、

菅
野
氏
が
指
摘
す
る
�
か
ら
�
は
す
べ
て

『

続
文
学
篇』

に
記
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に

『

続
文
学
篇』

は

｢

巻
十
物
名
と
巻
二
十
大
歌
所
御
歌
の
両
巻
は
、
各
々
釈

教
、
神
祇
の
巻
、
肝
要
の
巻
と
し
て
、
全
巻
の
終
了
後
に
、
仮
名
序
と
共
に
授
け

ら
れ
た｣

と
、
当
時
の
古
今
伝
受
資
料
に
基
づ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

｢

ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た｣

ど
こ
ろ
か
、『

続
文
学
篇』

の
精
緻
な
考

証
を
超
え
る
新
資
料
が
見
出
せ
な
い
た
め
に
、
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『

続
文
学
篇』

の
記
事
を
参
照
し
て
菅
野
氏
が
引
用
さ
れ
た

『

和
歌
文
学
大
事

典』
(

以
下

『

事
典』

と
略
す)

を
見
る
と
、『

事
典』

は

『

続
文
学
篇』

を
簡
略

に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『

事
典』

は
、『

図
書
寮
典
籍
解
題

続
文
学
篇』

を
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
る
。『

事
典』

の
性
格
か
ら
、
詳
細
に
記
す
紙
幅
が
な

い
た
め
に
、
参
考
文
献
と
し
て

『

続
文
学
篇』

を
挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

『

事
典』

は

『

図
書
寮
典
籍
解
題』

の
項
目
を
立
て
て
伊
地
知
鐵
男
氏
が
執
筆
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

『

事
典』

の
執
筆
者
は

『

続
文
学
篇』

を
ふ
ま
え

て
記
述
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
す
る
と
、｢

古
今
集
に
つ
い
て
、
巻
頭
の
序

文
か
ら
、
二
〇
巻
の
巻
末
の
歌
の
注
に
わ
た
り
、
す
べ
て
の
解
説
を
伝
え
授
け
る

こ
と｣

と
い
う
菅
野
氏
が
引
用
さ
れ
た
記
述
は

『

続
文
学
篇』

に
記
さ
れ
た
内
容

を
、
字
数
に
応
じ
て
ま
と
め
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
改
め
て

『

事
典』

の
記
述
を
検
討
し
て
み
よ
う
。『

事
典』

の
説
明
の

｢

古
今
集
に
つ
い
て
、
巻
頭
の
序
文
か
ら
、
二
〇
巻
の
巻
末
の
歌
の
注
に
わ
た
り｣

と
す
る
記
述
は

｢
わ
た｣

る
、
と
い
う
語
を
使
用
し
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
古
今
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集
全
体
と
い
う
範
囲
を
示
す
も
の
で
あ
り
、｢

序
文
か
ら｣

を
講
釈
の
順
序
を
示

す
と
は
推
定
で
き
な
い
。
ま
た

｢

す
べ
て
の
解
説
を
伝
え
授
け
る
こ
と｣

の

｢

す

べ
て｣
は
、『

続
文
学
篇』

を
念
頭
に
置
い
て
そ
こ
に
記
さ
れ
た
古
今
伝
受
資
料

の

｢
す
べ
て｣

を
指
す
と
理
解
で
き
る
。
菅
野
氏
は

｢｢

古
今
集
に
つ
い
て
、
巻

頭
の
序
文
か
ら
、
二
〇
巻
の
巻
末
の
歌
の
注
に
わ
た
り
、
す
べ
て
の
解
説
を
伝
え

授
け
る
こ
と｣

(『
和
歌
文
学
大
事
典』)

だ
け
で
は
な
い
。｣

と
さ
れ
る
が
、
他
に

何
か
が
残
っ
て
い
る
と
す
る
と

｢

す
べ
て

(

の
解
説
を
伝
え
授
け
る
こ
と)｣

と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。｢
す
べ
て
の
解
説
を
伝
え
授
け
る
こ
と｣

以
外
に
、
何

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
菅
野
氏
は

｢

だ
け
で
は
な
い｣

と
す
る
根
拠
や
具
体
的

な
内
容
に
つ
い
て
、
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

三

御
所
伝
受
と
歌
学
教
育

近
世
に
入
る
と
古
今
伝
受
は
御
所
に
入
り
、
天
皇
を
中
心
に
継
承
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
後
水
尾
院
宮
廷
歌
壇
に
つ
い
て
は
、
柳
瀬
万
里
氏
が

｢

後
水
尾
院
宮

廷
の
歌
人｣

(『

国
語
国
文』

昭
�
・
８)

に
お
い
て
、『

新
明
題
和
歌
集』

、『

新

題
林
和
歌
集』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
の
数
を
歌
人
別
に
集
計

(

そ
れ
ぞ
れ
五
〇

首
以
上
一
九
人
、
一
〇
〇
首
以
上
一
九
人)

し
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
た

(

７)
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
章
に
掲
げ
た
主
要
歌
人
の
う
ち
收
載
歌
数
の
上
位
の
人
人

は
、
ほ
と
ん
ど
古
今
伝
授
の
被
伝
授
者
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。(

略)

後
水
尾
院
は
、
智
仁
親
王
よ
り
古
今
伝
授
を
受
け
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て

御
所
伝
授
の
新
し
い
儀
式
を
創
り
出
し
た
人
で
あ
る
。
院
は
古
今
伝
授
を
な

す
に
当
っ
て
、
被
伝
授
者
の
資
格
を
厳
重
に
定
め
て
、
彼
が
最
も
優
れ
た
歌

人
で
あ
る
と
認
定
し
た
側
近
の
歌
人
に
の
み
、
そ
れ
を
許
し
た
と
見
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
前
述
の
如
く
、
主
要
歌
人
の
中
で
も
、
院
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に

位
置
す
る
数
人
の
歌
人
が
、
古
今
伝
授
グ
ル
ー
プ
の
歌
人
と
し
て
、
そ
の
位

置
を
こ
こ
に
明
暸
に
す
る
。

近
世
に
お
け
る
古
今
伝
授
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
批
判
し
て
、
そ
れ

が
和
歌
の
実
作
と
は
関
係
し
て
い
な
い
も
の
の
ご
と
く
に
把
握
さ
れ
て
き
た

む
き
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
把
握
に
は
疑
問
が
あ
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
右
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
今
伝
授

を
受
け
て
い
る
堂
上
歌
人
こ
そ
が
、
今
日
も
普
通
に
見
て
、
高
く
評
価
さ
れ

る
堂
上
和
歌
実
作
者
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
世
前
期
に

あ
っ
て
は
、
古
今
伝
授
と
和
歌
の
実
作
と
は
、
堂
上
和
歌
に
お
い
て
は
極
め

て
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

近
世
堂
上
歌
壇
に
お
け
る
古
今
伝
受
と
実
作
に
つ
い
て
は
、
こ
の
説
明
で
十
分

で
あ
ろ
う
。
柳
瀬
氏
は
さ
ら
に
、
古
今
伝
受
継
承
者
で
あ
る
後
水
尾
院
が
堂
上
歌

人
の
歌
作
を
指
導
し
た
資
料
と
し
て

『

後
水
尾
院
勅
点
和
歌』

を
紹
介
し
、｢

古

今
伝
授
こ
そ
受
け
な
か
っ
た
が
、
後
水
尾
院
に
和
歌
の
指
導
を
受
け
た
人
人｣

を

｢

準
古
今
伝
授
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
古
今
伝
授
グ
ル
ー
プ
の
歌
人
の
外
側
に
位
置

づ
け｣

た
。

後
水
尾
院
が
堂
上
の
歌
人
た
ち
の
歌
作
を
実
際
に
指
導
し
た
資
料
と
し
て

『

後
水
尾
院
勅
点
和
歌』

と
い
う
一
冊
が
あ
る
。
こ
の
書
は
、
古
今
伝
授
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
後
西
院
、
道
晃
法
親
王
、
飛
鳥
井
雅
章
、
日
野
弘
資
、
烏
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丸
資
慶
、
中
院
通
茂
、
白
川
雅
喬
の
七
名
と
さ
ら
に
尭
恕
法
親
王
、
飛
鳥
井

雅
直
の
二
名
、
合
計
九
名
の
歌
人
の
歌
に
つ
い
て
院
が
添
削
し
た
物
を
主
と

し
て
載
せ
て
い
る
。

右
の
人
々
の
外
に
、
当
座
の
歌
会
で
詠
歌
の
添
削
を
受
け
た
人
々
の
作
歌
も

若
干
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
人
々
の
名
を
記
す
と

(

略)

以
上
の
人
々
は
、
歌
会
に
お
い
て
院
の
勅
点
を
受
け
て
は
い
る
が
、
古
今

伝
授
を
受
け
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
歌
人
で
あ
る
。
こ
の
人
達
は
古
今
伝

授
こ
そ
受
け
な
か
っ
た
が
、
後
水
尾
院
に
和
歌
の
指
導
を
受
け
た
人
人
で
あ

る
の
で
、
準
古
今
伝
授
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
古
今
伝
授
グ
ル
ー
プ
の
歌
人
の

外
側
に
位
置
づ
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て｢

こ
の
準
古
今
伝
授
グ
ル
ー
プ
の
、
さ
ら
に
外
縁
部
に
、
公
式
の
歌
会
、

た
と
え
ば
禁
中
、
仙
洞
御
会
始
に
和
歌
を
詠
進
し
た
歌
人
が
居
る

(

た
だ
し
、
古

今
伝
授
グ
ル
ー
プ
、
準
古
今
伝
授
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
た
ち
を
除
く)

と
い
う

こ
と
が
一
応
考
え
ら
れ
る｣

と
し
て
、
後
水
尾
院
の
堂
上
歌
壇
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
俯
瞰
さ
れ
た
。

近
世
前
期
に
堂
上
歌
壇
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

左
に
記
す
よ
う
な
形
態
が
推
定
で
き
る
。

�

後
水
尾
院

(

中
心)

�

後
水
尾
院
の
側
近

古
今
伝
受
授
グ
ル
ー
プ

(

略)

�

準
古
今
伝
授
グ
ル
ー
プ

(

略)

�

�
の
外
縁
部
に
位
置
す
る
歌
人
た
ち

後
水
尾
院
を
中
心
に
し
た
宮
廷
歌
壇
の
歌
人
は
、
古
今
伝
受
継
承
者
を
中
心
に

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
歌
人
に
と
っ
て
古
今
伝

受
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
っ
た
か
が
推
測
で
き
る
。

柳
瀬
氏
が
紹
介
さ
れ
た

『

後
水
尾
院
勅
点
和
歌』

に
つ
い
て
は
、
上
野
洋
三
氏

が

『

万
治
御
点』

と
し
て
紹
介
さ
れ
た

(

８)

。
氏
は
後
水
尾
院
の
添
削
内
容
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
和
歌
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し

て
さ
ら
に
古
今
伝
受
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、｢

古
今
伝
受｣

の
本
来
の
部
分
、
す
な
わ
ち
古
今
集
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
伝
受
の
場
合
は
、
必
ず
、
前
も
っ
て
古
今
集
そ
の
も
の
に
つ

い
て
の
講
読
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
ひ
と
と
お
り
終
わ
っ
た
上
で
、
そ
の

中
の
最
も
重
要
な
、
あ
の

｢

を
が
た
ま
の
き
・
め
ど
に
け
づ
り
ば
な
・
か
は

な
ぐ
さ｣

の

｢

三
木｣

と

｢

よ
ぶ
こ
ど
り
・
も
も
ち
ど
り
・
い
な
お
ほ
せ
ど

り｣

の

｢

三
鳥｣

な
ど
の
解
釈
が
秘
中
の
秘
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
わ
け
で
、

そ
れ
ら
も
あ
く
ま
で
も
古
今
集
全
体
の
解
釈
の
一
環
で
あ
る
は
ず
で
す
。

つ
ま
り
、
秘
伝
を
相
伝
し
た
院
と
、
承
け
た
四
名
と
が
な
お｢

毎
日｣

集
ま
っ

て
古
今
集
の
解
釈
に
つ
い
て

｢

不
審｣

の
点
を
討
究
し
て
い
た
、
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
こ
の
記
録
は
、
後
水
尾
院
の
古
今
伝
受
が
、
文
字
通
り
古
今
集

理
解
の
継
承
を
綿
密
に
行
っ
て
い
た
こ
と
の
証
言
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

古
今
伝
受
に
つ
い
て

｢

い
ふ
が
如
く
古
今
伝
受
は
師
か
ら
古
今
集
に
つ
い
て
の

講
釈
解
読
を
う
け
つ
ぐ
伝
承
形
式
で
あ
る｣

と
記
し
た『

続
文
学
篇』

の
記
述
は
、
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御
所
伝
受
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
今
伝
受
は
古
今
集
の
解

釈
を
継
承
し
、
歌
学
教
育
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
形
を
変
え
な
が
ら

も
尊
崇
さ
れ
継
承
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

注

(

１)
｢

古
今
伝
授
は
和
歌
を
進
展
さ
せ
た
か｣

(『

中
世
詩
歌
の
本
質
と
連
関』

平
�
・

竹
林
舎)

(

２)

引
用
は

『

中
世
歌
書
集』

に
よ
る
。

(

３)

本
書
状
に
つ
い
て
は

｢
近
衞
尚
通
の
古
今
伝
受｣

(『

中
京
大
学
文
学
部
紀
要』

平
29
・
３)

で
検
討
を
加
え
た
。

(

４)

引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
古
典
文
学
大
系
、
俳
文
学
体
系
に
よ
る
。

(

５)
『

古
今
伝
授
沿
革
史
論』

(

昭
�
・
大
日
本
百
科
全
書
刊
行
会)

(

６)
『

後
水
尾
院
講
釈
聞
書』

(

平
20
・
笠
間
書
院)

(

７)
｢

後
水
尾
院
宮
廷
の
歌
人｣

(『

国
語
国
文』
昭
�
・
８)

。
以
下
、
柳
瀬
氏
の
引

用
は
本
論
文
に
よ
る
。

(

８)
『

近
世
宮
廷
の
和
歌
訓
練

『

万
治
御
点』

を
読
む』

(
平
�
・
臨
川
書
店)

。

付
記

宗
祇
書
状
の
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
は
、
陽
明
文
庫
文
庫
長
名
和
修
先
生
に
御
指
導

御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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