
古
今
伝
受
が
御
所
に
入
り
、
御
所
伝
受
と
し
て
そ
の
体
系
を
整
え
た
と
き
、
古

今
伝
受
の
前
に
相
伝
す
べ
き
一
課
程
と
し
て
ニ
ハ
伝
受
が
加
わ
っ
た

(

１)

。
テ
ニ
ハ
秘

伝
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
視
点
か
ら
の
共
同
研
究

『

テ
ニ
ハ
秘
伝
の
研
究』

(

テ

ニ
ハ
秘
伝
研
究
会
編

平
成
十
五
年
二
月

勉
誠
出
版)

が
あ
る
。
浅
田
徹
氏
は

｢

本
書
の
ね
ら
い｣

で
テ
ニ
ハ
伝
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
テ
ニ
ハ
伝
書
は
、
現
在
の
目
か
ら
見
れ
ば
体
系
性

も
理
論
性
も
低
く
、
実
作
上
の
注
意
と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
諸
事
項
が
思
い

つ
く
ま
ま
に
列
挙
さ
れ
た
上
で
、｢

こ
れ
こ
そ
歌
道
の
最
高
の
秘
伝
で
あ
る｣

な
ど
と
大
げ
さ
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
、
読
む
方
に
し
て
は
付
い
て
行

き
か
ね
る
思
い
も
あ
ろ
う
。

｢｢

こ
れ
こ
そ
歌
道
の
最
高
の
秘
伝
で
あ
る｣

な
ど
と
大
げ
さ
な
こ
と
が
書
い
て

あ
る｣

と
い
う
こ
と
か
ら
浅
田
氏
は
歌
道
に
お
け
る
秘
伝
書
を
念
頭
に
お
い
て
い

る
と
推
測
出
来
る
。
和
歌
に
お
い
て
も
テ
ニ
ハ
は
重
要
で
あ
る
か
ら
、
詠
歌
指
導

や
解
釈
の
指
導
の
際
に
テ
ニ
ハ
に
触
れ
る
こ
と
は
多
い
。
こ
う
し
た
師
説
を
書
き

記
し
た
書
は
す
べ
て

｢

伝
書｣

で
は
あ
る
が
、
例
え
ば

『

耳
底
記』

の
よ
う
に
詠

歌
指
導
の
折
に
触
れ
て
語
ら
れ
た
秘
伝
は

｢

体
系
性
も
理
論
性
も
低
く
、
実
作
上

の
注
意
と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
諸
事
項
が
思
い
つ
く
ま
ま
に
列
挙
さ
れ｣

て
い
る

が
、｢｢

こ
れ
こ
そ
歌
道
の
最
高
の
秘
伝
で
あ
る｣

な
ど
と
大
げ
さ
な
こ
と｣

は
書

い
て
い
な
い
。
逆
に
テ
ニ
ハ
伝
受
と
し
て
相
伝
す
る
時
の
秘
伝
書
は
、｢

実
作
上

の
注
意
と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
諸
事
項
が
思
い
つ
く
ま
ま
に
列
挙
さ
れ｣

る
の
で

は
な
く
、
テ
ニ
ハ
の
大
要
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
な
り
に
体
系
だ
っ
て
記

さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
テ
ニ
ハ
伝
受
と
し
て
相
伝
さ
れ
た
秘
伝
書
で
は
な
く

｢

体
系
性
も
理

論
性
も
低
く
、
実
作
上
の
注
意
と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
諸
事
項
が
思
い
つ
く
ま
ま

に
列
挙
さ
れ
た｣

テ
ニ
ハ
の
秘
伝
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

一

古
今
伝
受
と
テ
ニ
ハ
秘
伝

和
歌
に
お
け
る
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
、
浅
田
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う

(

同
前)

。

和
歌
で
は
古
典
語
に
不
慣
れ
な
一
般
歌
人
に
対
す
る
文
語
の
指
導
が
行
わ

れ
る
過
程
で
、
注
意
す
べ
き
テ
ニ
ハ
が
学
習
項
目
と
し
て
固
ま
っ
て
行
っ
た
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か
の
よ
う
で
あ
る
。
室
町
期
の
一
般
歌
人
の
和
歌
を
師
匠
が
添
削
し
た
物
が

あ
る
程
度
残
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
十
市
遠
忠
の
詠
草
に
対
す
る
三
条
西

実
隆
の
指
導
な
ど
に
は
す
で
に
い
く
ら
か
マ
ニ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
テ
ニ
ハ

の
教
授
が
認
め
ら
れ
る
。
歌
人
の
多
く
は
連
歌
を
も
嗜
ん
だ
か
ら
、
連
歌
論

か
ら
の
影
響
も
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

歌
道
に
お
け
る
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
の
指
導
は
古
今
伝
受
の
時
に
も
行
わ
れ
た
こ

と
が

『

耳
底
記』

に
記
さ
れ
て
い
る

(

２)

。

一

哉
と
申
す
に
三
あ
り
。
三
光
院
殿
古
今
御
伝
授
の
と
き
仰
せ
ら
れ
て
き
か
せ

ら
れ
た
り
。
一
に
は
中
の
哉
、
二
に
は
か
へ
る
哉
、
三
に
は
ふ
き
な
が
す
哉
也
。

か
へ
る
哉
に
面
白
き
歌
あ
る
も
の
な
り
。
か
し
こ
ま
る

中
の
哉
な
り
。
君
が

代
に

か
へ
る
哉
な
り
。
さ
く
ら
さ
く

ふ
き
な
が
す
哉
也
。
あ
ま
ね
く
人

の
知
ら
ぬ
事
也

(

慶
長
三
年
八
月
四
日)

。

『

耳
底
記』

は
、
細
川
幽
斎
が
述
べ
た
こ
と
を
烏
丸
光
広
が
記
し
た
書
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
記
事
も
幽
斎
が
三
光
院
三
条
西
実
枝
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た

時
に
聞
い
た

｢

あ
ま
ね
く
人
の
知
ら
ぬ
事｣

と
推
定
で
き
る
。
す
る
と

｢

古
典
語

に
不
慣
れ
な
一
般
歌
人
に
対
す
る
文
語
の
指
導｣

と
は
い
え
な
い
。
実
枝
か
ら
幽

斎
へ
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
は
、
誓
状
を
提
出
し
た
後
、『

古
今
和
歌
集』

の
講

釈
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
に
、
和
歌
の
解
釈
を
伝
え
る
た
め
に
、
和
歌
の
解
釈
に

即
し
て
テ
ニ
ハ
の
指
導
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。｢

歌
人
の
多
く
は
連
歌
を
も

嗜
ん
だ｣

と
し
て
も
、
宗
祇
の
門
弟
第
一
と
し
て
古
今
伝
受
を
う
け
た
三
条
西
実

隆
の
古
今
伝
受
を
継
承
し
た
三
条
西
実
枝
に
と
っ
て
、
古
今
伝
受
は

｢

嗜
ん｣

で

い
た
連
歌
よ
り
は
重
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
最
も
重
要
な
歌
道
秘
伝
で
あ
る
古

今
伝
受
を
幽
斎
に
相
伝
す
る
時
に
、
ど
の
よ
う
な

｢

連
歌
論
か
ら
の
影
響｣

が

｢

当
然
あ
っ
た｣

の
で
あ
ろ
う
か
。

古
今
伝
受
は
、
歌
人
に
限
ら
ず
連
歌
師
も
伝
受
し
て
い
た
。
中
庄
新
川
家
に
は

肖
柏
か
ら
の
道
統
を
継
承
す
る

『

古
今
和
歌
集』

の
講
釈
聞
書
が
二
紙
伝
わ
る

(

３)

。

そ
こ
で
講
釈
さ
れ
た
内
容
は
、
一
子
相
伝
で
門
弟
を
選
ん
で
継
承
さ
れ
た
三
条
西

家
の
古
今
伝
受
と
は
異
な
る
。
肖
柏
に
伝
え
ら
れ
た
古
今
伝
受
は
、
多
く
の
連
歌

師
た
ち
に
相
伝
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
内
容
の
多
く
は
、『

古
今
和
歌
集』

の
和

歌
で
使
わ
れ
て
い
る
テ
ニ
ハ
の
解
説
で
あ
っ
た
。
新
川
家
に
伝
わ
る
聞
書
と

『

両

度
聞
書』

と
を
比
較
す
る
と
、
連
歌
師
へ
の
講
釈
と
、
歌
人
へ
の
講
釈
と
で
は
、

そ
の
内
容
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
こ
と
が
わ
か
る

(

４)

。
連
歌
師
は
、
古
今
伝
受
に
お

け
る

『

古
今
和
歌
集』

講
釈
の
中
で
、
テ
ニ
ハ
を
指
導
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

歌
人
と
連
歌
師
で
は
、
古
今
伝
受
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
宗
祇
を
直
接
継
承
す
る
三
流
の
古
今
切
紙
で
も
、
肖
柏
に
相
伝
さ
れ
た
切

紙
に
は

｢

ほ
の
ぼ
の
と｣

の
和
歌
な
ど
、
歌
道
で
は
重
要
な
切
紙
が
見
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る

(

５)

。
和
歌
の
解
釈
の
指
導
を
通
し
て
行
わ
れ
る
こ
う
し
た

テ
ニ
ハ
指
導
は
、
テ
ニ
ハ
の
使
い
方
を
ま
と
め
て
相
伝
す
る
テ
ニ
ハ
伝
受
と
は
分

け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

二

て
に
を
は
の
事
は
天
下
の
て
に
を
は
な
れ
ば

テ
ニ
ハ
の
位
置
付
に
つ
い
て
根
上
剛
士
氏
は

｢

テ
ニ
ハ
秘
伝
研
究
の
課
題｣

(

前
掲
書)
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
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一
い
わ
ゆ
る
姉
小
路
式
の
一
類
は
、
テ
ニ
ハ
の
説
と
し
て
公
家
の
家
に
伝
え

ら
れ
、
伝
統
的
な

｢

家
の
学｣

と
し
て
成
立
し
た
論
の
代
表
的
な
テ
ニ
ハ
書

で
あ
る
。
こ
の
歌
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
国
文
学
史
の
分
野
で

の
指
摘
が
あ
る
が
、
歌
道
・
歌
学
の
中
で

｢

や｣
｢

こ
そ｣

な
ど
の
用
法
を

説
く
こ
と
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
中
院
家
の
テ
ニ

ハ
の
説
を
記
す

『

歌
道
秘
事
口
伝
之
事』

に
あ
る
テ
ニ
ハ
に
関
す
る
条
々
の

初
め
を
挙
げ
る
。(
中
略)

さ
ら
に
、
テ
ニ
ハ
に
関
す
る
部
分
の
最
終
の
条

は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
、
て
に
を
は
の
事
は
天
下
の
て
に
を
は
な
れ
ば
、
家
々
の
好
士
た
ち
、

ま
ち
ま
ち
に
書
を
か
れ
し
な
り
。
是
は
良
恕
親
王
と
中
院
前
内
府
の
亡

父
素
然
と
御
物
語
の
事
を
通
茂
が
宮
仕
の
比
な
れ
ば
、
聞
置
し
事
ど
も

不
残
書
集
し
也
。

こ
こ
に
言
う

｢

て
に
を
は
の
事
は
天
下
の
て
に
を
は
な
れ
ば｣

と
い
う
こ
と

は
、
公
家
の
家
の
学
問
即
ち

｢

家
の
学｣

は
そ
れ
ぞ
れ
の
権
威
ま
た
は
伝
承

の
中
で
ま
も
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
言
葉
、
特
に

｢
て
に
を
は｣

は

誰
で
も
論
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
考
え
は
全
く
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
家
々
に
お
け
る
テ
ニ
ハ

説
が
そ
れ
ぞ
れ
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
理
由
を
よ
く
述
べ
て
い
る
。

｢

て
に
を
は
の
事
は
天
下
の
て
に
を
は
な
れ
ば
家
々
の
好
士
た
ち
、
ま
ち
ま
ち
に

書
を
か
れ
し
な
り｣

と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て

｢

公
家
の
家
の
学
問
即
ち

｢

家

の
学｣

は
そ
れ
ぞ
れ
の
権
威
ま
た
は
伝
承
の
中
で
ま
も
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る

が
、
言
葉
、
特
に

｢

て
に
を
は｣

は
誰
で
も
論
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る｣

と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。｢

そ
れ
ぞ
れ
の
権
威

ま
た
は
伝
承
の
中
で
ま
も
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る｣

｢

公
家
の
家
の
学
問
即
ち

｢

家
の
学｣｣

と
、
テ
ニ
ハ
説
と
は
別
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。｢

天
下
の
て
に
を｣

と
い
う
の
は

｢

家
の
学｣

に
こ
だ
わ
ら
ず
に

｢

誰
で
も
論
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る｣

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『

耳
底
記』

に
は
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て

｢

て
に
は
の
違
と
は
、
義
理
の
違
を
い
ふ

や｣

と
い
う
問
に
対
し
て

｢

公
界
も
の｣

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

答
、
い
は
ぬ
な
り
。
義
理
は
義
理
な
り
。
此
の
次
に
云
、
て
に
は
は
公
界
も

の
な
り
。(

中
略)

或
る
人
、
二
条
の
た
こ
や
く
し
を
と
ほ
り
ざ
ま
に
、
上
へ
や
ゆ
く
べ
し
、
下

へ
や
ゆ
く
べ
し
と
云
う
た
る
を
連
歌
す
る
も
の
が
聞
い
て
、
上
へ
な
り
と
も

下
へ
な
り
と
も
ゆ
き
た
き
や
う
に
お
じ
や
れ
、
さ
り
な
が
ら
、
て
に
は
は
公

界
も
の
ぢ
や
ほ
ど
に
な
ほ
い
て
御
と
ほ
り
あ
れ
と
い
ふ
な
り
。
問
答
終

(

慶

長
三
年
九
月
十
一
日)

｢

て
に
は
は
公
界
も
の
ぢ
や｣

は
、
根
上
氏
が
引
用
さ
れ
た

｢

天
下
の
て
に
を｣

と
同
義
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
根
上
氏
の
言
う
よ
う
に

｢

誰
で
も
論
じ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る｣

と
い
う
公
開
の
意
味
で
は
な
く
、｢

私｣

に
対
す
る

｢

公｣

の
意

味
で
あ
る
と
推
測
出
来
る
。
だ
か
ら
こ
そ

『

耳
底
記』

で
は
、｢

二
条
の
た
こ
や

く
し
を｣

上
に
行
こ
う
が
下
に
行
こ
う
が
、
そ
れ
は
私
事
で
あ
る
か
ら

｢

上
へ
な

り
と
も
下
へ
な
り
と
も
ゆ
き
た
き
や
う
に
お
じ
や
れ｣

と
し
た
上
で
、
た
だ
し

｢

て
に
は
は
公
界
も
の｣

す
な
わ
ち

｢

公｣

の
も
の
で
あ
る
か
ら

｢

な
ほ
い
て
御

と
ほ
り
あ
れ｣
と
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。｢

公
界
も
の｣

で
あ
る
テ
ニ
ハ
は
正
し

く
使
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

｢

上
へ
や
ゆ
く
べ
き
、
下
へ
や
ゆ
く
べ
き｣

と
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直
し
て
か
ら

｢

御
と
ほ
り
あ
れ｣

と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

｢

家
々
に
お
け
る｣

｢

説
が
そ
れ
ぞ
れ
に
存
す
る｣

の
は

｢

誰
で
も
論
じ
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る｣

か
ら
と
は
限
ら
な
い
。
三
条
西
実
枝
が
細
川
幽
斎
に
与
え
た
古

今
伝
受
の
切
紙

(

６)

に
も

｢

家
々
之
儀
区
也

(

中
略)

当
流
ニ
ハ｣

(｢

御
賀
玉
木｣)

、

｢

あ
ま
た
の
説
あ
り

(

中
略)

是
ハ｣

(｢

賀
和
嫁｣)

、｢

家
々
種
々
ノ
説
々
有
之
、

口
伝
ニ
ハ｣

(｢
�
名
負
鳥｣)

と
諸
説
が
あ
る
事
を
示
し
た
上
で

｢

当
流｣

の
説

を
示
す
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

す
る
と

『

歌
道
秘
事
口
伝
之
事』

に
見
ら
れ
る
一
文
は
、
テ
ニ
ハ
は
公
ご
と
で

あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

｢
家
々｣

で
そ
れ
ぞ
れ
に
書
き
お
か
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
こ
こ
に
記
す
の
は

｢

良
恕
親
王
と
中
院
前
内
府
の
亡
父
素
然
と
御
物

語
の
事
を
通
茂
が
宮
仕
の
比
な
れ
ば
、
聞
置
し
事
ど
も
不
残
書
集
し｣

と
い
う
の

で
あ
ろ
う
。
良
恕
法
親
王
は
後
陽
成
天
皇
の
弟
で
、
後
陽
成
天
皇
の
源
氏
物
語
講

釈
を
聴
い
て
い
る
。
ま
た
素
然
中
院
通
勝
は
、
幽
斎
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
、
三

条
西
家
の
古
典
学
を
継
承
し
た
古
典
学
者
で
あ
る
。
根
上
氏
が
引
用
さ
れ
た

｢『

歌
道
秘
事
口
伝
之
事』

に
あ
る｣
｢

テ
ニ
ハ
に
関
す
る
部
分
の
最
終
の
条｣

は
、

こ
こ
に
記
し
た
テ
ニ
ハ
の
説
が
、
良
恕
法
親
王
や
中
院
通
勝
の
説
を
聞
書
し
た
道

統
の
正
し
い
説
で
あ
る
こ
と
を
書
き
記
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

三

連
歌
伝
受
と
テ
ニ
ハ

和
歌
に
お
い
て
古
今
伝
受
が
重
視
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
連
歌
に
も
連
歌
伝
受

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
連
歌
の
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
浅
田
氏
は
次
の
よ

う
に
記
す

(

前
掲
書

｢

本
書
の
ね
ら
い｣)

。

連
歌
で
テ
ニ
ハ
が
問
題
に
な
る
の
は
、｢

発
句
は
切
れ
字
を
含
ま
な
く
て
は

な
ら
な
い｣
｢

第
三
の
句
は

｢

て｣

と
留
め
な
く
て
は
な
ら
な
い｣

な
ど
テ

ニ
ハ
に
関
す
る
し
き
た
り
が
あ
っ
た
の
と
、
次
々
に
付
け
て
行
く
前
句
と
付

け
句
と
の
関
係
を
記
述
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
の
理
由
に
よ
る
。

こ
こ
で
浅
田
氏
が
指
摘
す
る

｢

理
由｣

は
、
連
歌
の
み
に
適
用
さ
れ
る
テ
ニ
ハ
に

つ
い
て
の

｢

問
題｣

と
い
え
よ
う
。｢

発
句
は
切
れ
字
を
含
ま
な
く
て
は
な
ら
な

い｣
｢

第
三
の
句
は

｢

て｣

と
留
め
な
く
て
は
な
ら
な
い｣

と
い
う
の
は
、
い
ず

れ
も
発
句
あ
る
い
は
連
歌
を
詠
む
た
め
の

｢

テ
ニ
ハ
に
関
す
る
し
き
た
り｣

で
あ

り
、
和
歌
を
詠
む
時
に

｢

大
ま
は
し｣

｢

十
八
切
れ
字｣

と
い
っ
た
秘
伝
が
必
要

で
あ
っ
た
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。｢

次
々
に
付
け
て
行
く
前
句
と
付
け
句

と
の
関
係
を
記
述
す
る
必
要｣

も
、
和
歌
を
詠
む
時
に
必
要
だ
っ
た
理
由
は
不
明

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
テ
ニ
ハ
秘
伝
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
連
歌
秘
伝
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。

浅
田
氏
は
、｢

詩
歌
の

｢

て
に
を
は｣

が｣
｢

秘
伝
化
し
た
の
は
連
歌
の
世
界
に

お
い
て
で
あ
っ
た｣

と
さ
れ
る

(

同
前)

。

詩
歌
の

｢

て
に
を
は｣

(

本
書
で
は
以
下

｢

テ
ニ
ハ｣

と
呼
ぶ
〈
以
下
略
〉)

が
は
じ
め
て
意
識
さ
れ
た
の
は
和
歌
の
世
界
で
あ
り
、『

新
古
今
集』

の
時

代
に
は
す
で
に
テ
ニ
ハ
に
注
目
し
た
和
歌
批
評
が
見
ら
れ
る

(

順
徳
院

『

八

雲
御
抄』)

。
し
か
し
そ
れ
が
秘
伝
化
し
た
の
は
連
歌
の
世
界
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。

だ
が
、
こ
こ
で
言
う

｢

秘
伝
化｣

し
た
の
は
、
連
歌
秘
伝
で
あ
り
、
和
歌
の
世
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界
で
行
わ
れ
る
テ
ニ
ハ
秘
伝
と
は
別
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

陽
明
文
庫
に
は
近
�
信
尹
自
筆
の
連
歌
伝
書
二
書
が
伝
わ
る

(

７)

。
そ
れ
ぞ
れ

｢

発

句
て
に
は
等
秘
決｣

と

｢

て
に
は
抜
書
秘
決｣

表
紙
に
直
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
書
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
が
、
発
句
を
詠
む
た
め
の
テ
ニ
ハ
は
、｢

発
句

て
に
は
等
秘
決｣

に
記
さ
れ
て
い
る
。
テ
ニ
ハ
の
秘
伝
書
で
は
あ
る
が
、
連
歌
の

た
め
の
秘
伝
書
と
い
え
よ
う
。
こ
の
二
冊
は
近
�
家
久
に
継
承
さ
れ
て
、
享
保
四

年
に
は
連
歌
師
猪
苗
代
兼
竹
に
相
伝
さ
れ
て
い
る
。
浅
田
氏
は

｢

江
戸
時
代
に
は

連
歌
は
衰
退
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
秘
伝
は
俳
諧
師
た
ち
に
受
け
継
が
れ
、
俳
諧
伝

書
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る｣

(

同
前)

と
さ
れ
る
が
、
近
衞
家
に
お
い

て
は
信
尹
が
信
尋
に
伝
え
た
連
歌
伝
書
が
少
な
く
と
も
享
保
ま
で
は｢

連
歌
伝
書｣

と
し
て
継
承
さ
れ
、
連
歌
師
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
浅
田
氏
の

い
う

｢

江
戸
時
代
に｣

｢

連
歌
が

｢

衰
退｣

し
、｢
俳
諧
師
た
ち
に
受
け
継
が
れ
、

俳
諧
伝
書
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る｣

秘
伝
書
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
近
衞
家
で
継
承
さ
れ
た
秘
伝
書
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
連
歌
伝
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

注

(

１)

上
野
洋
三
氏

｢

近
世
宮
廷
の
和
歌
訓
練

『

万
治
御
点』

を
読
む｣

(
一
九
九

九
年

臨
川
書
店)

に
は
、
御
所
伝
受
が
テ
ニ
ハ
伝
受
な
ど
を
加
え
た
総
合
的
な

和
歌
秘
伝
と
し
て
の
体
系
づ
け
ら
れ
た
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(

２)

引
用
は
日
本
歌
学
大
系
に
よ
る
。

(

３)

小
�｢

中
庄
新
川
家
蔵

『

伝
受
次
第』

と
新
川
家
の
古
今
伝
受｣

(『

調
査
研
究

報
告』

三
八
号

二
〇
一
八
年)

(

４)
｢

堺
伝
受
に
お
け
る

『

古
今
和
歌
集』

講
釈｣

(『

中
京
大
学
文
学
会
論
叢』

二

〇
一
七
年)

。
な
お
、『

耳
底
記』

に
は
宗
長
が
古
今
伝
受
を
受
け
た
記
事
が
見
ら

れ
る
。

宗
長
は
古
今
伝
授
し
た
れ
ど
も
、
あ
ま
り
念
を
も
い
れ
な
ん
だ
な
り
。
我
は
連

歌
師
に
て
こ
そ
あ
れ
、
道
を
つ
た
へ
て
な
に
す
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
、
連
歌
の

つ
け
あ
ぢ
だ
に
よ
く
ば
と
い
う
て
、
あ
ま
り
か
ま
は
な
ん
だ
と
な
り

(

慶
長
六

年
十
一
月
三
十
日)

。

(

５)

三
流
の
古
今
切
紙
に
つ
い
て
は

｢

宗
�
を
継
承
す
る
三
流
の
古
今
切
紙｣

(『

中

京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢』

二
〇
一
七
・
一
〇)

で
検
討
を
加
え
た
。

(

６)

引
用
は

『

古
今
切
紙
集』

(

一
九
八
三
年

臨
川
書
店)

に
よ
る
。

(

７)

連
歌
師
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、

『

耳
底
記』

に
見
ら
れ
る
テ
ニ
ハ
秘
伝
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

付
記資

料
の
閲
覧
を
御
許
可
下
さ
い
ま
し
た
陽
明
文
庫
及
び
文
庫
長
名
和
修
氏
、
中

庄
新
川
家
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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