
一
一

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
り
、
師
資
相
承
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
具
体
的
な
伝
承
過
程
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
実
証
的

に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
古
今
伝
受
で
は
三
木
三
鳥
に
象
徴
さ
れ
る
切
紙
が
名
高
い

が
、
古
今
伝
受
に
お
い
て
継
承
さ
れ
た
の
は
『
続
文
学
篇
』
が
「
師
資
相
承
」
と

し
て
記
し
た
道
統
で
あ
っ
た
。
古
今
伝
受
を
相
伝
す
る
際
に
は
、
ま
ず
誓
状
を
提

出
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
の
講
釈
を
受
け
る
。
そ
の
後
切
紙
を
授
け
ら
れ
、
古
今

伝
受
終
了
を
示
す
証
明
状
を
受
け
る
の
が
一
般
的
な
順
序
で
あ
る
。
古
今
伝
受
を

受
け
た
門
弟
は
、
そ
の
道
統
が
正
統
で
あ
る
こ
と
を
示
す
系
図
を
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
。
本
稿
で
は
宗
祇
か
ら
伝
受
し
た
門
弟
を
中
心
に
し
て
、
古
今
伝
受
の

道
統
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

一
　
相
伝
系
図

宗
祇
か
ら
実
隆
に
相
伝
さ
れ
た
古
今
伝
受
は
三
条
西
家
で
継
承
さ
れ
、
三
条
西

実
隆
の
孫
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
に
伝
え
ら
れ
た
。
実
枝
筆
の
『
当
流
切
紙
』
が
宮

内
庁
書
陵
部
に
伝
わ
る
。
実
隆
が
伝
受
し
た
系
図
に
三
条
西
家
の
系
図
が
書
き
加

え
ら
れ
、
幽
斎
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
流
切
紙
の
中
の
一
紙
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
系
図
は
古
今
伝
受
の
切
紙
の
中
で
も
重
要
な
一
紙
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

細
川
幽
斎
が
入
手
し
て
書
写
し
た
肖
柏
か
ら
宗
訊
に
相
伝
し
た
切
紙
（
宮
内
庁
書

陵
部
蔵
、
以
下
「
肖
柏
切
紙
」
と
略
す
）
に
も
、
実
隆
が
伝
受
し
た
も
の
と
同
様

の
系
図
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
早
稲
田
大
学
に
伝
わ
る
『
古
今
伝
受
書
』（
以

下
「
実
隆
切
紙
」
と
略
す
）
に
も
、
道
統
を
示
す
系
図
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
道
統
を
示
す
系
図
は
、
古
今
伝
受
に
お
け
る
切
紙
の
中
で
も
重
要
な
一

紙
と
推
定
さ
れ
る
。

実
隆
切
紙
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
千
尋
氏
の
研
究
が
あ
る
。
長
谷
川
氏
は
実
隆

切
紙
の
中
か
ら
二
十
四
通
を
選
び
、
示
し
た
上
で
、「『
古
今
伝
受
書
』に
収
め
ら
れ

た
切
紙
は
、「
切
帋
事
（
注
略
）」
十
二
通
、「
千
葉
東
家
切
帋
寸
法
（
注
略
）」
十

二
通
で
す
べ
て
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
が
、
氏
が
選
ん
だ
二
十
四
通
の
中
に
は
、
系

図
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
切
紙
の
み
な
ら
ず
、
古
今
伝
受
の
相
伝
方
法
を
記
し
た

（
１
）

（
2
）

古
今
伝
受
の
道
統
に
つ
い
て

小

髙

道

子
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一
二

「
古
今
伝
受
次
第
」
も
含
ま
れ
な
い
。「
こ
れ
で
す
べ
て
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
二
十

四
通
の
中
に
、
道
統
を
示
す
こ
れ
ら
の
切
紙
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
は
大
き
な
疑

問
が
残
る
。
長
谷
川
氏
は
二
十
四
通
を
選
ん
だ
基
準
も
、
系
図
を
含
ま
な
い
理
由

も
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
統
を
示
す
系
図
が
、「
切

紙
」
の
中
の
一
紙
と
し
て
宗
祇
か
ら
三
条
西
実
隆
・
肖
柏
に
相
伝
さ
れ
、
実
枝
か

ら
幽
斎
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

古
今
伝
受
継
承
者
が
道
統
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
道
統
を
示
す
系
図
を
切

紙
と
し
て
継
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
谷
川
氏
に
は
切
紙
と
し
て
数
え
ら
れ
な
い

一
紙
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
古
今
伝
受
継
承
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
一
紙

で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

二
　
実
隆
書
状

柴
田
光
彦
氏
は
早
稲
田
大
学
に
伝
わ
る
実
隆
の
自
筆
書
状
を
検
証
さ
れ
、
明
応

七
年
に
三
条
西
実
隆
か
ら
徳
大
寺
実
淳
に
切
紙
が
与
え
ら
れ
た
際
の
書
状
で
あ
る

事
、
三
条
西
実
隆
自
筆
の
二
通
を
含
む
三
通
の
書
状
の
写
が
京
都
大
学
平
松
家
文

庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
書
状
の
う
ち
、
一
通
目
の

「
昨
日
和
哥
御
会
始
令
／
参
内
候
。」
と
始
ま
る
書
状
に
見
ら
れ
る
「
切
紙
ハ
心
し

る
し
の
様
な
る
／
物
に
て
口
伝
第
一
事
候
」
の
部
分
は
、
切
紙
の
あ
り
方
を
示
す

記
事
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
だ
が
、
書
状
の
後
半
に
は
、「
陽
明
ヘ
ハ
／

い
か
程
切
紙
進
上
之
候
け
る
や
ら
ん
／
承
度
候
。
於
閣
下
は
塵
芥
／
を
も
不
存
候

へ
共
、
於
道
者
法
度
共
／
候
間
、
只
切
紙
計
写
進
上
の
事
候
／
聊
可
有
子
細
候
歟

と
存
候
。
今
此
事
ハ
大
道
之
法
候
間
、
一
往
申
述
候
／
可
在
賢
慮
候
事
候
。
旁
期

（
3
）

参
／
拝
令
省
略
候
」
と
あ
る
。
実
隆
は
近
衞
尚
通
と
推
定
さ
れ
る
「
陽
明
へ
」
の

「
切
紙
進
上
」
に
つ
い
て
、「
閤
下
」
す
な
わ
ち
尚
通
に
と
っ
て
は
「
塵
芥
を
も
不

存
候
」
で
あ
っ
て
も
、「
道
」
に
お
い
て
は
「
法
度
共
候
間
」
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え

「
只
切
紙
計
写
進
上
」
こ
と
は
、「
聊
」「
子
細
」
が
あ
る
べ
き
事
で
あ
り
、「
此
事

ハ
大
道
之
法
」
が
あ
る
の
で
、「
一
往
申
述
」
べ
る
。「
賢
慮
」
し
て
欲
し
い
、
と

い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
を
「
切
紙
ハ
心
し
る
し
の
様
な
る
／
物
に
て
口
伝
第
一
事
候
」
と
す
る
前

半
部
分
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
と
、
実
淳
あ
て
の
書
状
で
は
あ
る
が
、
内
容
は
、

「
陽
明
」
に
「
切
紙
」
を
「
進
上
」
す
る
事
に
つ
い
て
、
実
淳
が
「
陽
明
」
に
は
、

ど
の
程
度
、
切
紙
を
進
上
す
る
か
、「
承
」り
た
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
尚
通
に

と
っ
て
は
「
塵
芥
」
に
思
わ
れ
る
事
か
も
し
れ
な
い
が
、「
道
」
に
と
っ
て
は
「
法

度
」
が
あ
る
重
要
な
事
柄
で
あ
り
、「
切
紙
」
だ
け
を
「
進
上
」
す
る
こ
と
は
差
し

障
り
が
あ
る
事
を
理
解
し
て
欲
し
い
、
と
、
切
紙
の
写
を
与
え
る
に
際
し
て
、
そ

の
前
提
と
な
る
古
今
伝
受
の
状
況
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
状
は
、

実
淳
に
宛
て
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
淳
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら

れ
ず
、「
陽
明
へ
」「
進
上
」
し
た
切
紙
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
実
淳
を
通
し
て
「
陽
明
」
に
渡
す
た
め
の
切
紙
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
切
紙
」
を
渡
す
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
道
」
を
継

承
し
て
い
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
。

「
陽
明
」
の
語
は
、「
相
残
切
紙
十
三
」
通
を
渡
し
た
事
を
記
し
た
二
・
三
通
目

の
書
状
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
殊
一
紙
御
沙
汰
」で
始
ま
る
二
通
目
の
書
状

に
実
隆
は
、「
彼
法
師
書
状
撰
出
候
ヘ
ハ
／
陽
明
へ
相
伝
申
候
趣
於
大
事
等
は
／
」

無
残
候
。」と
記
し
て
い
る
。
尚
通
が
宗
祇
の
古
今
伝
受
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
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確
認
で
き
た
た
め
に
、
尚
通
に
切
紙
を
渡
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
。
古
今
伝
受
の
象
徴
と
さ
れ
る
切
紙
で
は
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
師
弟

関
係
が
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
　
古
今
相
伝
人
数
分
量

そ
れ
で
は
実
隆
は
、
尚
通
が
宗
祇
の
古
今
伝
受
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
し
て
確
認
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
早
稲
田
大
学

図
書
館
に
実
隆
の
自
筆
で
伝
わ
る
『
古
今
相
伝
人
数
分
量
』（
以
下
「
人
数
分
量
」

と
略
す
）
で
あ
る
。
同
書
に
つ
い
て
長
谷
川
千
尋
氏
は
「
こ
の
資
料
が
、
常
縁
自

身
の
備
忘
の
た
め
に
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お

こ
う
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

右
の
文
明
九
年
四
月
五
日
の
日
付
は
、
前
節
に
も
触
れ
た
「
短
哥
事
」
の
切

紙
に
も
見
ら
れ
る
。（
中
略
）
今
回
の
目
的
は
、
常
縁
の
門
人
の
中
に
『
古
今

集
』
の
悉
皆
伝
授
を
受
け
た
者
は
、
誰
も
他
に
は
い
な
い
と
い
う
証
明
を
得

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
「
門
弟
随
一
」「
悉
伝
授
」
の
文
言
は
裏

付
け
ら
れ
、
周
囲
か
ら
疑
い
を
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
。「
相
伝
人
数
」

の
中
に
、
宗
祇
と
同
時
期
に
古
今
伝
授
を
終
え
た
大
坪
基
清
の
名
前
は
あ
っ

て
も
、
宗
祇
自
身
の
名
前
が
入
っ
て
い
な
い
の
も
、
こ
の
資
料
が
常
縁
の
単

な
る
備
忘
録
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

「
相
伝
人
数
并
分
量
等
之
事
」が
常
縁
の
備
忘
録
で
あ
っ
て
く
れ
た
方
が
資
料

の
信
頼
性
は
増
す
。

「「
相
伝
人
数
并
分
量
等
之
事
」
が
常
縁
の
備
忘
録
で
あ
っ
て
く
れ
た
方
が
資
料

の
信
頼
性
は
増
す
」
こ
と
の
根
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
常
縁
の
備
忘
録
」
で

あ
れ
ば
、「
常
縁
自
筆
」と
し
て
宗
祇
か
ら
実
隆
に
相
伝
さ
れ
、
さ
ら
に
実
枝
を
経

て
幽
斎
に
ま
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
人
数
分
量
は
実
隆
自

筆
の
写
が
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
伝
わ
り
、
さ
ら
に
「
常
縁
文
之
写
」
と
し
て
当

流
切
紙
等
と
と
も
に
、
実
枝
か
ら
幽
斎
に
伝
え
ら
れ
た
。
常
縁
か
ら
の
道
統
を
示

す
根
拠
に
な
る
資
料
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
実
枝
か
ら
幽
斎
へ
の
古
今
伝
受
に
お
い

て
も
相
伝
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
書
に
は
「
相
伝
人
数
并
分
量
等
之
事
」
を
記
す
他
に
、
宗
祇
が
常
縁
に
提
出

す
べ
き
古
今
伝
受
・
伊
勢
物
語
伝
受
の
誓
状
の
文
案
、
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受

け
た
門
弟
の
誓
状
・
証
明
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
別
稿
で
検
討
し
た
通
り
、
古
今

切
紙
に
は
、
師
弟
関
係
を
示
す
古
今
伝
受
に
際
し
て
の
誓
状
と
証
明
状
の
写
し
が

含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
古
今
切
紙
は
師
弟
関
係
に
お
い
て
継
承
さ
れ
る
か
ら
、

切
紙
の
授
受
が
行
わ
れ
た
師
弟
間
で
取
交
わ
さ
れ
た
誓
状
と
証
明
状
と
が
含
ま
れ

る
が
、
常
縁
の
「
門
弟
随
一
」
と
し
て
常
縁
の
古
今
伝
受
を
継
承
し
た
宗
祇
に
対

し
て
は
、
兄
弟
弟
子
に
な
る
他
の
門
弟
へ
の
相
伝
に
つ
い
て
記
す
必
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
常
縁
の
古
今
伝
受
の
す
べ
て
を
継
承
し
た
宗
祇
に
対
し
て
、
常
縁

は
他
の
門
弟
と
相
伝
し
た
分
量
と
を
記
し
て
宗
祇
に
与
え
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
常
縁
の
古
今
伝
受
を
継
承
し
た
宗
祇
は
、
自
ら
が
古
今
伝
受
を
相
伝
し
た

門
弟
と
そ
の
相
伝
の
概
要
を
書
き
加
え
た
上
で
、
同
じ
く
「
門
弟
随
一
」
で
あ
る

実
隆
に
伝
え
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
書
が
常
縁
以
来
の
道
統
を
示
す
根
拠
に
な

る
一
書
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
古
今
伝
受
の
相
伝
系
図
と
共
に
、
道
統
を
示
す
書
と

し
て
、
実
枝
は
幽
斎
に
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
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四
　
狭
義
の
古
今
伝
受
と
い
う
こ
と

鈴
木
元
氏
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
し
て
、
古
今
伝
受
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
。 

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
古
今
伝
受
研
究
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

一
方
、
狭
義
の
〈
古
今
伝
授
〉
で
あ
る
常
縁
以
降
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、（
中

略
）
確
か
に
教
育
的
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ

の
場
合
に
も
、
た
と
え
ば
近
世
に
向
か
う
に
従
い
細
部
に
わ
た
り
精
緻
化
し

て
い
く
よ
う
に
見
え
る
儀
礼
的
側
面
、
切
紙
に
よ
る
秘
密
の
授
受
、
高
度
に

象
徴
化
さ
れ
た
切
紙
の
内
容
等
、〈
古
今
伝
授
〉
に
付
隨
す
る
様
々
な
形
式

が
も
つ
意
味
を
抜
き
に
し
た
議
論
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
ち
得
な
い
だ
ろ

う
。
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
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

回
収
す
る
だ
け
の
作
業
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
歌
学
教
育
と
し
て
意
味
の
」な
い
古
今
伝
受
を
寡
聞
に
し
て

知
ら
な
い
。
鈴
木
氏
は
「
確
か
に
教
育
的
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
」
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
古
今
伝
受
の
「
教
育
的
」
で
は
な
い
「
側
面
」
と
は

ど
の
よ
う
な
「
側
面
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
歌
学
教
育
と
し
て
意
味
の
あ

（
4
）

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
回
収
す
る
だ
け
の
作
業
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
部
分
を
拔
き
出
す
と
こ
れ
ま
で
の
古
今
伝
受
研
究
が
破
綻
す
る
よ

う
な
「
歌
学
教
育
と
し
て
意
味
の
」
な
い
「
要
素
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
、
鈴
木
氏
の
い
う
狭
義
の
〈
古
今
伝
授
〉
に
お
け
る
具
体
的
な
資
料

を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
実
証
的
に
論
証
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
。

注（
１
）　

宗
祇
を
継
承
す
る
三
流
の
切
紙
に
つ
い
て
は
、「
宗
祇
を
継
承
す
る
三
種
の
古
今

切
紙
」（『
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢
』
平
29
・
10
）
に
お
い
て
比
較
検
討
し
た
。

（
２
）　
「
東
常
縁
の
歌
学
に
お
け
る
常
光
院
流
の
継
承
」（『
龍
谷
叢
書
15 

中
世
近
世
和

歌
文
芸
論
集
』
平
20　

思
文
閣
出
版
）

（
３
）　
「
荻
野
研
究
室
所
蔵　

三
条
西
実
隆
の
書
状
を
め
ぐ
っ
て
」（『
早
稲
田
大
学
図
書

館
紀
要
』
昭
58
・
８
）

（
４
）　
「
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
24 

竹

林
舎
）
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