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古
今
伝
受
は
中
世
歌
学
最
奥
の
秘
伝
と
し
て
、
門
弟
を
選
ん
で
継
承
さ
れ
た
。

東
常
縁
か
ら
伝
受
し
た
宗
祇
は
、
近
衞
尚
通
・
三
条
西
実
隆
・
肖
柏
に
相
伝
し
た

が
、
こ
の
う
ち
「
門
弟
随
一
」
と
し
て
古
今
伝
受
を
継
承
し
た
の
は
三
条
西
実

隆
で
あ
っ
た
。
実
隆
は
屈
指
の
歌
人
歌
学
者
で
あ
り
、
古
今
伝
受
を
受
け
た
後
、	

後
奈
良
天
皇
・
正
親
町
天
皇
に
古
今
和
歌
集
の
講
義
を
し
て
い
る
。
実
隆
が
継
承

し
た
後
、
古
今
伝
受
は
歌
学
界
最
奥
の
秘
伝
と
な
っ
た
。
一
方
、
三
条
西
家
に
入

る
と
、
古
今
伝
受
は
三
条
西
家
の
系
図
通
り
に
継
承
さ
れ
た
。
実
隆
の
子
公
条	

は
、
古
今
伝
受
を
歌
道
の
秘
伝
と
し
て
、
連
歌
師
に
は
相
伝
し
な
か
っ
た
。
紹
巴

に
連
歌
を
学
ん
だ
松
永
貞
徳
も
、
古
今
伝
受
の
道
統
を
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
隆
の
孫
実
枝
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
細
川
幽
斎
に
学

ぶ
こ
と
に
よ
り
、
古
今
伝
受
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
た
秘
説
を
継
承
す
る
こ
と
は
で

き
た
。
本
稿
で
は
貞
徳
が
学
ん
だ
古
今
伝
受
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た

い
。

一
　
古
今
伝
受
の
道
統

貞
徳
が
古
今
伝
受
の
道
統
を
継
げ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
西
田
正
宏
氏

は
、
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
。

 

『
古
今
集
』
の
秘
説
や
そ
の
内
容
に
通
じ
て
い
る
こ
と
と
、
実
際
に
伝
受
が

許
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
実
質
的
な
面
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
り

は
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
伝
受
を
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
る
な

ら
ば
、
そ
こ
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
貞
徳
の
生
き
た
の
は
、
ま
さ
に

そ
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
時
代
で
あ
っ
た
。
古
今
伝
受
を
受
け
て

い
れ
ば
、
疑
い
な
く
「
師
」
の
立
場
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

貞
徳
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
。

幽
斎
は
、
古
今
伝
受
は
与
え
な
か
っ
た
も
の
の
、
貞
徳
の
歌
道
を
高
く
評
価
し

（
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古
今
伝
受
の
道
統
と
内
容
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松
永
貞
徳
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古
今
伝
受

―

小

髙

道

子
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て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
戴
恩
記
』
に
は
、
幽
斎
の
次
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
。

有
時
丸
が
数
奇
の
ほ
ど
を
あ
は
れ
と
や
お
ぼ
し
け
ん
。「
日
本
国
に
歌
道
は

や
ら
ば
、
そ
こ
も
人
に
し
ら
れ
ん
物
を
」
と
仰
ら
ゝ
る
時
、
丸
が
申
さ
く
、

「
丸
は
此
は
や
ら
ぬ
を
幸
と
存
ず
。
も
し
は
や
ら
ば
大
名
高
家
の
人
々
わ
れ

さ
き
に
と
御
意
を
え
ら
る
べ
し
。
し
か
ら
ば
い
つ
も
間
に
か
、
わ
ら
は
ご
と

き
の
者
、
御
前
へ
出
候
べ
き
」
と
申
せ
し
か
ば
、
此
れ
も
尤
な
り
と
御
か
ん

あ
り
き
。

そ
し
て
、
正
式
に
古
今
伝
受
を
相
伝
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
非
公
式
に
古

今
伝
受
資
料
が
見
ら
れ
る
状
態
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

其
時
御
見
せ
な
さ
れ
し
逍
遙
院
殿
の
古
今
の
真
名
序
、
玄
旨
法
印
の
所
持
な

さ
れ
し
三
光
院
殿
御
本
の
点
よ
り
後
に
つ
け
な
を
さ
せ
給
ひ
し
自
筆
の
御
点

本
な
れ
ば
、
借
用
有
度
よ
し
有
て
、
後
日
に
丸
が
御
使
に
成
て
、
孟
津
抄
と

其
逍
遙
院
御
自
筆
の
真
字
序
と
を
も
て
参
り
し
。
よ
き
幸
と
存
、
其
次
に
丸

も
う
つ
し
置
奉
り
き
。

幽
斎
が
貞
徳
と
同
じ
く
源
氏
物
語
を
学
ん
だ
九
条
稙
通
が
所
持
し
て
い
る
逍
遙

院
（
三
条
西
実
隆
）
が
付
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
の
真
名
序
の
点
が
、
幽
斎
が
所

持
す
る
三
光
院
（
三
条
西
実
枝
）
本
の
点
よ
り
も
後
で
付
し
た
自
筆
の
点
で
あ
る

と
い
う
。
そ
の
た
め
幽
斎
が
稙
通
か
ら
そ
の
本
を
借
り
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
幽

斎
は
貞
徳
を
、
そ
の
本
を
借
り
る
時
の
使
い
に
し
た
と
い
う
。
実
隆
が
自
筆
で
点

（
2
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を
付
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
真
名
序
は
、
正
規
に
は
古
今
伝
受
を
受
け
て
い
な
い

貞
徳
が
見
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
秘
伝
で
あ
る
。
幽
斎
は
、
貞
徳
を
使
い
に
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
秘
伝
書
を
書
写
す
る
機
会
を
貞
徳
に
与
え
た
。
貞
徳
が
「
よ

き
幸
と
存
、
其
次
に
丸
も
う
つ
し
置
奉
り
き
。」と
い
う
の
は
、
幽
斎
も
予
想
し
て

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
貞
徳
は
、
正
規
に
道
統
を
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
秘
伝
の
内
容
は
継
承
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

二
　
よ
み
方
の
秘
伝

古
今
伝
受
に
お
い
て
継
承
さ
れ
る
の
は
、『
古
今
和
歌
集
』に
つ
い
て
の
秘
伝
の

み
な
ら
ず
、
和
歌
を
詠
む
た
め
の
秘
伝
で
あ
っ
た
。『
耳
底
記
』に
は
よ
み
方
の
秘

伝
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

○
慶
長
三
年
八
月
四
日

一	
	

作
の
仕
や
う
を
知
り
て
か
ら
は
、
一
枚
も
の
を
み
る
が
は
や
役
に
た
つ

な
り
。
ま
づ
歌
を
よ
み
習
ふ
べ
し
。

一	
	

歌
の
よ
み
方
の
口
伝
、
す
こ
し
の
こ
と
に
も
あ
る
な
り
。
な
ら
は
い
で

し
ら
る
ゝ
事
も
、
あ
は
ひ
に
あ
り
。
こ
と
ば
あ
ら
う
ず
れ
ど
も
、
な
ら

は
い
で
は
な
る
ま
い
物
也
。

一	
	

歌
の
よ
み
か
た
の
口
伝
と
い
ふ
も
の
は
、
我
よ
う
だ
歌
を
人
の
か
う
と

い
う
て
き
か
す
る
時
で
な
け
れ
ば
、
げ
に
も
と
思
は
れ
ぬ
も
の
な
り
。

い
か
さ
ま
よ
み
か
た
の
口
伝
、
い
う
て
き
か
せ
ん
と
い
ふ
こ
と
は
な
ら

ぬ
物
也
。

（
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古今伝受の道統と内容

一
一

○
慶
長
三
年
八
月
二
十
四
日

一	
	

百
首
な
ど
を
よ
む
に
心
持
あ
り
。
三
十
首
ば
か
り
は
古
事
来
歴
に
て
よ

む
べ
し
。
そ
れ
よ
り
お
ほ
く
は
無
用
な
り
。
是
に
准
じ
て
知
る
べ
し
。

十
首
に
は
三
首
四
首
古
事
な
ど
も
引
き
、
古
歌
を
も
引
く
べ
し
。
我
作

意
に
て
よ
む
に
し
く
は
な
き
な
り
。
よ
み
か
た
の
口
伝
也
。

一	
	

よ
み
方
の
口
伝
百
ば
か
り
あ
り
。
書
付
け
て
な
き
ぶ
ん
際
限
も
な
き
こ

と
な
り
。
我
死
な
ば
た
ゆ
べ
き
な
り
。

そ
し
て
幽
斎
は
、
貞
徳
に
も
、
三
光
院
（
三
条
西
実
枝
）
の
こ
と
ば
を
引
用
し

て
、
初
心
の
時
は
、
歌
書
を
学
ぶ
よ
り
は
、
和
歌
を
詠
ん
で
、
師
匠
の
添
削
を
受

け
る
の
が
良
い
と
話
し
て
い
る
。

 

「
歌
書
の
中
に
な
に
を
宗
と
見
侍
る
べ
き
」と
尋
侍
れ
ば
、「
い
さ
と
よ
。
和

歌
を
よ
み
習
に
は
歌
書
は
い
ら
ぬ
事
也
。
又
い
ら
ぬ
事
か
と
思
へ
ば
、
後
に

は
一
切
経
も
用
に
立
事
な
り
。
さ
れ
ど
も「
さ
し
あ
た
り
て
、
初
心
の
時
は
、

た
ゞ
歌
を
明
暮
よ
み
て
、
師
匠
の
指
南
を
う
る
に
し
か
ず
」
と
三
光
院
殿
の

給
し
」
と
仰
ら
れ
き
。

三
条
西
実
条
が
難
し
い
こ
と
ば
を
問
う
た
の
に
対
し
て
幽
斎
は
「
あ
の
手
間
に

て
、
歌
を
御
見
せ
な
さ
れ
よ
か
し
。
か
よ
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
」と
い
う
。
和

歌
を
学
ぶ
に
は
、
ま
ず
自
ら
詠
ん
だ
和
歌
を
師
匠
に
添
削
し
て
も
ら
い
、
そ
の
後

に
歌
書
を
学
ぶ
こ
と
が
重
要
だ
と
幽
斎
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

身
近
で
学
ん
で
い
る
貞
徳
に
対
し
て
は
、
折
に
触
れ
て
こ
う
し
た
学
び
方
の
指
導

を
す
る
と
と
も
に
、
木
下
長
嘯
子
が
歌
会
に
出
し
た
和
歌
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ど

し
て
、
和
歌
を
詠
む
た
め
の
故
実
を
伝
え
て
い
た
。
貞
徳
は
、
こ
う
し
た
歌
学
の

重
要
性
を
知
っ
て
、
師
伝
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

師
伝
な
き
人
の
歌
書
よ
む
を
き
け
ば
、
清
濁
を
も
弁
ず
、
句
切
を
も
知
ず
、

仮
名
字
を
い
た
は
る
と
云
事
を
も
嫌
は
ず
、
つ
む
る
所
を
も
つ
め
ず
、
は
ぬ

る
所
を
も
は
ね
ず
。
口
中
の
大
事
を
し
ら
ざ
れ
ば
、
開
合
を
も
知
ら
ず
。
か

た
は
ら
い
た
き
事
也
。

三
　
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
秘
伝

そ
れ
で
は
幽
斎
は
、
古
今
伝
受
を
許
さ
な
い
貞
徳
に
、
古
今
伝
受
継
承
者
と
同

じ
内
容
の
秘
説
を
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
貞
徳
翁
記
』に
は
、『
古
今
和
歌
集
』

54
の
「
石
ば
し
る
滝
な
く
も
が
な
桜
花
手
折
り
て
も
こ
む
見
ぬ
人
の
た
め
」
の
解

釈
に
つ
い
て
、
貞
徳
が
幽
斎
に
尋
ね
た
記
事
が
あ
る
。
貞
徳
が
「
滝
の
景
気
手
折

れ
ぬ
程
に
、
見
ぬ
人
の
た
め
い
か
が
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
幽
斎
は
「
そ
れ
も
よ

き
説
な
り
。
用
ゐ
ず
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
返
事
を
し
て
い
る
。
こ
の
「
滝
の
景

色
手
折
れ
ぬ
ほ
ど
に
」
す
な
わ
ち
、
滝
の
景
色
を
折
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
滝
を
背
景
に
し
た
桜
の
美
し
さ
を
見
て
い
な
い
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
解
釈
は
、『
両
度
聞
書
』以
来
継
承
さ
れ
た
、
古
今
伝
受
に
お
け
る
解

釈
で
あ
っ
た
。
貞
徳
が
幽
斎
に
尋
ね
た
と
い
う
こ
と
は
、
貞
徳
は
、
幽
斎
か
ら
正

式
に
は
こ
の
解
釈
を
聴
い
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
解
釈
を

（
4
）
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一
二

知
っ
て
、
幽
斎
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
幽
斎
は
そ
の
解
釈
が
正
し
い
こ
と
を
認
め
た

の
で
あ
る
。

こ
の
滝
の
景
気
を
折
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
の
解
釈
は
、『
両
度

聞
書
』『
伝
心
抄
』に
も
見
ら
れ
る
古
今
伝
受
の
講
釈
に
お
い
て
継
承
さ
れ
た
解
釈

で
あ
っ
た
。
貞
徳
が
そ
の
解
釈
に
気
付
い
て
聞
い
た
こ
と
に
よ
り
「
用
ゐ
ず
に
あ

ら
ざ
る
な
り
」
と
答
え
て
い
る
が
、
貞
徳
が
聞
か
な
け
れ
ば
、
貞
徳
に
伝
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
貞
徳
が
古
今
伝
受
を
受
け
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
幽
斎
か
ら
受
け
継
げ
な
か
っ
た
解
釈
は
他
に
も
あ
る
と
推
定
で
き

る
。
貞
徳
が
継
承
し
た
秘
説
と
、
継
承
で
き
な
か
っ
た
秘
説
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
て
検
討
し
た
い
。

注（
1
）　
「
近
世
歌
学
書
の
中
の
「
古
今
伝
受
」（『
歌
神
と
古
今
伝
受
』
平
30　

和
泉
書
院

（
2
）　

引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
3
）　

引
用
は
歌
学
大
系
に
よ
る
。

（
4
）　

引
用
は
『
近
世
随
想
集
』
に
よ
る
。


