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一

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
テ
ニ
ハ
伝
受
が
加
わ
っ
た
。
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
』
が
あ

る
。
そ
こ
で
浅
田
徹
氏
は
テ
ニ
ハ
伝
書
に
つ
い
て
「
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
」」
と
さ
れ
た
（「
本
書
の
ね
ら
い
」）。「「
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

（
₁
）

（
₂
）

な
い
。

細
川
幽
斎
が
烏
丸
光
広
に
古
今
伝
受
を
相
伝
す
る
前
に
歌
学
指
導
を
し
た
時
の

聞
書
『
耳
底
記
』
に
は
、
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
の
記
述
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。『
耳

底
記
』
見
ら
れ
る
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
の
記
述
は
「
体
系
性
も
理
論
性
も
低
」
い
も

の
で
は
あ
る
が
、
和
歌
指
導
に
お
け
る
テ
ニ
ハ
指
導
に
つ
い
て
の
実
態
を
伺
う
こ

と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
『
耳
底
記
』
に
見
ら
れ
る
テ
ニ
ハ
秘
伝
に
つ
い
て
検

討
す
る
事
に
よ
り
、
和
歌
指
導
に
お
け
る
テ
ニ
ハ
指
導
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

た
い
。

一
　『
耳
底
記
』
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

（
₃
）

小

髙

道

子

『
耳
底
記
』
と
テ
ニ
ハ
秘
伝
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二

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
。
烏
丸
光
広
は
幽
斎
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け

た
当
代
を
代
表
す
る
歌
人
の
一
人
で
決
し
て
「
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
。
む
し
ろ
、
歌
学
指
導
の
最
終
段
階
に
お

け
る
奧
義
の
指
導
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
次
に
、『
耳
底
記
』に
見
ら
れ
る
テ
ニ
ハ

指
導
の
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

慶
長
三
年
八
月
四
日

1　

  

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
ー
中
の
哉
な

り
。
君
が
代
に
ー
か
へ
る
哉
な
り
。
さ
く
ら
さ
く
ー
ふ
き
な
が
す
哉
也
。
あ

ま
ね
く
人
の
知
ら
ぬ
事
也
。

2　

問
、
な
ら
し
と
い
ふ
て
に
は
、
う
た
が
ひ
歟
。

答
、
う
た
が
ひ
に
あ
ら
ず
、
あ
る
な
ら
し
と
い
ふ
も
、
あ
る
と
い
ふ
心
な
り
。

同
月
八
日

3　

つ
ゝ
と
い
ふ
に
、
な
が
ら
と
い
ふ
心
の
も
あ
る
な
り
。

同
月
十
一
日

4　

一
龍
田
川
も
み
ぢ
は
な
が
る
神
な
び
の
三
室
の
山
に
時
雨
れ
ふ
る
ら
し

こ
の
歌
紅
葉
は
の
は
文
字
、
て
に
は
に
よ
む
習
な
り
と
、
三
光
院
殿
仰
せ
ら

れ
し
。同

月
二
十
三
日

5　

  

一
問
、
秋
の
露
や
た
も
と
に
い
た
く
結
ぶ
ら
む
長
き
夜
あ
か
ず
や
ど
る
月
か

な　

此
か
な
、
か
へ
る
哉
に
や
。

答
、
か
へ
る
心
も
す
こ
し
あ
り
、
又
余
情
残
り
て
み
え
た
り
。（
以
下
略
）

同
月
二
十
四
日

6　

一
問
、
ら
ん
と
は
、
や
と
か
、
い
か
で
と
か
、
い
は
ね
ば
は
ね
ら
れ
ぬ
か
。

答
、し
か
な
り
。
ひ
さ
か
た
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
は
る
の
日
に
の
歌
は
、い
か

で
か
と
い
ふ
こ
こ
ろ
を
い
れ
て
み
る
な
り
。
調
の
ほ
か
に
余
情
あ
る
な
り
。

定
家
の
歌
に
い
か
で
か
と
あ
ら
は
し
て
読
み
給
ふ
な
り
。
此
の
歌
は
古
今
に

て
も
秘
歌
な
り
。
又
上
か
ら
つ
ら
り
と
い
ひ
く
だ
し
た
る
ら
ん
あ
り
。
定
家

の
歌
に
う
つ
ろ
ふ
た
め
の
色
に
ぞ
あ
る
ら
ん
。
是
は
つ
ら
と
い
ひ
な
が
し
た

る
な
り
。
た
ん
は
ま
づ
う
た
が
ひ
た
る
て
に
は
な
り
。

九
月
九
日
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三

7　

  

一
問
云
、
音
に
き
く
高
師
の
浜
の
あ
だ
波
は
か
け
じ
や
袖
の
ぬ
れ
も
こ
そ
す

れ
、
と
い
ふ
て
に
は
、
な
に
と
い
ふ
心
ぞ
。

答
、
ぬ
れ
ふ
す
と
い
ふ
心
な
り
。

九
月
十
一
日

8　

一
問
云
、
て
に
は
の
違
と
い
ふ
と
、
ふ
る
と
い
ふ
と
の
差
別
如
何

答
、
違
と
い
ふ
は
て
い
ど
違
な
り
。
ふ
る
と
い
ふ
は
ち
が
ひ
は
せ
い
で
、
題

の
心
に
あ
は
ぬ
を
い
ふ
な
り
。
広
私
云
、
猶
不
審
。

（
略
）

9　

  

一
問
、
名
に
し
お
は
ゞ
逢
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
人
に
し
ら
れ
で
く
る
よ
し
も

が
な　

人
に
し
ら
れ
で
、
清
濁
如
何
。

答
、
て
の
字
清
濁
両
説
な
り
。
し
か
れ
ど
も
に
ご
る
が
よ
き
な
り
。

（
略
）

₁₀　

一
問
、
あ
ら
ん
と
す
ら
ん
。

答
、
あ
ら
う
ず
ら
う
と
い
ふ
手
爾
波
な
り
。

₁₁　

一
問
、
も
ぞ
す
る
。

答
、
も
せ
う
ず
ら
う
と
い
ふ
て
に
は
な
り
。

（
略
）

₁₂　

一
問
、
て
に
は
の
違
と
は
義
理
の
違
を
い
ふ
や
。

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
。
又
ぞ
、
け
る
、
こ
そ
、
け
れ
、
と
あ
な
が
ち
に
い
た
っ
て
の
上
で

は
な
き
と
聞
え
た
り
。

或
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

（
略
）

₁₃　

  

一
肖
柏
の
書
か
れ
た
る
手
爾
波
の
事
の
あ
る
も
の
に
、
分
葉
と
い
ふ
も
の
あ

り
、
か
し
申
す
べ
し
。

（
略
）

₁₄　

  

一
五
文
字
に
か
へ
る
て
に
は
の
歌
も
あ
り
、
二
の
句
へ
か
へ
る
も
あ
り
、
又

心
に
て
か
へ
る
も
あ
り
。
さ
ま
ぐ
に
あ
る
な
り
。

慶
長
四
年
後
三
月
十
三
日

₁₅　

  

一
恋
す
て
ふ
わ
が
名
は
ま
だ
き
立
に
け
り
人
し
れ
ず
こ
そ
思
ひ
そ
め
し
か　

此
か
の
字
す
む
な
り
、
哉
の
心
に
あ
ら
ず
。
き
の
う
ふ
こ
そ
さ
な
へ
と
り
し

か
い
つ
の
ま
に
い
な
ば
色
づ
き
秋
風
ぞ
吹
く　

此
か
の
字
に
同
じ
。
是
も
多

分
に
ご
る
な
り
、
す
む
が
よ
き
な
り
。

こ
の
十
五
項
目
を
検
討
す
る
と
、
1
に
「
三
光
院
殿
古
今
御
伝
授
の
と
き
仰
せ

ら
れ
て
き
か
せ
ら
れ
た
り
。」
と
あ
り
、
4
に
「
三
光
院
殿
仰
せ
ら
れ
し
。」
と
あ

る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
幽
斎
が
古
今
伝
受
を
受
け
た
三
光
院
す
な
わ
ち
三

条
西
実
枝
の
「
仰
せ
」
を
聞
い
た
こ
と
を
光
広
に
語
っ
て
い
る
が
わ
か
る
。
古
今

伝
受
を
受
け
る
時
に
師
か
ら
聞
い
た
内
容
で
あ
る
か
ら
、
歌
学
に
お
け
る
重
要
な

秘
伝
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
も
1
に
は
「
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
。」
と
記
し
て
三



103教養教育研究院論叢　第 ₁ 巻第 ₁ 号

四

の
「
哉
」
を
あ
げ
た
上
で
「
か
へ
る
哉
に
面
白
き
歌
あ
る
も
の
な
り
」
と
記
し
て

い
る
。「
あ
ま
ね
く
人
の
知
ら
ぬ
事
也
」と
い
う
こ
と
ば
と
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
の

内
容
は
、「
あ
ま
ね
く
人
の
知
ら
ぬ
」
重
要
な
歌
道
の
秘
伝
で
あ
る
と
推
定
で
き

る
。
浅
田
氏
は
歌
人
に
お
け
る
テ
ニ
ハ
伝
受
に
つ
い
て
「
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
。」
と
さ
れ
た
。

幽
斎
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
烏
丸
光
広
も
連
歌
を
嗜
み
は
し
た
が
、
古
今
伝
受
の

際
に
指
導
し
、
古
今
伝
受
継
承
者
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
秘
伝
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
。

『
耳
底
記
』に
見
ら
れ
る
連
歌
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
十
五
項
目
の
三
分
の
一

に
あ
た
る
五
項
目
（
4
・
5
・
7
・
9
・
₁₅
）
で
は
、
和
歌
を
あ
げ
て
、
そ
の
和

歌
を
解
釈
す
る
た
め
に
テ
ニ
ハ
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
6
に
お
い
て
も
、

問
に
は
和
歌
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
「
ら
ん
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
答
で
は
、

和
歌
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
引
用
し
た
和
歌
に
つ
い
て
「
此
の
歌
は
古

今
に
て
も
秘
歌
な
り
」
と
記
す
。
こ
れ
ら
も
和
歌
指
導
の
た
め
の
テ
ニ
ハ
指
導
で

あ
り
、「
連
歌
論
か
ら
の
影
響
」
が
「
当
然
あ
っ
た
」
と
は
言
え
な
い
。

『
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
」を
記
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
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
行
わ
れ
た
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
の
指
導
は
、
連

歌
論
と
は
分
け
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

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
。
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
が
大
き
く
異

な
る
。
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
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
祇
を
直
接
継
承
す
る
三
流
の

古
今
切
紙
の
中
で
、
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
和
歌
の
切
紙
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

連
歌
師
は
、
古
今
伝
受
の
中
で
テ
ニ
ハ
指
導
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
連
歌

師
が
こ
う
し
た
和
歌
の
解
釈
の
指
導
を
通
し
て
行
わ
れ
る
テ
ニ
ハ
指
導
を
受
け
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
古
今
伝
受
を
利
用
し
て
テ
ニ
ハ
指
導
・
連
歌
指
導
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。
古
今
伝
受
を
は
じ
め
と
す
る
和
歌
指
導
に
お
い
て
テ
ニ
ハ
指
導
が

行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
心
は
古
今
伝
受
に
お
い
て
継
承
さ
れ
た
歌
学
秘
伝

で
あ
る
。『
耳
底
記
』に
は
連
歌
の
記
事
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
テ
ニ

ハ
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
和
歌
を
解
釈
し
た
り
、
和
歌
を
詠
ん
だ
り
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
。
和
歌
指
導
に
お
け
る
テ
ニ
ハ
指
導
に
つ
い
て
は
、
連
歌
論
と
は

（
4
）

（
5
）
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五

切
り
離
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

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
）　

テ
ニ
ハ
秘
伝
研
究
会
編　

平
成
十
五
年
二
月　

勉
誠
出
版

（
3
）　

引
用
は
歌
学
大
系
に
よ
る
。

（
4
）　

小
髙
「
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
）

（
5
）　
「
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
）。

　
　

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
。
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