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新
資
料
の
研
究
H

『
古
今
集
通
詰
』

つ
レミ

『
古
今
集
通
－
詰
』
は
富
士
谷
御
杖
の
著
作
で
、
古
今
集
の
本
文
の
傍
ら
に
口

訳
を
添
え
た
注
釈
書
で
あ
る
。
こ
の
書
は
い
ま
だ
広
く
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

最
近
刊
行
せ
ら
れ
た
『
古
今
集
・
新
古
今
集
』
（
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
7
）

に
掲
出
の
古
今
集
研
究
書
目
の
中
に
も
そ
の
名
が
見
当
ら
な
い
。
三
宅
消
氏
著

『
宮
土
谷
御
杖
』
第
四
章
第
一
節
の
注
釈
書
解
題
（
一
六
一
一
氏
）
に
は
、
福
井

久
蔵
氏
の
白
須
国
蔵
本
に
拠
っ
て
、
こ
の
書
の
春
歌
上
の
終
り
ま
で
を
合
む
文

献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
御
杖
の
著
作
の
一
つ
と
し
て
『
古
今
集
通
話
』
の

名
を
掲
げ
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
も
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
目
に
触
れ
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
今
こ
こ
に
こ
の
御
杖
の
著
作
に
つ
い
て
解
説
的
に

考
察
を
試
み
、
い
さ
さ
か
私
見
を
述
べ
て
み
よ
う
と
考
え
る
。

わ
た
く
し
の
手
許
に
あ
る
『
古
今
集
通
詰
』
は
古
今
集
二
十
巻
の
巻
第
十
物

名
ま
で
を
上
巻
、
巻
第
十
一
恋
歌
一
か
ら
後
を
下
巻
と
し
て
二
冊
か
ら
成
っ
て

い
る
。
上
巻
下
巻
と
も
に
表
紙
の
外
題
に
は
「
古
今
集
通
話
」
と
あ
る
が
、
巻

初
の
内
題
に
は
「
訳
古
今
集
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
使
用
し
た
古
今
集
の
本
文

は
流
布
本
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
家
蔵
本
で
は
、
注
釈
の
口
訳
が
巻

十
五
恋
歌
五
の
途
中
、
詳
し
く
い
え
ば
業
平
の
「
ゆ
き
か
へ
り
」
（
国
歌
大
観
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て

宇

佐

美

喜

八

番
号
七
八
五
）
の
歌
で
終
り
、
そ
の
後
の
部
分
は
古
今
集
の
本
文
だ
け
を
書
い

て
注
釈
が
記
入
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
御
杖
が
そ
こ
で
注
釈
の
筆
を
投
じ
た
か
否

か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
家
蔵
本
に
は
奥
書
は
な
く
、
巻
初
に
附
し
た
「
お
ほ

む
ね
」
の
末
尾
に
、

文
化
二
年
な
が
月
の
は
じ
め
北
辺
の
よ
も
ぎ
が
ま
ど
に
し
る
し
は
て
き

ふ
ぢ
は
ら
の
な
り
は
る

と唯一
u
か
れ
て
い
る
。
文
化
二
年
に
藤
原
成
元
す
な
わ
ち
御
杖
は
三
十
八
歳
で
あ

っ
て
、
そ
れ
か
ら
十
八
年
後
の
文
政
六
年
八
月
、
彼
は
五
十
六
歳
で
残
し
た
。

年
代
的
に
見
れ
ば
、
御
杖
に
は
『
古
今
集
通
話
』
の
注
釈
の
業
を
、
古
今
集
の

巻
軸
に
及
ぼ
す
余
裕
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
数
年
の
問
、
古
今
集
金
巻

を
注
釈
し
た
『
通
討
』
の
伝
本
は
な
い
か
と
心
に
か
け
て
い
る
が
、
今
日
に
至

る
ま
で
そ
の
種
の
木
に
は
ま
だ
接
し
て
い
な
い
。

さ
て
『
古
今
集
通
話
』
の
著
作
の
趣
旨
や
用
意
な
ど
は
、
巻
初
に
あ
る
前
記

の
「
お
ほ
む
ね
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
そ
れ
に
つ
い
て
解
説
を
し
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。
冒
頭
の
一
節
を
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
句
読
点

お
よ
び
渇
点
を
つ
け
て
示
す
。
以
下
同
様
）

凡
ふ
る
言
に
里
言
を
あ
て
L

心
え
さ
す
る
事
は
、
わ
が
父
成
章
を
お
や
と

し
て
、
近
比
は
世
に
も
う
ち
ま
ね
ぶ
人
も
開
ゆ
れ
ど
、
も
と
よ
り
三
具
の



け
ぢ
め
を
も
よ
く
弁
へ
ず
し
て
、
わ
た
く
し
に
あ
っ
る
が
故
に
、
の
り
と

す
る
に
た
ら
ず
。
成
章
が
か
の
い
と
な
み
、
も
と
よ
り
言
の
本
末
通
別
を

さ
だ
め
て
里
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
き
る
た
ぐ
ひ
に
あ
ら
ず
。
く
は
し
く
は
脚

結
抄
の
お
ほ
む
ね
を
み
て
し
る
べ
し
。
此
古
今
集
は
、
成
章
が
口
づ
か
ら

っ
た
へ
ら
れ
し
を
う
し
な
は
じ
と
お
も
ふ
心
を
し
る
べ
と
し
て
、
お
ち
た

る
所
々
は
成
章
が
こ
L
ろ
を
え
て
里
し
た
る
な
り
。
げ
に
五
種
不
翻
こ
と

は
り
な
る
事
に
て
、
い
に
し
へ
は
歌
の
調
や
が
て
た
Y
ご
と
な
り
し
か

ば
、
後
の
よ
の
人
ば
か
り
歌
よ
む
に
事
し
げ
か
ら
ざ
り
し
な
る
べ
し
。
言

お
ほ
く
は
ひ
な
び
き
と
び
ゆ
き
た
る
世
に
う
ま
れ
い
で
て
、
む
か
し
人
の

し
ら
ぬ
い
と
ま
い
り
を
す
る
事
、
は
れ
も
人
も
い
と
や
む
こ
と
な
き
事
な

り
か
し
。

『
古
今
集
通
話
』
は
御
杖
の
著
作
に
相
違
は
な
い
が
、
右
に
よ
れ
ば
、
そ
の

内
容
は
父
成
章
の
口
述
を
支
柱
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

成
章
が
残
し
た
の
は
御
杖
が
十
二
歳
の
時
で
あ
っ
て
、
右
の
「
お
ほ
む
ね
」
は

そ
れ
か
ら
二
十
六
年
後
の
文
化
二
年
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
前
年
の
文
化
元

年
四
月
に
書
い
た
『
百
人
一
首
燈
』
の
大
旨
の
中
に
お
い
て
、
御
杖
は
「
わ
が

父
成
章
は
い
と
は
や
く
う
し
な
ひ
て
、
な
に
の
心
ば
え
も
口
づ
か
ら
は
聞
か
ざ

り
し
に
、
を
ぢ
な
り
し
成
均
、
た
ど
お
ほ
や
う
に
問
お
か
れ
た
り
し
は
、
歌
に

道
あ
り
、
：
：
・
（
下
略
）
」
と
述
べ
て
お
り
、
父
の
成
章
か
ら
歌
の
道
に
つ
い

て
聞
く
所
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
父
の
口
か
ら
は
古
今
集
の
講

義
も
聞
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
た
と
え
聞
い
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
十
二
歳
以
前
の
幼
年
時
代
の
こ
と
で
、
そ
の
頃
の
父
の
口

述
を
三
十
八
歳
の
時
ま
で
宙
で
覚
え
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
要
す
る

に
、
成
章
の
口
述
を
誰
か
の
書
き
と
ど
め
た
文
献
が
あ
っ
て
、
『
古
今
集
通

話
』
は
そ
れ
を
し
る
べ
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。御

杖
は
右
の
「
お
ほ
む
ね
」
の
初
め
に
、
古
言
の
意
味
を
里
言
を
あ
て
て
心

得
さ
せ
る
方
法
は
、
父
の
成
章
が
先
覚
者
で
あ
っ
て
、
近
頃
こ
れ
に
倣
う
人
は

あ
っ
て
も
、
三
具
を
弁
別
す
る
こ
と
な
く
勝
手
な
あ
て
方
を
し
て
い
て
、
標
準

と
す
る
に
足
り
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。
三
具
と
い
う
の
は
富
士
谷
語
学
の
用

語
で
「
あ
ゆ
ひ
」
・
「
か
ざ
し
」
・
「
よ
そ
ひ
」
の
三
つ
を
意
味
す
る
が
、
三
具
の

区
別
を
わ
き
ま
え
ず
に
古
言
に
但
言
を
あ
て
た
近
頃
の
世
の
人
の
業
総
と
い
う

の
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
文
献
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
わ
た
く
し
は
、
本
居
宜
長
の
『
古
今
集
遠
鏡
』
や
尾
附
雅
嘉
の
『
古

今
和
歌
集
部
言
』
な
ど
を
指
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
ら

は
周
知
の
通
り
古
今
集
を
偲
言
で
訳
し
た
注
釈
苫
で
、
宣
長
の
『
遠
鏡
』
は
文

化
二
年
よ
り
も
八
年
前
の
寛
政
九
年
に
、
雅
嘉
の
両
序
お
よ
び
和
歌
の
『
郁

言
』
は
そ
の
一
年
前
の
寛
政
八
年
に
刊
行
せ
ら
れ
た
。
宜
長
は
『
遠
鏡
』
が
出

て
か
ら
四
年
後
の
享
和
元
年
に
残
し
、
・
雅
嘉
は
文
化
二
年
に
は
六
十
五
歳
で
ま

だ
健
在
で
あ
っ
た
。
宣
長
も
雅
立
加
も
近
頃
世
に
成
章
の
里
言
訳
の
方
法
を
「
う

ち
ま
ね
ぶ
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
松
尾
捨
治
郎
氏
は
『
遠

鏡
』
が
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
を
参
考
に
し
て
世
い
か
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
（
『

校
注
あ
ゆ
ひ
抄
』
二
九
二
H
H

・
共
他
）
、
雅
嘉
も
ま
た
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
は
接

し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
人
の
書
を
御
杖
は
「
お
ほ
む
ね
」
の
冒
頭

で
庇
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。
御
杖
の
『
古
今
集
通
訪
』
も
ま
た
古
今

集
の
口
訳
書
の
一
つ
で
あ
る
。
も
し
も
御
杖
が
宣
長
や
雅
嘉
の
古
今
集
口
訳
を

則
と
す
る
に
足
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
か
れ
ら
に
後
れ
て
屋
上
さ
ら
に
屋
を

架
す
る
同
種
の
著
述
を
は
た
し
て
企
て
た
で
あ
ろ
う
か
。
『
遠
鏡
』
や
『
郁

言
』
に
お
け
る
口
訳
を
三
共
の
区
別
を
弁
え
な
い
私
解
で
あ
る
と
見
な
せ
ば
こ

そ
、
御
杖
は
父
成
章
の
樹
立
し
た
語
学
に
基
づ
い
て
、
古
今
集
の
正
し
い
ロ
訳
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を
示
す
た
め
に
『
通
詰
』
を
著
わ
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
成

章
の
方
法
に
倣
っ
た
近
頃
の
世
の
人
の
口
訳
は
則
と
す
る
に
足
り
な
い
と
い
っ

た
後
、
成
章
の
口
訳
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
大
旨
を
見
て
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
言

語
の
本
末
通
別
を
定
め
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
「
さ
る
た
ぐ
ひ
に
あ
ら
ず
」
と

断
言
し
、
こ
の
『
通
話
』
は
成
章
の
口
述
を
参
考
と
し
て
、
口
述
に
欠
け
た
所

は
成
章
の
精
神
を
体
し
て
補
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
、
御
杖
が
『
古
今
集
通
話
』
を
著
わ
し

た
趣
旨
は
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。

前
引
の
「
お
ほ
む
ね
」
の
後
半
に
は
古
今
集
の
口
訳
に
あ
た
り
、
古
今
の
言

語
の
相
違
に
つ
い
て
御
杖
の
感
じ
た
所
を
述
べ
て
い
る
。
「
五
種
不
翻
」
は
仏

語
で
死
語
の
仏
典
を
漢
語
に
訳
す
る
際
に
、
玄
突
の
定
め
た
不
翻
の
こ
と
を
い

う
が
、
こ
の
言
葉
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
大
旨
上
で
も
古
語
の
口
訳
の
問
題
を
論
じ

た
所
に
見
え
仏
典
漠
訳
の
際
に
翻
訳
し
難
い
五
種
類
の
語
句
の
意
に
用
い
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
御
杖
も
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
用
例
に
倣
っ
て
用
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
古
え
の
歌
の
詞
は
た
だ
ご
と
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
麓
庵
の

歌
論
を
心
得
て
い
て
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。
御
杖
が
麓
庵
と
直
接
に
ど
れ
程
の

交
渉
が
あ
っ
た
か
は
、
中
野
稽
雪
氏
の
『
小
沢
麓
庵
』
そ
の
他
の
著
書
に
よ
っ

て
も
不
明
で
あ
る
が
、
四
年
前
の
御
欄
が
三
十
四
歳
の
時
ま
で
生
存
し
た
こ
の

平
安
の
大
歌
人
の
名
声
や
主
張
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
御
杖
と
R
M
樹

と
が
親
し
い
交
り
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

「
お
ほ
む
ね
」
の
前
記
に
続
く
す
〈
に
は
、
凡
例
と
も
称
す
べ
き
記
述
が
あ
る

が
、
そ
の
部
分
は
こ
こ
に
全
文
を
引
用
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
凡

例
の
中
に
は
口
訳
の
語
に
関
し
て
、

里
言
の
う
ち
に
、
た
と
へ
ば
の
み
と
い
う
脚
結
に
、
パ
ッ
カ
リ
、
シ
マ
ウ

な
ど
、
二
様
に
あ
て
た
る
所
々
あ
り
。
歌
に
よ
り
て
里
言
を
く
る
は
せ
た

る
に
は
あ
ら
ず
。
此
事
歌
を
よ
ま
む
に
も
、
ふ
み
を
か
か
む
に
も
心
え
お

く
べ
き
事
な
り
。

と
い
い
、
日
本
語
の
特
色
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
所
が
あ
る
。

わ
が
御
国
の
こ
と
葉
の
つ
か
ひ
ゃ
う
、
か
ら
国
な
ど
に
は
い
た
う
た
が
へ

る
事
也
。
そ
の
故
は
、
か
の
国
は
事
々
物
々
に
な
き
も
じ
な
く
と
と
の
ほ

り
た
り
。
こ
こ
に
は
た
だ
音
を
も
て
、
三
千
の
森
羅
を
も
よ
く
し
ら
す
る

わ
ざ
な
れ
ば
、
こ
れ
に
て
か
れ
を
さ
と
る
事
つ
ね
な
り
。
た
と
へ
ば
源
氏

物
語
に
、
「
た
の
も
し
け
れ
ど
、
く
び
ほ
そ
し
と
て
、
云
云
」
と
い
へ
る

た
ぐ
ひ
に
て
、
ま
こ
と
に
首
の
ほ
そ
き
を
も
い
ひ
、
叉
か
く
は
か
な
げ
な

ママ

る
さ
ま
を
も
い
ふ
が
ご
と
し
。
い
み
じ
き
な
ど
い
う
詞
も
、
お
か
し
き
を

も
、
う
れ
し
き
を
も
、
か
な
し
き
を
も
、
く
る
し
き
を
も
い
ふ
た
ぐ
ひ
な

り
。
ひ
と
つ
の
心
を
え
て
い
く
つ
を
も
さ
と
す
事
、
わ
が
御
国
の
言
を
つ

か
ふ
つ
ね
な
れ
ば
、
ふ
た
つ
の
里
言
を
あ
て
た
る
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て

歌
を
も
ふ
み
を
も
心
え
む
に
む
ね
と
す
べ
き
事
な
れ
ば
、
つ
い
で
に
い
ふ

也
。
（
文
中
の
「
」
筆
者
）

文
中
の
源
氏
物
語
の
言
葉
は
帯
木
の
巻
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続

い
て
詞
書
の
訳
に
関
す
る
こ
と
を
記
し
、
歌
人
の
心
得
を
述
べ
て
凡
例
の
部
分

は
終
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

端
作
の
詞
を
里
す
る
事
、
歌
の
調
と
は
た
が
へ
り
。
も
と
古
今
撰
集
の
こ

と
が
き
は
、
撰
者
の
奏
覧
の
た
め
の
詞
な
れ
ば
な
り
。
此
こ
と
を
弁
へ
ぬ

人
、
歌
の
端
作
は
撰
集
が
お
や
ぞ
と
心
え
て
、
す
ず
ろ
に
侍
る
、
ま
か

る
、
た
う
ベ
、
ま
う
で
、
な
ど
か
く
人
も
世
に
み
ゆ
れ
ば
、
序
に
こ
れ
を

も
い
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
撰
集
の
は
み
か
ど
に
申
す
詞
な
れ
ば
、
こ
と
に
ゐ

や
／
t
＼
し
く
か
か
れ
た
り
。
さ
な
ら
で
も
、
物
語
ど
も
に
も
む
か
へ
る
人

あ
り
て
い
ふ
時
は
、
い
づ
れ
も
此
例
な
り
。
そ
れ
ら
を
も
み
あ
は
せ
て
こ
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れ
を
心
う
べ
し
。

こ
れ
ら
の
文
に
お
い
て
御
杖
は
歌
よ
む
人
た
ち
の
心
得
を
も
述
べ
て
い
る

が
、
『
古
今
集
通
詰
』
を
読
む
人
と
し
て
歌
人
た
ち
を
予
想
し
た
か
ら
で
あ

る
。
当
時
の
京
都
の
歌
壇
で
は
、
や
は
り
古
今
集
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
麓
庵
の
た
だ
ご
と
歌
の
主
張
に
し
て
も
、
景
樹
の
し
ら

ベ
の
説
に
し
て
も
、
現
代
主
義
的
な
性
格
の
強
い
歌
論
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お

か
れ
ら
は
古
今
集
の
歌
に
作
歌
の
規
範
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
御

杖
は
堂
上
派
の
系
統
を
承
け
た
歌
人
で
あ
っ
て
、
古
今
集
を
尊
崇
し
た
こ
と
は

守

当
然
で
あ
り
、
『
古
今
集
通
詰
』
を
著
わ
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
三
具
の

区
別
を
わ
き
ま
え
た
正
し
い
古
今
集
の
口
訳
書
を
作
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
て

も
、
誰
を
相
手
に
古
今
集
の
正
し
い
ロ
訳
を
示
そ
う
と
し
た
か
と
い
え
ば
、
こ

れ
を
作
歌
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
参
考
に
供
し
よ
う
と
す
る
目
的
の
あ
っ
た
こ

と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
『
古
今
集
通
話
』
は
、
歌
学

び
を
す
る
人
た
ち
の
た
め
に
、
古
今
集
の
正
し
い
口
訳
を
示
さ
う
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
古
今
集
通
話
』
に
お
け
る
口
訳
は
、
御
杖
に
よ
れ
ば
、
前
記
の
ご
と
く
成

章
の
ロ
訳
を
主
体
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
杖
は
成
章
の
口
訳
が
言

葉
の
本
末
通
別
を
定
め
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
詳
し
く
は
『
あ
ゆ
ひ

抄
』
の
大
旨
を
見
て
知
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
。
従
っ
て
、
『
古
今
集
通
話
』

に
お
け
る
ロ
訳
が
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
見
ら
れ
る
成
章
の
語
学
説
に
基
づ
く
所
の

あ
る
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
予
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
幼
に
し
て
父

を
失
っ
た
御
杖
は
、
父
の
遺
著
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
を
師
と
し
て
歌
を
詠
み
習
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
『
古
事
記
燈
』
大
旨
「
言
霊
弁
」
の
冒
頭
に
、
御
杖
は
次
の
ご

と
く
記
し
て
い
る
。

稚
か
り
し
時
よ
り
、
父
が
志
に
し
た
が
ひ
て
歌
よ
み
な
ら
ひ
し
に
、
成
元

十
二
歳
な
り
し
時
父
を
う
し
な
ひ
つ
れ
ば
、
た

r
父
が
っ
く
り
の
こ
せ
り

し
脚
結
抄
を
ば
師
と
し
て
、
歌
を
の
み
よ
み
わ
た
り
し
に
、
－
j
i
－－（下

略）
こ
の
よ
う

F
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
は
御
杖
の
若
い
日
の
歌
学
び
の
師
で
あ
っ
た
。

『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
お
び
た
だ
し
い
用
例
歌
の
「
あ
ゆ
ひ
」
に
附
し
た
口
訳
は
、

そ
の
立
味
に
お
い
て
も
『
古
今
集
通
話
』
の
口
訳
の
中
に
活
か
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
『
古
今
集
通
話
』
の
口
訳
を
、
『

あ
ゆ
ひ
抄
』
の
説
と
の
関
係
を
中
心
に
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
古
今
集
通
話
』
の
ロ
訳
は
全
訳
の
形
を
と
ら
ず
、
本
文
の
傍
ら
に
注
記
の

形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
巻
頭
の
歌
の
場
合
を
例
に
上
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ

る。

ネ
Y
ナ

イ

ノ

マ

V

タ

ミ

マ

V

P

ふ
る
と
し
に
春
た
ち
け
る
日
よ
め
る
峨
刊
航
U
字
ヲ
略
ケ
ル
ナ
リ

在

原

元

方

ネ
Y
ナ

イ

テ

V
マ

ワ

タ

ゴ

ト

ジ

ヤ

－

P
・

月

・

ヲ

カ

年
の
内
に
春
は
き
に
け
り
一
と
せ
を
こ
ぞ
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む

「
や
」
の
右
に
黒
丸
の
あ
る
の
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
お
け
る
と
同
じ
く
「
め
ぐ

ら
し
て
心
得
る
脚
結
」
の
印
で
、
「
い
は
ウ
カ
」
と
下
に
め
ぐ
ら
し
て
カ
と
訳

す
る
こ
と
を
示
す
。
歌
の
全
訳
は
傍
ら
に
記
さ
れ
た
ロ
訳
を
入
れ
て
、

ネ

γ
ナ
イ
に
春
は
き
テ
シ
マ
ウ
タ
コ
ト
ジ
ャ
。
一
と
せ
を
こ
ぞ
と
い
は
ウ

ヵ
、
今
年
と
い
は
ウ
ヵ
。

と
な
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
助
動
調
・
助
詞
の
口
訳
が
、
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
示
さ

れ
た
口
訳
と
一
致
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
即
ち
「
き
に
け
り
」
を
「
き
テ

シ
マ
ウ
タ
コ
ト
ジ
ヤ
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
、
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
巻
四
の
五
「
去
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倫
」
の
「
た
ち
ゐ
」
の
条
お
よ
び
同
じ
く
六
の
「
来
倫
」
の
「
何
け
り
」
の
条

に
「
に
け
り
」
を
「
テ
シ
モ
タ
コ
ト
ヂ
ヤ
」
と
口
訳
す
べ
き
旨
示
し
て
い
る
の

に
適
っ
て
い
る
。
「
と
や
い
は
む
」
を
「
と
い
は
ウ
カ
」
と
訳
し
て
い
る
の

は
、
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
巻
一
の
ニ
「
疑
属
」
の
「
何
や
何
」
の
第
二
「
さ
さ
ぬ
中

の
や
」
に
、
「
虫
、
い
づ
れ
も
〔
や
〕
を
回
は
し
て
、
下
の
〔
何
〕
に
〔
カ
〕

を
付
け
て
心
得
ベ
し
。
」
と
説
い
て
い
る
の
と
、
同
巻
四
の
三
「
将
倫
」
の
「
何

む
」
の
条
で
袈
（
日
言
語
主
体
自
身
の
場
合
）
の
〔
む
〕
は
里
言
の
（
ウ
〕
で

あ
る
旨
説
い
て
い
る
の
と
に
一
致
し
た
口
訳
で
あ
る
。
（
小
前
に
引
く
『
あ
ゆ

ひ
抄
』
の
本
文
は
、
中
田
・
竹
岡
両
氏
共
著
『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』
の
現
代
様
式

に
近
づ
け
ら
れ
た
本
文
に
拠
る
こ
と
に
す
る
。
）

『
古
今
集
通
話
』
の
口
訳
は
こ
の
よ
う
に
成
章
の
説
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

語
法
を
重
ん
じ
た
口
訳
で
あ
る
と
い
っ
て
も
差
支
え
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

特
色
は
『
遠
鏡
』
や
『
部
言
』
の
口
訳
に
比
較
す
る
時
、
さ
ら
に
明
ら
か
で
あ

る
と
考
え
る
。
右
の
古
今
集
の
巻
頭
歌
を
宣
長
は
『
遠
鏡
』
で
次
の
よ
う
に
口

訳
し
て
い
る
。

年
内
－
一
春
ガ
キ
タ
ワ
ィ
。
コ
レ
デ
ハ
、
同
ジ
一
年
ノ
内
ヲ
、
去
年
ト
云
タ

者
デ
ア
ラ
ウ
カ
。
ヤ
ッ
パ
リ
コ
ト
シ
ト
云
タ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
カ
。

雅
嘉
の
『
郁
一
吉
』
の
口
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

冬
の
う
ち
に
叉
春
が
き
た
。
こ
れ
で
は
、
お
な
じ
一
年
の
う
ち
の
、
き
の

ふ
ま
で
を
、
去
年
と
い
ふ
た
も
の
で
あ
ら
ふ
か
。
や
は
り
こ
と
し
と
い
ふ

た
も
の
で
有
ふ
か
。

「
き
に
け
り
」
を
宣
長
は
「
き
タ
ワ
イ
」
、
雅
嘉
は
「
き
タ
」
と
訳
し
、
「
と

や
い
は
む
」
は
両
者
と
も
に
「
と
イ
ウ
タ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
カ
」
と
口
訳
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
を
御
杖
が
「
キ
テ
シ
マ
ウ
タ
コ
ト
ジ
ヤ
」
、
「
と
い
は
ウ
カ
」
と
口

訳
し
て
い
る
の
は
、
両
者
に
比
べ
る
と
原
文
に
即
し
た
文
法
的
な
解
釈
で
あ
る

と
い
い
得
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
御
杖
は
、
宣

長
や
雅
草
加
の
口
訳
を
コ
ニ
具
の
け
ぢ
め
を
も
よ
く
弁
へ
ず
し
て
」
私
立
を
も
っ

て
訳
し
た
も
の
と
見
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
ま
た
「
一
百
の
本
末
通
別
を

さ
だ
め
で
里
せ
ら
れ
た
」
父
成
章
の
説
を
主
体
と
し
て
、
最
も
正
し
い
と
信
ず

る
古
今
集
の
口
訳
を
古
く
こ
と
を
思
い
立
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
引
か
れ
た
古
今
集
の
歌
は
四
百
首
近
く
あ
る
が
、
同
じ
歌

が
二
回
以
上
引
か
れ
て
い
る
場
合
（
内
一
回
は
そ
の
歌
の
語
句
が
引
か
れ
て
い

る
場
合
も
含
む
）
が
あ
っ
て
、
延
べ
数
に
す
れ
ば
四
百
何
十
首
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
或
る
「
あ
ゆ
ひ
」
の
用
例
や
口
訳
な
ど
を
示
す
た

め
に
引
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
に
付
け
ら
れ
た
「
あ
ゆ
ひ
」
の
口
訳
は
、
『
古

今
集
通
話
』
に
お
け
る
口
訳
に
活
用
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
予
想
せ
ら
れ
る
。

次
に
古
今
集
の
四
季
歌
の
中
か
ら
、
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
完
全
な
形
で
二
回
以
上

引
か
れ
て
い
て
「
あ
ゆ
ひ
」
に
口
訳
の
付
せ
ら
れ
た
歌
を
若
干
と
り
あ
げ
、
そ

の
予
想
に
つ
い
て
吟
味
を
し
て
み
よ
う
。

ま
つ
人
も
こ
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
に
お
の
な
き
つ
る
花
を
折
り
て
け
る
か
な
（
春

下
・
一

O
O）

傍
線
の
脚
結
に
つ
い
て
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は
「
つ
る
」
に
「
タ
ソ
ノ
」
（
巻

五
・
て
身
・
何
つ
る
）
、
「
て
け
る
か
な
」
に
「
テ
ノ
ケ
タ
コ
ト
カ
ナ
」
（
巻

五
・
て
身
・
何
て
け
り
〉
と
口
訳
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
所
を
『
通
話
』
で
は

「
な
イ
タ
ソ
ノ
花
」
、
「
折
ッ
テ
シ
マ
ウ
タ
コ
ト
カ
ナ
」
と
口
訳
し
、
「
つ
る
」

の
訳
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

契
り
け
む
心
ぞ
つ
ら
き
一
女
の
年
に
ひ
と
た
び
あ
ふ
は
あ
ふ
か
は
（
秋
上

．
一
七
八
）

『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は
、

「
け
む
」
に
「
タ
コ
ト
デ
ア
ラ
ウ
」
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－
何
け
む
）
、
「
か
は
」
に
「
ト
云
モ
ノ
カ
イ
ノ
」
（
巻
一
・
疑
属
・
何
か
は
）

と
口
訳
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
所
を
『
通
話
』
に
は
「
ち
ぎ
ッ
タ
デ
ア
ロ
ウ

心
」
、
「
あ
ふ
ノ
ハ
あ
ふ
ノ
カ
イ
」
と
訳
し
て
い
て
、
『
遠
鏡
』
に
「
約
束
シ
テ

オ
イ
タ
棚
機
ノ
心
」
、
「
ア
ウ
ノ
ガ
ア
ウ
ノ
ヵ
。
ソ
レ
ヤ
ア
ウ
ト
云
モ
ノ
デ
ハ

ナ
ィ
。
」
と
訳
し
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
訳
と
同
趣
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ま
つ
人
削
剥
剖
刷
も
の
か
ら
は
つ
雁
の
け
さ
な
く
こ
ゑ
の
め
づ
ら
し
き

か
な
（
秋
上
・
二

O
六）

『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は
、
「
に
あ
ら
ぬ
」
に
コ
ア
ナ
イ
一
（
巻
四
・
有
倫
・
た

ち
ゐ
）
、
「
か
な
」
に
「
ヨ
ト
カ
ナ
」
（
巻
一
・
詠
属
・
何
か
な
）
と
口
訳
を
付

け
て
い
る
。
『
通
話
』
で
も
「
ま
つ
人
デ
ナ
イ
」
、
「
め
づ
ら
し
イ
コ
ト
カ
ナ
」

と
同
様
の
口
訳
を
施
し
て
い
る
。

名
に
め
で
て
を
れ
る
同
州
引
矧
女
郎
花
わ
れ
お
ち
叫
剖
U
人
に
か
た
る
な

（
秋
上
・
二
二
六
）

『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は
こ
の
歌
を
三
回
例
に
引
き
、
「
ば
か
り
ぞ
」
に
「
ノ
ト

云
プ
ン
ヂ
ヤ
ゾ
」
（
巻
三
・
の
家
・
末
ば
か
り
て
「
に
き
と
」
に
「
テ
シ
モ
タ

コ
ト
デ
ゴ
ザ
ル
ト
」
（
巻
四
・
去
倫
・
た
ち
ゐ
）
と
口
訳
を
付
し
、
ま
た
別
に

「
ぞ
」
に
つ
い
て
、
「
ヂ
ヤ
ゾ
」
と
ロ
訳
を
付
け
て
示
し
て
い
る
。
（
巻
二
・

ぞ
家
・
何
ぞ
）
。
『
通
詰
』
で
は
「
を
ツ
タ
ば
か
り
ジ
ヤ
ゾ
」
「
お
ち
テ
シ
マ
ウ

タ
と
」
と
口
訳
が
あ
る
。
「
ば
か
り
」
の
ロ
訳
に
つ
い
て
は
、
『
あ
ゆ
ひ
抄
』

（
巻
三
・
同
前
）
に
「
ト
イ
フ
プ
ン
と
里
す
ベ
し
。
こ
れ
も
際
を
受
け
て
は
ノ

ト
イ
フ
プ
γ
と
心
得
ベ
し
。
」
と
説
長
与
制
の
歌
を
引
用
し
て
つ
け
て
い
る
ロ
訳

に
従
っ
て
い
な
い
。
（
廃
は
連
体
形
あ
る
い
は
そ
の
語
尾
の
「
る
」
「
き
」
を

い
う
。
）
「
ば
か
り
」
は
「
パ
カ
リ
」
と
し
て
お
い
た
方
が
ロ
訳
と
し
て
聞
き
ょ

い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

け
ぬ
州
う
へ
に
叉
も
ふ
り
し
け
春
霞
た
ち
な
ば
み
ゆ
き
ま
れ
に
こ
そ
み
め

（
冬
・
三
一
三
ニ
）

『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は
、
「
が
」
に
「
ノ
ガ
」
（
巻
三
・
の
家
・
何
が
）
、
「
め
」

に
「
ウ
ズ
レ
」
（
巻
四
・
将
倫
・
何
め
）
と
口
訳
を
付
し
て
い
る
。
「
め
」
の

方
に
つ
い
て
は
「
た
だ
ウ
と
卑
し
て
も
よ
し
。
」
と
い
い
、
但
し
「
何
め
」
と

よ
む
歌
は
多
く
係
結
び
に
な
っ
た
場
合
で
あ
る
と
い
っ
て
、
「
〔
こ
そ
〕
を
旦
言

の
ま
ま
に
み
て
勢
を
あ
ら
せ
て
ウ
ズ
レ
と
心
得
る
も
よ
し
。
」
と
述
べ
、
右
の

歌
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
『
通
話
』
で
は
「
キ
エ
ヌ
ソ
ノ
う
へ
に
」
、
「
ま
れ
に

ナ
ニ
ヨ
リ
モ
み
ヨ
ウ
ズ
レ
」
と
訳
し
て
い
る
。
「
ナ
ニ
ヨ
リ
モ
」
と
い
う
語
を

添
え
て
「
こ
そ
」
と
い
う
係
助
詞
の
趣
を
表
わ
す
方
法
は
、
や
は
り
『
あ
ゆ
ひ

抄
』
（
巻
二
・
ぞ
家
・
あ
た
る
中
の
こ
そ
）
に
説
く
所
で
あ
る
。
「
キ
エ
ヌ
ソ

ノ
う
へ
に
」
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
「
き
え
ぬ
ノ
ガ
う
へ
に
」
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

し
た
よ
う
な
言
い
方
で
、
『
遠
鏡
』
の
「
マ
ダ
キ
エ
ヌ
ウ
ヘ
ヘ
モ
』
と
い
た
／
訳

よ
り
も
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
訳
に
近
い
で
あ
ら
う
。

右
の
ご
と
く
『
古
今
集
通
話
』
の
ロ
訳
は
成
立
の
語
学
説
を
主
体
に
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
く
、
御
杖
が
「
お
ほ
む
ね
」
に
述
べ
て
い
る
所
を
首
肯
し
得
る

の
で
ゆ
め
る
。
然
し
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
説
く
所
の
ロ
訳
法
か
ら
見
て
、
不
審
を
い

だ
か
せ
る
ロ
訳
が
な
い
で
も
な
い
。
一
例
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
『
あ
ゆ
ひ

抄
』
巻
二
・
っ
そ
家
」
の
「
何
ぞ
何
」
の
第
二
「
あ
た
る
中
の
ぞ
」
の
項
に

は
、
下
に
係
結
び
の
あ
る
場
合
の
係
肪
詞
「
ぞ
」
の
ロ
訳
法
が
説
か
れ
て
い

る
。
先
ず
そ
の
大
原
則
と
し
て
、

皇
、
裏
に
「
コ
チ
ハ
」
と
言
ふ
。
表
に
「
何
カ
シ
ラ
ズ
」
と
言
ふ
。

と
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
畳
一
口
語
主
体
自
身
の
上
の
表
現
の
場
合
の
「
ぞ
」

は
「
コ
チ
ハ
」
、
自
己
以
外
の
他
者
の
表
現
の
場
合
の
「
ぞ
」
は
「
何
カ
シ
ラ

ズ
」
と
訳
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
次
に
こ
の
種
の
「
ぞ
」
に
つ
き
上
に
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来
る
語
に
よ
っ
て
四
様
が
あ
る
旨
を
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
の
口
訳
法
を
説

き
、
最
後
に
古
今
集
の
歌
を
例
に
あ
げ
て
い
る
。
詳
し
く
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
を

参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
に
は
成
章
が
引
用
し
て
訳
例
を
示
し
た
古
今
集
の
歌
を

抄
記
す
る
に
と
ど
め
る
。

桜
散
る
花
の
所
は
春
な
が
ら
雪
矧
（
ガ
何
カ
シ
ラ
ズ
）
降
り
つ
つ
消
え
が

て
に
す
る
（
春
下
・
七
五
）

梅
の
花
咲
け
る
春
ベ
は
く
ら
ぶ
山
聞
に
越
ゆ
れ
ど
（
何
カ
シ
ラ
ズ
）
し
る

く
矧
あ
り
け
る
（
春
上
・
三
九
）

長
し
と
も
（
コ
チ
ヤ
〉
思
ひ
矧
果
て
ぬ
背
よ
り
逢
ふ
人
か
ら
の
秋
の
夜
な

れ
ば
（
恋
三
・
六
三
六
）

残
り
な
く
散
る
矧
（
ノ
ガ
コ
チ
ヤ
）
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の
中
果
て

の
憂
け
れ
ば
（
春
下
・
七
一
）

わ
が
た
め
に
来
る
秋
に
し
も
あ
ら
な
く
に
虫
の
音
聞
け
ば
ま
づ
ぞ
（
コ
チ

ヤ
）
悲
し
き
（
秋
上
・
一
八
六
）

こ
れ
ら
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
お
け
る
「
ぞ
」
の
口
訳
を
『
通
話
』
の
歌
に
お
け

る
口
訳
の
場
合
と
比
較
す
る
時
、
表
の
「
何
カ
シ
ラ
ズ
」
は
問
題
が
な
い
と
し

て
、
右
に
裏
の
意
味
と
し
て
「
コ
チ
ヤ
」
ハ
コ
チ
ハ
）
と
訳
し
て
あ
る
「
ぞ
」

が
、
『
通
話
』
で
は
み
な
表
の
「
何
カ
シ
ラ
ズ
」
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

「
な
が
イ
ト
イ
フ
ヤ
ウ
ニ
モ
、
ナ
ニ
カ
シ
ラ
ズ
思
ひ
ヌ
カ
ヌ
ゾ
」
、
「
ち
る
ハ
、

ナ
ニ
カ
シ
ラ
ズ
、
カ
ク
ベ
ツ
ナ
コ
ト
ヤ
」
、
「
虫
の
音
ヲ
キ
ク
ト
一
番
ガ
ケ
ニ
、

ナ
エ
カ
ナ
シ
ニ
何
カ
シ
ラ
ズ
、
悲
し
き
」
と
口
訳
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
散
る
ぞ
め
で
た
き
」
の
「
ぞ
」
が
裏
で
あ
る
か
表
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は

問
題
も
あ
ろ
う
し
、
裏
は
表
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
御

杖
の
書
で
は
な
に
ゆ
え
に
こ
の
種
の
「
ぞ
」
を
す
べ
て
「
何
カ
ジ
ラ
ズ
」
と
訳

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
鴬
の
な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
」

（
春
上
・
一
一
）
、
「
ち
り
な
む
後
矧
恋
ひ
し
か
る
べ
き
」
（
同
・
六
七
）
な
ど

の
っ
そ
」
も
『
通
話
』
で
は
「
何
カ
シ
ラ
ズ
」
と
訳
し
、
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
示

す
裏
の
「
コ
チ
ハ
」
（
コ
チ
ヤ
）
を
無
視
し
た
か
の
よ
う
な
態
度
で
あ
る
。
し

か
も
結
び
を
持
つ
「
ぞ
」
を
「
ナ
ニ
カ
シ
ラ
ズ
」
と
訳
す
る
こ
と
は
機
械
的
に

な
っ
て
い
て
、
序
文
の
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
葉
と
引
な
れ
り
け
る
」
、
秋
歌
上

（
一
二
二
）
の
「
あ
ま
の
と
わ
た
る
雁
に
矧
あ
り
け
る
」
な
ど
の
「
ぞ
」
を

「
ナ
ニ
カ
シ
ラ
ズ
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
、
成
章
の
表
の
訳
の
活
用
で
あ
る
と

は
い
え
、
口
訳
と
し
て
は
奇
異
な
感
じ
を
抱
か
せ
る
。

以
上
、
『
古
今
集
通
話
』
に
つ
い
て
概
略
考
察
を
試
み
た
が
、
こ
の
替
は

『
遠
鏡
』
、
『
都
言
』
に
並
べ
て
み
る
時
、
近
世
に
お
け
る
古
今
集
の
口
訳
書

と
し
て
最
も
語
法
的
に
訳
が
施
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
語
法
的
な
も
の
は
宮
土
谷
家
の
語
学
か
ら
生
じ
て
い

て
、
特
異
な
色
彩
の
混
じ
っ
た
学
問
的
ロ
訳
を
形
作
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ

る。
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