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二
節

結
論

参
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献
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水

野

郁

子 1

序

・
新
古
今
集
以
後
i
v

一
般
的
に
い
っ
て
衰
退
の
運
命
を
た
ど
っ
た
勅

撰
和
歌
の
歴
史
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
玉
葉
集
と
風
一
雅
集
と
が
一
形
成
す

る
一
時
期
の
和
歌
は
意
義
の
深
い
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。
玉
業
・

風
雅
の
和
歌
は
、
当
時
の
複
雑
な
社
会
情
勢
と
、
京
極
派
の
歌
壇
を

主
宰
し
た
京
極
為
兼
の
個
性
的
な
性
格
、
特
殊
な
政
治
的
地
位
が
影

響
し
て
、
他
の
時
代
に
み
ら
れ
な
い
異
常
な
環
境
の
う
ち
に
育
っ
た
。

と
こ
ろ
で
中
世
歌
壇
史
に
お
け
る
最
も
顕
著
な
動
向
に
流
派
間
の

激
烈
な
抗
争
と
い
う
事
点
的

ve
当
時
皇
統
は
大
覚
寺
統
（
亀
山
院

の
皇
統
〉
、
持
明
院
統
（
後
深
草
院
の
皇
統
〉
に
分
立
し
、
ま
た
鎌

倉
中
期

K
歌
道
師
範
と
し
て
の
歌
壇
的
地
位
を
確
立
し
て
い
た
御
子

左
家
も
こ
条
・
京
極
・
冷
泉
の
三
家
K
分
裂
し
、
そ
の
各
流
派
が
先

の
皇
統
に
そ
れ
ぞ
れ
結
合
し
て
烈
し
く
対
抗
し
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
両
統
の
迭
立
を
「
歌
の
家
」
と
の
深
い
結
び
つ
き
に
強
い

興
味
を
い
だ
き
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
が
、
勅
撰
集
で
あ
る

玉
葉
集
の
成
立
過
程
と
特
色
と
い
う
核
心
に
進
む
に
つ
れ
て
、
せ
り

あ
い
と
い
う
緊
張
し
た
政
治
状
況
が
御
子
左
家
の
分
裂
と
も
か
ら
み
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大
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持
明
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後
伏
見
天
皇

4
制
恥
天
皇

一

一

北

2

寸
後
深
草
天
皇
l
伏
見
天
皇
｜
花
園
天
皇
「
光
明
天
皇

後

嵯

峨

天

皇

一

後

二

条

天

皇

l
邦
良
親
王

「
亀
山
天
皇
i
後

宇

多

天

上

「

世

良

親

王

後
醍
醐
天
皇
l
後
村
上
天
皇

ハ
御
子
左
家
の
分
裂

V

俊
成

l
l
定
家

l
l
為
家

〈
二
条
）

為
氏
l
l
為
世

l
l
為
藤

れ
れ

f

一ー［一一
為
顕

1
1
為
仲

（
冷
泉
）

為
相
l
v
l
為
成

(, 

あ
っ
て
、
か
え
っ
て
勅
撰
集
の
撰
進
を
促
し
た
と
強
く
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
K
掲
げ
る
系
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。

玉
葉
集
の
成
立
に
先
立
っ
て
、
京
極
為
兼
と
二
条
為
世
と
は
弘
安

末
年
か
ら
対
抗
を
強
く
し
、
永
仁
勅
撰
の
議
（
永
仁
元
年
、
一
二
九

三
年
）
に
端
を
発
し
て
激
し
い
争
論
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
「
延
鹿
両

卿
訴
陳
状
」

K
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
成
立
原
因
は
、

為
世
が
ひ
と
え
に
歌
道
家
の
正
嫡
と
い
う
特
権
を
侵
害
さ
れ
ま
い
と

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
為
世
は
永
仁
勅
撲
の
事
業
を
途
中
で
辞
退
し
た

の
で
あ
る
う
か
。
こ
の
「
為
世
辞
退
」
の
記
事
に
は
、
永
仁
説
・
正

安
説
な
ど
様
k

な
説
が
あ
り
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
た
定
説
が
な
い

よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
真
偽
問
題
は
当
時
の
京
極
派
・
二
条
派
の
動
向
を

知
る
と
共

K
「
延
慶
両
卿
訴
陳
状
」
の
成
立
に
か
か
わ
る
は
な
は
だ

重
要
な
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
、
そ
の
異
説
を
と
り
あ
げ
て

考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
よ
う
に
和
歌
史
を
文
芸
史
的
陀
の
み
で
は
な
く
、
歌
壇
史
的
な

展
開
の
上
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
。

尚
、
玉
葉
集
の
成
立
と
特
色
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
っ
く

さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
の
で
、
こ
の
ま
と
め
で
は
特
に
第
一
章
の
鎌

倉
後
期
の
歌
壇
の
状
況
を
通
し
て
、
永
仁
元
年
の
玉
葉
集
撰
集
計
画

の
進
展
・
結
果
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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本

論第
一
章

鎌
倉
後
期
の
歌
壇
の
状
況

第
一
節
御
子
左
家
の
分
裂
と
皇
統
と
の
結
合
お
よ
び
対
抗

為
家
の
没
後
三
家
に
分
裂
し
た
御
子
左
家
は
、
歌
風
に
お
い
て
互

い
に
相
容
れ
な
か
っ
た
が
、
対
抗
し
あ
う
各
家
首
脳
の
根
底
に
は
要

す
る
に
、
一
歌
道
家
と
い
う
家
業
を
廃
す
る
か
（
家
の
断
絶
）
、
新
た

に
興
す
か
（
家
の
創
設
）
、
既
存
の
権
益
を
守
る
か
、
拡
大
発
展
K

努
め
る
か
、
と
い
う
中
世
公
家
社
会
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
大
問
題

が
あ
っ
た
。
各
歌
道
家
は
自
家
こ
そ
伝
統
を
最
も
正
し
く
受
け
伝
え

た
正
統
派
で
あ
る
事
を
自
家
の
仕
え
る
皇
統
に
承
認
し
て
貰
う
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
両
統
迭
立
の
状
況
下
で
は
、
治
世
の
君
及
び
天
皇
は
政
務

に
励
み
、
議
口
政
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
幕
府
に
認
識
さ
せ
、
政
権
交

替
の
時
期
を
な
る
べ
’
く
遅
ら
せ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ

k
・
の
で
あ
る
。

、主ム
qt“
】

【

沖

3
q
d
w

和
歌
は
当
時
「
・
性
撫
民
の
資
」
と
か
、
勅
撰
集
は
「
普
政
の
記
念

碑
」
と
か
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
治
世
の
君
が
勅
撰
集
の
撰
進
に

無
関
心
で
お
ら
れ
な
か
っ
た
ろ
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。

御
子
左
家
三
家
の
う
ち
、
宗
家
の
二
条
家
は
大
覚
寺
統
K
、
庶
流

の
京
極
家
は
持
明
院
統
に
そ
れ
ぞ
れ
属
し
て
こ
れ
を
後
盾
と
し
た
が
、

冷
泉
家
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
そ
の
と
き
皇
統
に
あ
る
側
の
皇
統
に

接
近
す
る
、
と
い
う
三
様
の
態
度
を
示
し
た
。

為
兼
は
、
西
国
寺
実
兼
に
親
し
く
仕
え
、
と
の
実
兼
が
後
宇
多
天

0 
ぜ

皇
の
皇
太
子
、
照
仁
〈
伏
見
天
皇
）
の
春
宮
大
夫
で
あ
っ
た
の
で
、

弘
安
三
年
（
一
二
八

O
年
〉
七
月
以
来
皇
太
子
に
接
近
し
、
短
期
間

の
う
ち
に
寵
臣
の
一
員
と
な
り
、
飛
鳥
井
雅
有
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
、

春
宮
を
中
心
と
す
る
文
芸
愛
好
グ
ル
ー
プ
の
歌
風
を
主
導
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
年
）
十
月
、
伏
見
天
皇
が
御
践

件
に
な
る
と
、
為
兼
の
昇
進
は
目
ざ
ま
し
く
、
歌
人
為
兼
は
、
今
や

押
し
も
押
さ
れ
も
し
な
い
官
人
為
兼
と
し
て
伏
見
宮
廷
の
重
要
な
存

在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
正
応
期
K
お
い
て
も
京
極
派
は
ま
だ
形
成
中

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
二
条
家
に
対
し
て
正
面
か
ら
対
抗
し
た
よ
う
な

記
録
は
み
え
ず
、
未
だ
際
だ
っ
た
変
化
・
抗
争
状
態
と
い
っ
た
も
の

は
み
ら
れ
な
い
。

永
仁
元
年
（
一
二
九
三
年
）
八
月
、
伏
見
天
皇
に
よ
る
永
仁
勅
撰

の
議
が
起
こ
っ
て
京
の
歌
壇
は
活
発
化
し
た
ら
し
い
。
第
二
節
で
こ

の
こ
と
を
中
心
に
述
べ
た
い
。

第

節

永
仁
勅
撰
の
議
の
進
展
・
結
果

「
為
世
辞
退
」
の
真
偽
を
通
し
て

和
歌
の
道
に
志
向
の
深
か
っ
た
伏
見
天
皇
は
、
持
明
院
統
で
も
勅

撲
を
し
た
い
と
希
望
さ
れ
、
永
仁
元
年
八
月
に
二
条
為
世
・
京
極
為

兼
・
飛
鳥
井
雅
有
・
六
条
隆
博
の
四
人
を
撰
者
に
命
じ
て
勅
撰
集
の

撰
定
を
企
て
ら
れ
た
。
伏
見
天
皇
の
御
心
は
‘
も
ち
ろ
ん
為
兼
K
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
予
め
二
人
の
間
に
打
合
わ
せ
が
布
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
が
、
当
時
の
情
勢
と
し
て
は
御
子
左
家
嫡
流
の
為
世
を
無
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視
し
得
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
さ
り
と
て
仲
の
悪
い
為
世
と
為

兼
と
だ
け
で
は
円
滑
な
進
捗
は
望
ま
れ
そ
う
も
な
い
の
で
、
温
和
な

二
人
を
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
各
流
派
聞
の
葛
藤
も
烈
し
く
な
り
、
勅
撰
集
を
目
指
し

て
詠
作
に
大
童
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

し
か
し
そ
の
経
過
に
就
い
て
は
記
録
の
伝
え
る
も
の
が
な
い
た
め

に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
福
田
秀
一
氏
は
「
延
鹿
両
卿
訴
陳
状
の

成
立
」

K
お
い
て
、
「
勅
撰
集
撰
定
の
企
て
で
、
間
も
な
く
為
世
は

辞
退
し
、
為
兼
は
佐
渡

K
流
さ
れ
、
雅
有
と
隆
博
は
世
を
去
っ
て
、

自
然
に
撰
集
の
こ
と
も
沙
汰
止
み
に
な
っ
て
し
ま
い
、
伏
見
天
皇
が

わ
が
世
K
は
集
め
ぬ
和
歌
の
浦
千
鳥
む
な
し
き
名
を
や

跡
K
残
さ
む
（
新
後
撰
集
雑
上
）

と
詠
ん
だ
こ
と
は
、
増
鏡
（
浦
千
鳥
）
に
記
さ
れ
て
著
名
で
あ
る
。
」

と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
為
世
辞
退
」
の
記
事
に
私
は
強
い

疑
問
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
勅
撰
集
撰
定
の
事
業
が
始
ま
っ
て
後
、
何
故
こ
の
よ
う

に
早
い
時
期
に
為
世
は
辞
退
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
色
い
う
事
で
あ
る
。

た
し
か
に
為
世
は
不
満
な
年
月
を
送
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
為

兼
の
政
治
的
・
歌
壇
的
台
頭
と
、
殊
に
そ
の
特
異
な
歌
風
、
歌
論
に

伏
見
天
皇
が
支
持
を
与
え
た
事
は
シ
ヨ
ッ
ク
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
リ

そ
し
て
二
条
派
の
立
場
か
ら
為
兼
ら
を
非
難
し
た
と
み
ら
れ
る
，
寸
野

守
鏡
」
と
議
紀
和
歌
口
伝
」
の
出
現
は
、
ま
さ
し
く
二
条
家
の
歌

壇
独
占
制
覇
に
対
す
る
動
揺
が
表
面
化
し
て
来
た
事
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
年
）
十
五
夜
歌
合
が
現
存
す
る

( 。。

京
極
派
グ
ル
ー
プ
最
初
の
歌
合
で
あ
る
こ
と
は
、
永
仁
年
聞
に
お
い

て
は
二
条
家
の
動
揺
が
明
ら
か
に
感
じ
と
れ
る
も
の
の
ま
だ
、
嫡
流

の
権
威
を
保
持
し
、
歌
壇
に
根
を
張
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
う
か
が
え
る
。

又
、
そ
の
後
「
延
鹿
両
卿
訴
陳
状
」
で
知
ら
れ
る
為
世
・
為
兼
の

激
烈
な
争
論
の
原
因
は
、
ひ
と
え

K
歌
道
家
の
正
嫡
と
い
う
特
権
を

侵
害
さ
れ
ま
い
－
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
う
主
張
で
き
る
と
こ
ろ
に

公
家
の
み
な
ら
ず
、
武
家
・
宗
教
界
に
及
ぶ
二
条
家
の
勢
力
の
ほ
ど

も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
が
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
勅
撰
事
業
が
始

ま
っ
て
間
も
な
く
の
永
仁
年
聞
に
為
世
自
ら
が
進
ん
で
撰
者
た
る
事
を

辞
退
し
た
と
は
、
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
極
め
て
小
数
の
参
考
文
献
で
は
あ
る

が
「
為
世
辞
退
」
の
記
事
の
異
説
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
真
偽
の
ほ
ど

を
考
察
し
て
み
る
こ
と

K
し
た
。
以
下
、
次
K
掲
げ
る
通
り
で
あ
る

が
、
そ
の
記
事
個
k

に
つ
い
て
は
紙
面
関
係
上
、
残
念
な
が
ら
省
略

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
、
「
玉
葉
集
の
成
立
と
そ
の
伝
来
」
次
回
呑
澄
氏

「
文
学
」
昭
和
十
六
年
五
月
号

二
、
「
延
鹿
両
卿
訴
陳
状
の
成
立
に
関
す
る
資
料
」
及
び
「
延
慶
両

卿
訴
陳
状
の
成
立
」
福
田
秀
一
氏

「
国
語
と
凶
文
学
」
昭
和
三
二
年
一
月
及
び
七
月
号

一
ニ
、
日
本
歌
学
大
系
第
四
巻
解
題
「
延
慶
両
卿
訴
陳
状
」
久
曾
村
昇

氏
風
間
告
官
房
昭
和
三
七
年
十
月
発
行

回
、
「
中
世
歌
壇
史
の
研
究
1
南
北
朝
期
l
」
井
上
宗
雄
氏

明
治

t
 

h
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書
院
昭
和
四
十
年
十
一
月
発
行

五
、
日
本
歌
人
講
座
中
世
の
歌
人

E
「
京
極
為
兼
」
石
田
士
口
貞
氏

至
文
堂
昭
和
四
三
年
十
二
月
発
行

六
、
増
補
新
版
日
本
文
学
史
3
中
世
「
玉
葉
集
」
次
回
香
澄
氏
至

文
堂
昭
和
五
十
年
十
一
月
発
行

以
上
、
六
冊
の
参
考
文
献
の
な
か
に
お
け
る
「
為
世
辞
退
」
の
記

事
を
発
行
年
の
古
い
順
K
掲
げ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
異
説
の
存
在

が
実
証
さ
れ
、
定
説
が
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る。

ω
「
為
世
永
仁
年
間
辞
退
」
説
：
：
：

0
・
四
・
回

附
「
為
世
永
仁
四
年
辞
退
」
説
：
：
：
岡

ω
「
正
安
沙
汰
止
み
」
説
：
：
：
：
：
：
付
・
同
・
同

凶
「
某
年
為
世
辞
退
正
安
沙
汰
止
み
」
説
・
・
：
：
’
吋

尚
、
仰
と
一
同
と
は
こ
説
K
重
複
し
て
い
る
が
、
岡
は
「
永
仁
年
間
辞

退
」
の
中
で
も
と
く
に
「
永
仁
四
年
」
と
い
う
説
を
た
て
ら
れ
て
い

る
の
で
区
別
し
、
同
は
「
正
安
沙
汰
止
み
」
と
い
う
自
然
消
滅
説
を

た
て
ら
れ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
付
・
同
に
お
い
て
は
「
為
世
辞
退
」

が
特
別
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
「
某
年
為
世
辞
退
」

の
事
実
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
特
K
区
別
し
て
分
類
し
た
。

ま
ず
、
こ
こ
で
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
は
楠
回
氏
の
論
の
中

で
資
料
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
書
陵
部
蔵
「
侍
従
宰
相
問
答
状
案
」
の

中
の
為
兼
の
語
「
永
仁
辞
退
候
上
者
」
の
解
釈
で
あ
る
と
思
う
。

こ
れ
を
同
・
側
・
同
で
は
先
に
示
し
た
よ
う
に
「
為
世
は
永
仁
年

聞
に
撰
者
た
る
こ
と
を
辞
退
し
た
以
上
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、

℃ 
...,-

先
に
述
べ
た
当
時
の
歌
壇
の
状
況
を
考
え
る
な
ら
ば
こ
の
よ
う
に
早

い
時
期
に
為
肢
が
辞
退
し
た
と
は
、
私
に
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ

ず
納
得
が
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

又
、
自
ら
進
ん
で
辞
退
す
る
と
い
う
こ
と
は
嫡
家
の
権
威
を
捨
て

る
こ
と
で
あ
り
、
後
に
歌
道
家
の
正
嫡
と
い
う
特
権
を
侵
害
さ
れ
ま

い
と
執
劫
に
撰
者
を
争
っ
た
延
鹿
両
卿
訴
陳
K
み
る
為
世
の
攻
撃
的

な
姿
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
く
ら
二
条
家

の
勢
力
が
強
く
、
為
兼
の
独
撰
を
妨
げ
よ
う
と
し
て
も
、
永
仁
年
聞

に
自
ら
進
ん
で
辞
退
し
た
の
な
ら
為
世
側
の
訴
状
に
始
ま
っ
た
と
い

わ
れ
る
「
延
鹿
両
卿
訴
陳
状
」
は
成
立
し
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
一

だ
ろ
う
か
。

事
実
、
為
世
は
正
応
か
ら
永
仁
年
聞
に
か
け
て
公
武
の
内
裏
歌
会

に
は
参
仕
詠
歌
し
、
歌
合
の
御
製
講
師
・
題
者
な
ど
勤
め
、
嫡
流
の

権
威
に
お
い
て
そ
れ
は
当
然
の
事
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
大

体
為
世
は
当
初
に
お
い
て
は
大
覚
寺
統
一
辺
倒
の
立
場
で
は
な
く
、

ど
の
皇
統
で
も
権
門
で
も
歌
道
師
範
た
り
、
か
つ
は
勅
撰
の
揮
者
た

り
う
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
為
兼
が
追
放
さ
れ
、

持
明
院
統
の
和
歌
師
範
が
空
位
の
時
に
は
当
然
為
世
が
そ
れ
に
代
わ

る
も
の
と
予
想
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
正
応
・
永
仁
と
不

快
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
為
兼
の
非
道
は
失
脚
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
為
兼
不
在
の
正
安
年
間
、
為
兼
の
影
響
を
受
け
た
伏

見
上
皇
と
そ
の
側
近
は
、
一
つ
の
強
固
な
グ
ル
ー
プ
を
組
ん
で
仲
間

だ
け
で
歌
合
を
行
な
い
、
伏
見
上
皇
仙
洞
で
も
内
裏
で
も
附
の
歌
会

と
い
う
の
は
催
さ
れ
な
い
（
少
な
く
と
も
記
録
に
は
み
来
な
い
〉
と

。
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い
う
事
は
、
為
世
の
出
る
幕
は
全
く
な
く
、
彼
は
事
実
上
持
明
院
統

か
ら
ポ
イ
コ

y

卜
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
こ
う
し
て
大
覚
寺
統
K
い
よ

い
よ
望
み
を
嘱
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、
為
兼
の
解
任
・
寵
居
と
関
係
あ
っ
て
か
、
永
仁
四
年
中
は

宮
廷
関
係
歌
会
の
記
録
は
な
く
、
五
年

K
至
っ
て
歌
合
が
現
存
す
る
。

こ
の
よ
う
な
事
か
ら
す
れ
ば
、
為
世
は
正
安
年
間
初
め
に
お
い
て

も
ま
だ
、
持
明
院
統
の
歌
道
師
範
、
か
つ
は
勅
撰
の
撰
者
た
り
う
る

希
望
を
す
て
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
従
っ
て

ω
「
為
世
永
仁
年
間
辞
退
」
説
及
び

ω
「
為
世
永
仁
四
年
辞
退
」
説
の

ど
ち
ら
も
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
だ
、
為
兼
の
語
「
永
仁
辞
退
候
上
者
」
の
記
事
は
消
し

え
な
い
事
実
で
あ
る
。

思
う
に
こ
の
解
釈
な
「
為
世
は
永
仁
年
聞
に
撰
者
た
る
こ
と
を
辞

退
し
た
以
上
」
と
せ
ず
に
、
石
田
氏
の
解
釈
の
よ
う

K
単
に
「
為
世

は
永
仁
院
宣
の
撰
者
た
る
こ
と
を
辞
退
し
た
以
上
」
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
な
れ
ば
納
得
が
い
く
の
で
あ

ザ
心
。

為
世
が
辞
退
し
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
永
仁
年
間
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
為
世
は
、
は
た
し
て
い
っ
、
ど
う
し
て
永
仁
撰
者

た
る
こ
と
を
辞
退
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
と
も
と
知
性
教
養
が
高
く
、
自
主
的
な
文
芸
創
造
意
欲
が
盛
ん

で
、
今
一
一
層
の
「
高
み
」
を
追
求
し
て
い
る
天
皇
側
近
グ
ル
ー
プ

K

あ
っ
て
は
、
歌
人
と
し
て
創
造
的
な
ひ
ら
め
き
に
乏
し
く
、
平
淡
で

保
守
的
な
歌
風
の
為
世
に
満
足
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

( 

当
時
は
ま
だ
こ
条
派
が
歌
壇
の
主
流
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、

為
世
が
歌
道
の
宗
匠
と
い
う
定
評
は
く
ず
れ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
が
、

持
明
院
統
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
自
ら
進
ん
で
撰
者

た
る
こ
と
を
辞
退
す
る
こ
と
は
、
歌
道
家
の
正
嫡
の
権
威
を
捨
て
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
到
底
で
き
ず
、
憂
愁
の
あ
ま
り
、

悶
々
と
し
た
毎
日
を
送
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
年
）
に
為
兼
は
佐
渡
に
流
さ

れ
、
同
じ
く
十
二
月
に
隆
博
も
死
去
し
、
雅
有
も
正
安
三
年
（
一
三

O
一
年
）
正
月
十
一
日
に
死
ん
だ
の
で
、
永
仁
撰
者
の
中
で
為
世
一

人
を
残
す
ば
か
り
と
な
っ
た
が
、
伏
見
院
の
意
向
か
ら
考
え
て
も
、

為
世
一
人
で
撰
進
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
こ
と
を
自
ら
鋭
く
感
じ
と

り
、
伏
見
院
の
御
境
遇
も
大
覚
寺
統
の
政
権
回
復
に
よ
り
勅
撰
集
ど

こ
ろ
の
話
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

続
い
て
起
き
た
正
安
三
年
正
月
廿
一
日
の
政
変
は
政
権
を
奪
わ
れ

た
伏
見
院
自
身
、
こ
れ
は
全
く
寝
耳

K
水
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
正

安
当
時

K
お
い
て
、
ま
だ
当
分
、
持
明
院
統
政
権
が
続
く
も
の
と
信

じ
て
、
多
く
の
廷
臣
が
こ
れ
に
近
づ
い
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
既
に

持
明
院
統
と
快
く
な
く
、
大
覚
寺
統
に
望
み
を
嘱
し
て
い
た
為
世
は

ー
と
の
政
変
を
知
っ
て
い
た
ー
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
予
測
で
き
た

に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
正
安
三
年
の
政
変
前
後
に
永
仁
撰
者
た
る

こ
と
を
一
応
辞
退
し
て
、
き
っ
と
大
覚
寺
統
一
辺
倒
に
乗
り
か
え
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
、
大
覚
寺
統

K
帝
位
が
移
譲
さ
れ
た
そ

の
年
の
う
ち

K
、
は
や
く
も
治
世
の
君
で
あ
る
後
宇
多
院
に
よ
っ
て

為
世

K
対
し
、
勅
撰
集
撰
進
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

k
 

k
 

k
－
 

t
、

-32ー



て
な
ん
ら
障
碍
も
な
く
、
嘉
元
元
年
（
一
三

O
三
年
）
新
後
援
集
を

奏
覧
し
て
い
る
。

以
上
、
「
為
世
辞
退
」
の
真
偽
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
結

局
、
為
世
は
、
氷
仁
年
聞
に
辞
退
し
た
の
で
は
な
く
、
正
安
三
年
の
政

変
前
後
に
、
持
明
院
統
で
は
勅
撰
集
撰
進
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た

の
を
察
し
て
、
撰
者
た
る
資
格
を
「
辞
退
」
と
い
う
形
で
一
応
返
上

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
世
間
の
自
か
ら
見
て
も
当
然
の
成
り
ゆ
き
と
思
わ
れ
、
「
自

分
か
ら
進
ん
で
辞
退
す
る
」
と
い
う
嫡
家
の
権
威
が
く
ず
れ
る
よ
う

な
事
態
も
避
け
ら
れ
る
一
石
二
鳥
の
手
段
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
こ
の
度
の
撰
集
の
こ
と
は
遂
K
沙
汰
止
み
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

『
増
鏡
』
（
浦
千
鳥
）
に

院
（
伏
見
院
）
の
上
、
さ
ば
か
り
和
歌
の
道
に
御
名
高
く
、
い
み

じ
く
お
ば
し
ま
せ
ば
い
か
ば
か
り
か
と
思
さ
れ
し
か
ど
も
、
正
応

K
撰
者
ど
も
の
事
ゆ
へ
わ
づ
ら
い
ど
も
あ
り
て
、
撰
者
も
な
か
り

し
か
ば
、
い
と
ど
口
惜
し
う
息
さ
れ
て

わ
が
世
に
は
集
め
ぬ
和
歌
の
浦
千
烏

む
な
し
き
名
を
や
跡
K
残
さ
む

な
ど
詠
ま
せ
お
は
し
た
り
し

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
為
世
の
撲
で
あ
る
新
後
撰
集
、

雑
上
K

「
三
十
首
の
歌
め
さ
れ
し
つ
い
で

K
浦
千
鳥
」
と
詞
脅
し
て

収
め
ら
れ
て
お
り
、
為
世
が
伏
見
院
の
こ
の
歌
を
あ
え
て
新
後
撰
集

に
入
れ
た
と
こ
ろ
に
、
勝
者
的
貫
禄
と
同
時
に
、
伏
見
院
の
支
持
を

得
ら
れ
な
か
っ
た
「
恨
み
」
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。

（ 
イー

後
の
「
延
鹿
両
卿
訴
陳
状
」
の
成
立
原
因
と
し
て
、
第
一
に
歌
道

家
の
正
嫡
と
い
う
特
権
を
侵
害
さ
れ
ま
い
と
す
る
こ
条
家
の
勢
力
の

大
き
き
が
考
え
ら
れ
る
が
、
第
二

K
、
為
世
の
「
永
仁
撰
者
た
る
こ

と
を
自
ら
進
ん
で
辞
退
し
た
の
で
は
な
い
」
と
い
う
自
負
が
大
き
く

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
「
為
世
辞
退
」
の
真
偽
問
題
の
解
決
に
よ
っ
て
当
時

の
歌
壇
の
状
況
が
明
ら
か

K
な
る
と
共

K
「
延
鹿
両
卿
訴
陳
状
」
の

成
立
に
ま
で
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
と
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

私
の
「
正
安
三
年
為
世
辞
退
」
説
は
甚
だ
独
断
に
す
ぎ
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
永
仁
勅
撲
の
撰
集
事

業
の
経
過
に
つ
い
て
は
記
録
の
伝
え
る
も
の
が
な
く
、
わ
ず
か
な
文

書
を
資
料
と
し
て
、
当
時
の
歌
墳
の
状
況
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら

考
察
す
る
よ
り
他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
鎌
倉
後
期
の
歌
壇
の
状
況
を
検
討
し
て
き
た
が
、

そ
の
結
果
、
両
統
の
政
治
的
対
立
と
歌
壇
の
対
立
と
が
複
雑
に
か
ら

み
あ
い
、
公
私
両
面
か
ら
個
人
主
義
・
自
由
主
義
的
な
風
潮
が
助
長

さ
れ
、
て
一
一
一
口
で
い
え
ば
、
現
世
主
義
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
露
骨
な

傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
私
の
結
論
が
、
此
一
一
か
独
断
に
過
ぎ
る
と
し
て
も
、
少

な
く
と
も
そ
れ
に
近
い
状
態
が
現
出
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結

量4

""" 

「
歌
の
家
」
ー
そ
の
継
承
問
題
の
重
大
き
は
、
詠
歌
の
誉
れ
と
宮

;0 
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廷
社
会
に
お
け
る
栄
達
と
が
、
密
接
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
歌
の
家
」
が
公
武
聞
の
政
争
と
掛
わ
り
あ
い
、
和
歌
が
和
歌
と

し
て
純
粋
に
発
達
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
悲
し
む
べ
き
こ

と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
把
握
す

れ
ば
非
常
に
特
殊
な
世
界
が
展
開
さ
れ
え
い
た
こ
と
に
気
が
つ
く
の

で
あ
る
。

歌
道
師
範
と
い
う
公
的
な
地
位
を
確
立
し
た
御
子
左
家
が
二
条
家
・

京
極
家
・
冷
泉
家
の
三
家
K
分
裂
し
て
互
い

K
歌
風
の
上
で
も
、
経

済
的
関
係
の
上
で
も
争
い
、
勅
撰
集
の
撰
者
た
る
こ
と
を
求
め
て
争

っ
た
こ
と
は
、
こ
の
玉
葉
集
の
場
合
K
於
て
殊
K
著
し
か
っ
た
の
で

あ
る
。

〔
注
1
〕

〔
注
2
〕

〔
注
3
〕

〔
注
4
〕

〔
注
5
〕

〔
注
6
〕

「
中
世
歌
壇
史
の
研
究
l
南
北
朝
期
1
」
井
上
宗
雄
氏

「
中
世
勅
撰
和
歌
集
の
撰
定
意
識
1
序
・
題
号
・
部
立

構
成
か
ら
見
た
l
」
福
田
秀
一
氏
成
城
文
芸
四
七
号

「
新
勅
撰
集
序
」

K
は
、
「
世
治
ま
り
人
安
く
楽
し
き

こ
と
の
葉
を
知
ら
し
め
む
た
め
に
殊
更
に
集
め
撰
ば
る

る
な
ら
し
」
と
あ
る
。

永
仁
年
間
、
二
条
派
K
親
し
い
僧
の
作
。
為
兼
へ
の
批

判
を
挟
み
込
ん
だ
も
の
。

永
仁
二

1
五
年
0
・
成
立
為
，
家
の
第
二
子
源
承
の
作
で
、

彼
は
二
条
家
の
「
番
犬
的
存
在
」
で
あ
っ
た
。

為
兼
と
為
相
と
の
聞
に
交
さ
れ
た
書
状
で
室
町
時
代
の

書
写

t
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