
定
家
歌
論
成
立

の
端
緒

(上
)

ー

『
千
五
百
番
歌
合
』
と

『
近
代
秀
歌
』
ー

紙

宏

行

一

承
元
三
年
、
定
家

は

『
近
代
秀
歌
』
を
実
朝

に
書
き
送

っ
た
。
定
家
が
著

し

た
最
初

の
本
格
的

な
歌
論

で
あ

る
こ
の
書

に
は
、
定
家
歌
論

の
骨
格
を
な
す
重

要

な
発
言
が
織

り
込

ま
れ
、

さ
ま

ざ

ま
な
問
題

を
投
げ

か
け
て
い
る
が
、
そ

の

中
の
核

心
部
分

は
、
次

の
あ

ま
り
に
有
名

な

一
節

で
あ
る
。

詞
は
古

き
を
慕

ひ
、

心
は
新

し
き
を
求
め
、
及
ぼ
ぬ
高
き
姿

を
願

ひ
て
、

寛
平
以
往

の
歌

に
な
ら
は
ば

、
自

つ
か
ら
よ
ろ
し
き
事

も
、
な
ど

か
侍

ら

(1
)

ざ
ら

ん
。

こ
れ
と
同
様

の
考
え
が
、

『
千
五
百
番
歌
合
』
八
百
四
十
番
判

詞
や

『
詠
歌

大
概
』
冒
頭
部

に
も
繰
り
返
さ
れ
、
風
巻
景
次
郎
氏
が

「
こ
の
簡
単
な
言
葉

が

(2
)

定
家

の
煮

つ
め

た
作
歌

の
信
条

で
あ

っ
た
」
之
評
す

る
ご
と
く

で
あ
る
。
し

か

し
、

こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
藤
平
春
男
氏
が

「
こ
の
考
え

は
ほ
と

ん
ど
定
家

の

(3
)

一
生
を
貫
く
信
念
だ

っ
た
」
と
そ

の

一
貫
性

を
主
張
す

る
(風
巻
景
次
郎
氏
も
。

(7
)

(6
)

(4
)

(5
)

ほ
か
に
福

田
雄
作
氏
ら
。
)

の

に

対
し
、
細
谷
直
樹

・
島
津
忠
夫

・
近
藤
潤

一

各
氏

は
、
過
渡
的
性
格
を
指
摘

し
、
位
置
づ
け
が
対
立

し
て
い
る
。
も

っ
と
も
、

こ
の
対
立

は
、

『
千
五
百
番
歌
合
』
↓

『
近
代
秀
歌
』
↓

『
詠
歌
大
概

』
と

い

う
推
移

に
お
い
て
、
定
家
歌
論

の
核
心
部
分
を
注
視
し
続
け
る

か
、
技

法
論
と

し
て
の
整
備

・
規
範
化

の
過
程
を
重
視
す

る
か
と

い
う
視
角

の
相
違

で
、
全
く

相

容
れ
な

い
も
の
で
は
な

い
か
も

し
れ
な

い
。

し
か
し
、

『
千
五

百
番
歌
合
』
↓

『
近
代
秀
歌
』
↓

『
詠
歌
大
概
』

の
推
移

に
お

い
て
、
「
詞
は
古

き
を
慕

ひ
、
心

は
新

し
き
を
求

め
」

の

一
連

の
発
言
が
、

歌
合
判
詞
に
よ

っ
て
開
始

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
す

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ

う
か
。

『
千
五
百
番
歌
合

』
八
百
四
十
番

と
は
次

の
ご

と
く

で
あ

る
。
番
全
体

を
引

用
し

て
お
く
。

八
百
四
十
番

左

顕

昭

'
秋
風

に
は
だ

へ
も
寒

し

こ
ろ
も

で
の
森

に
や
冬
は
た
ち
は
じ
む
ら
む

右

定

家
朝
臣

秋
く
れ

し
紅
葉

の
色
を

か
さ
ね

て
も
衣
か

へ
う
き
け
ふ

の
袖
か
な

「
は
だ

へ
も
寒

し
」
な
ど

い
ふ
事

こ
そ
近
き
歌

に
聞
き
な
ら

ひ
侍
ら

ね
。
詞

は
古
き
歌

に
な
ら

ひ
心
は
わ
が

心
よ
り
思

ひ
よ
れ

る
や
、
歌

の
本
意

に
は
侍
ら

ん
。

た
だ

し
、
紅
葉

の
袖

の
色

よ
わ
く
見
え
侍

る

(8
)

に
や
、
女
房

の
歌

な
ど

な
ら
ば
ゆ

る
さ
る
る
か
た
も
や
侍
ら

ん
。
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定

家

の
批
判
は
、

「
は
だ

へ
も
寒

し
」
と

い
う
語
句
が
、

「
近
き
歌

に
聞
き

な
ら
ひ
侍
ら
」

ぬ
こ
と

に
向
け
ら
れ

て
い
る
。

「
は
だ

へ
も
寒

し
」

は
、

あ

つ
ぶ
す
ま
な
ご
や
が
下

に
寝

た
れ
ど

も
妹
と
し
寝
ね
ば

は
だ

へ
寒

し
も

(9
)

(
『
古
今
和
歌
六
帖
』
五

・
ふ

す

ま

・
三
三
三
〇
)

-
の
例
が
あ

る
。

こ
の
歌
を
、
、『
綺
語
杪
』

は

「
あ

つ
ぶ
す
ま
な
ご
や
が

し
た
に
」

・の
項

に
、

『
和
歌
童
蒙
抄
』

は

「
衣
」

の
項
目
卞

に
例
歌
と
し

て

掲

げ

る
。ハ

ダ

(
『
万
葉
集
』
巻
四

・
五

二
七

に
原
歌
が
あ
る
が
、

「
は
だ

へ
」

で
は
な
く

「
肌

シ之
」
・と
な

っ
て

い
る
。

ハ
ダ

へ
は
古
訓
か
)
ま
た
、

「
は
だ

へ
」
の
語
は

『
曽

禰
好
忠
集

』
に
も
二

つ
の
使

用
例
が
あ
り
、

『
散
木
奇

歌
集

』

に
は
、

'あ
や
し
き
は
み
な
も
と
と

こ
そ
思

ひ
つ
れ
は
だ

へ
は

こ
せ
の
う
ち
に
ぞ

あ

り
け
る

・

(巻

九

・
雑
下

・
二
二
九
四
)

と

い
う
歌
が

あ
る
。

(10
)

顕
昭

と
し
て
は
、

「
用
語
修
辞

の
拡
張
」

を
追
求

す
る
思
想

に
照
ら

し
た
新

歌
語

の
発
掘
な

の
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
好
忠

噂
俊
頼

の
歌

は
奇
歌

・
戯
れ
歌

の
類
に
属

し
、

「
は
だ

へ
も
寒

し
」

の
用
例

は
稀
少

と
い
う
べ
き

で
、
そ

の
意

味

で
は
、

「
近
き
歌

に
聞
き
な
ら

ひ
侍
ら

ね
」

の
指
摘

も
正
当

な
の
か
も

し
れ

な

い
。
し
た
が

っ
て
、
定
家
が
続
け

て
持
ち
出

し
て
く

る
詠
歌

の
原
則
論

の
中

で
、
顕
昭
が
反

し
て

い
る
と
主
張
し
て

い
る

の
は
、
特

に

「
詞
は
古

き
歌
に
な

ら
ひ
」
の
部
分

で
あ

る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

(定

家

の
和
歌
史

の
時
代
区
分

は
、
『近
代
秀

歌
』
な
ど
に
よ
れ
ば

、

「
近
き
歌
」

は
経
信

・
俊

頼
以
降

の
歌
、

「
古

き
歌
」

は
三
代
集

の
頃

の
激

と
な
る
は
ず

で
、
と
す
れ
ば

、
八
百
四
十
番

.

判
詞

の
文
脈

の
流
れ

に
飛
躍
が
認

め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。)

「
詞

は
古
き
歌

に
寒
ら
」
う

こ
と
自
体

は
、
清
輔

『
湘
歌
初
学
抄

』
⑳

「
古

き
詞

の
や
さ
し

か
ら

ん
を
選
び
て
な
び
や
か

に
続
ぐ

べ
き
な
り
」
と

い
う
思
想

や
俊
成

の

『
古
今
集
』
規
範

の

一
連

の
発

言
に
あ
る
と
お
り
、
詠
歌

の
意

識
的

な
基
本
原
期
と
し
て
、
歌
人
た
ち
に
自
明

の
共
通
理
解

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
定

家
の

こ
の
判

詞

の
顕
昭
批
判

は
、
そ
の
意
味
ば

か
り
で
な

か

ろ
う
。

む
し
ろ
、
表

現
の
類
似

か
ら
見

て
、
『
和
歌
初
学
抄

』
を
念
頭

に
置
き
、

顕
昭
は
、
同
じ
六
条

家
の
清
輔

の
詠
歌

原
則
論

に
す
ら
反

し
て
い
る
と
批
判

し

て
い
る
の

で
あ
る
。

`

-

『
千
五
百
番

歌
合

』
に
お
け
る
定
家

の
顕
昭
評
価

は
き

わ
め
て
低

い
。
勝
負

(11
)

は
、
ご
勝

一
持

七
負

、
自

歌
を
除
き
最
低

で
あ

る
。
勝
負
数

の
み
な
ら
ず
、
判

詞

の
中
で
も
、
顕
昭

の
方
法

を

「
心
あ

ら
は
に
詞
す
な

ほ
な
ら

ん
と

こ
の
み
よ

む
」

(
七
百

六
十
五
番
)

と
決

め

つ
け
、
自
ら

の
対
極

に
あ

る
も

の
と
位
置
づ

け

て
い
る
。

『
顕
注
密

勘
』
の
、
.

'

・

二

-

、
存
生

の
時
和
歌
評
定

の
座
、
歌
合
判
詞
な
ど

に
申
さ
れ
し
事

は
、

ひ
が
ひ

"
が

し
き
ま

で
こ
の
む
す
ぢ
を

た
て
、
我
が
心
え

ぬ
る
か
た
を

い
ひ
つ
よ
る

や
う
な

る
人
ぞ

と
見
侍

り
し
に
、

な
ど
と

い
う
回
想

や

「
顕
昭

こ
そ
才
学
だ

て
ゆ
ゆ
し

か
の
し

か
ど
も
、
歌
見

え

ぬ
者
な
れ
」

(
『
京
極
中
納
言
相
語
』
)
と

い
う
人
物
評

か
ら
は
、
そ

の
歌
学
的

知
識

に
・は

一
応

の
敬
意
は
払

っ
そ

い
る
も

の
め

、
相

当

の
対

抗
意

識
と
嫌
悪
感

が
窺

え
る
。

再
び
八
百
四
十
番
判

詞

に
も
ど
る
と
、

「
詞
は
古

き
歌
に
な
ら
ひ
心
は
わ
が

心
よ
り
思
ひ
よ
れ
る
」

と

い
う
発

言
は
、
定
家

の
顕
昭

へ
の
対
抗
意
識

を
背
景

と
し
て
、

「
は
だ

へ
も
寒
き
」

と
い
う
語

句
の
不
用
意

な
使

用
に
触
発

さ
れ
て

な

さ
れ

た
も
め

で
あ

る
。

こ
の
番
が
、
自
歌

と
番

わ
れ

た
も

の
で
あ

る
こ
と
も

注
意

を
喚
起

す
る
。
あ
く
ま

で
も

一
首

の
歌

の
、
そ
れ
も
顕
昭
歌

に
対
す
る
批

評

の

一
部
分

で
あ

り
、
自
身

の
作
歌
信
条

を
原
理
論

ふ
う

に
披
歴

し
よ
う
と

し

た
も

の
で
は
な

い
。
そ
れ
を
歌

一
首

の
批
評

と
し
て
極
度

に
限
定

す
る
必
要

は

な

い
だ
ろ
う
が
、
顕
昭

歌
批
判

の

つ
い
で

に
定
家

は
自

ら

の
作
歌
原

理

の

一
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端
を
対
象
化
し

て
把
握
す
る
契
機
を
得

た
と
す

べ
き

で
、
ま
ず
そ

の
出
発
点
を

確
認
し
、

『
近
代
秀
歌
』

の

一
節
を
相
対
化

し
て
お
き

た
い
。

『
詠
歌
大
概
』

の
該
当
箇
所
は
、

情
以
レ新
為
レ先
越
畝
讌
騰

.詞
以
レ旧
可
比用
嗣
縮
葡

齲
隠
撫
襍
跣
燵苓
所
.

と
な

っ
て
い
て
、
技
法
論
的

に
か
な

り
整
備
さ
れ
、
規
範
化
さ
れ

て
い
る
。
し

(12
)

か
し
、
そ
れ
を
単

に

「
『
近
代
秀
歌
』
後
半

の
漢
文
訳
」
と

い
う

の
に

は

賛
成

で
き
な

い
。
整
備

・
規
範
化

の
過
程

に
、
俊
成

の

「
心
を
本
と
し

て
、
詞
を
取

捨

せ
よ
」
(
『
毎
月
抄
』
所
引
)
と

い
う

こ
と
ば
や
、
さ
ら

に
さ

か
の
ぼ

っ
て
俊

頼

の

「
心
を
先
と
し
て
、
珍
し
き
節

を
も
と
め
、
詞
を
か
ざ
り
詠

む

べ

き

な

り
」
(
『
俊
頼
随
脳
』
)
と

い
う
思
想
を
意
識
的

に
継
承
し
、
そ
れ
ら

の
表
現

に
即

し

て
定

家
な
り

の
具
体

的
規
範
を
立
て
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

、

詞
め
範
囲

に
つ
い
て
、

『
詠

歌
犬
概
』
は
右

の
よ
う
な
厳
密

な
規
定

を
設
け

て
い
る
が
、

『
千
五
百
番
歌
合
』

で
は
、

三
代
集

に
入
ら

ぬ
歌
は
本
歌
と
も
せ
ず
な
ど
た
て
申
す
人
も
侍
れ
ど
、
そ

れ
は
さ
る
べ
き
事
も
侍
ら
ず
。
う
ち
聞

く

に
を
か
し
き
歌
は
か
な
ら
ず
集

に
入
れ
ら

ん
に
も
よ
り
侍
ら
じ
。
詞

は
古
く
よ
め
る
詞
の
よ
し
あ
る
を
お

き

て
～
は
じ
め
て

こ
の
み
詠
ま
ん
事
も
か

つ
は
時

に
よ
り
事
に
し
た
が
ふ

べ
く
や
侍
ら

ん
。

(
七
百
九
十
二
番
)

と
あ
り
、
ま
だ
か
な
り
柔
軟

で
あ
る
。
問
題

の

『
近
代
秀
歌
』
も
、
、
「
寛

平
以

往

の
歌
」

の

「
余
情
妖
艶

の
躰
」
を
理
想

の
風
躰
と
し
て
掲

げ
る

の
み
で
あ

っ

て
、
詞
の
使

用
範
囲

に
つ
い
て
は
、
幅

広
さ
を
ま
だ
有

し
て

い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

「
寛
平
以
住
」
か
ら

「
三
代
集

先
達

之
所
用
」

へ
の
規
範

化
は
、

こ
こ
で

も
俊
成
の
三
代
集
尊

重
の
思
想

に
則

る
形

で
推

し
進

め
ら
れ
て
い
る
。

『
近
代

秀

歌
』
は
む
し
ろ

『
千
五
百
番

歌
合

』
に
近

い
。

二

『
近
代
秀
歌

』
は
、

「
詞

は
古
き
を
慕

ひ
、
心

は
新

し
き
を
求
め
」
以
下

の

行
文

に
続
け

て
、
本
歌
取

の
技
法
論
を
展
開
し

て
ゆ
く
。
ま
ず
、

か
の
本
歌
を
思

ふ
に
、

た
と

へ
ぽ

五
七
五

の
七
五

の
字
を
さ
な
が
ら
置

き

て
、
七

々
の
字
を
同
じ
く
続
け

つ
れ
ば
、
新
し
き
歌

に
聞
き
な
さ
れ

ぬ
所

ぞ
侍

る
。
五
七

の
句

は
や
う

に
よ
り
て
避
る
べ
き

に
や
侍

ら
ん
。
'

と
へ
本
歌

の
句

の
置
き
所

に
つ
い
て
記
す
。

こ
れ
と
同
じ
考
え
は
、

『
千
五
百

番
歌
合
』
判
詞

に
お

い
て
も
述
べ
て

い
る
。

八
百
十
四
番

右

.

雅

経

深
草
や
秋
さ

へ
今
宥

い
で
て

い
な
ば

い
と
ど
さ
び
し
き
野
と
や
な
り
な
ん

右
、
古
き
歌
を
本
歌
と
し
て
詠
む
時
お
ほ
く
取
り
す
ぐ
す
は
む
か
し

よ
り

の
な
ら

ひ
に
侍
れ
ど
上
旬
を
し
も

に
も
す
ゑ
下
句
を
か
み
に
も

ひ
き
ち
が

へ
、
ま
た
五
七
句
は
さ
な
が
ら
よ
み
す
ゑ
侍
る
事
も
歌
の

さ
ま

に
し
た
が

ひ
て
は

つ
ね
に
侍

る
め
れ
ど
、

い
で
て

い
な
ば

い
と

ど
、
野
と
や
な
り
な

ん
、
文
字

の
置

き
所

い
た
く
か
は
れ
る
と

こ
ろ

な
く
や
。

と
あ

っ
て
、
む
し
ろ
、

『
千
五
百
番
歌
合

』
の
方
が
上

下
句
の
交
替

に
も
言

及

し

て
い
る
分
、
詳
細

で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、

七
百
九
十
八
番

で
は
、
左
右
両
首

(
左

前
権
僧
正
、
右

通

具
朝
臣

)
に
対

し
て
、

「
こ
の
左
歌

の
中

の
三
句

、

あ
ま
り
や
本
歌

に
か
は
ら
ず

侍
ら
ん
」

「右

歌
の
二
句
も
、

つ
ゆ
の
置

き
と
こ

ろ
か
は
り
侍
ら
ぬ
う

へ
に
、

か
の
源
氏
物
語

の
歌
に
は
上

下
お
よ
び
が

た
く

や

侍
ら
ん
」
と
指

摘
は
厳

し

い
。

『
近
代
秀
歌
』

の
記
述

は
、
前

に
引

い
た
部
分

に
続

い
て
、
古

歌
の
句
例

を

あ
げ
そ

の
本
歌
取

の
是
非

に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
が
、
最
後

に

「
と
そ
教

へ
侍
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り

し
」
と
結

ん
で
俊
成

の
庭
訓

で
あ
る
と
明
ら
か

に
し

て
い
る
。
俊
成

は
、
確

か
に

「
古
今

の
本
歌

の
五
七

の
句
を
そ

の
ま
ま

に
置

か
む

こ
と
や
、
歌
合

の
時

は
な

ほ
思
惟
あ

る
べ
く
侍
ら
む
」
(
『
承
安

三
年
三
井
寺
新
羅
社
歌
合

』
故
郷
郭

公
五
番
)
と
述
べ

て
い
る
。
し

か
し
、

「
歌
合

の
時
」
と
限
定

し
、

『
古
来
風

躰
抄
』

に
は
触
れ

て
お
ら
ず
、

一
般
論
的

に
整
理

し
て
い
な

か

っ
た
の
か
も

し

れ
な

い
。

『
詠
歌
大
概
』

に
は
こ
の
考

え
を
述

べ
た
記
述

は
な
く
、
『
毎
月
抄
』
で
は
ご

く
簡
単

に
触
れ

る
に
と
ど

め
て
い
る
。

か
わ

っ
て
、
両
書

は
、

四
季
歌

と
恋

・

雑
歌

の
交
替

を
強
調

し
、
本
歌

取
の
方
法
論

と
し
て
は
、
形
式
主
義

を
脱

し
て

「
心
」

の
問
題

に
触

れ
て
い
る
。

こ
れ
に
続

け
て
、

『
近
代
秀
歌

』
は
、
本

歌
の
範

囲
に

つ
い
て
は
限
定

を
設

け

て
い
な

い
こ
と
は
前
節

に
ふ
れ
た
が
、
近
代
歌
人

の
歌

を
本
歌

と
す
る
こ
と

は
厳
重

に
禁

止
す
る
。

今

の
世

に
肩

を
並

ぶ
る
輩
、

た
と

へ
ぽ
、
世

に
な
く
と
も
、
昨

日
今

日
と

い
ふ
ば

か
り
に
出
で
来
た
る
歌

は
、

一
句
も

そ
の
人

の
詠

み
た
り
し
と
見

え
ん
事

を
避

ら
ま
ほ
し
く
思

ひ
給

へ
侍

る
な
り
。

こ
れ
も
同

じ
考

え
を

『
千

五
百
番
歌
合

』
判
詞

に
見

る
こ
と
が

で
き

る
。

八

百

九
十

五
番

の
、
隆

信
が
殷
富
門
大
輔

の
歌

一
首

を
そ
の
ま
ま
出

し
て
き

た
盗

(13
)

作

(あ

る

い
は
不
注
意

か
)
は
論
外

と
し
て
も
、

九
百
番

左

"

顕

昭

あ

づ
ま
ち
を
ゆ
き
に
う
ち
.い
で
て
見

わ
た
せ
ば
浪

に
た
だ

よ
ふ
浮
島
が
原

左
歌
、

(
中
略

)
作
者

は
見

お
よ
ぽ
ず
も
侍
ら

ん
。
建
久

二
年
左
大

将
家

百
首

、
あ

し
が

ら
の
関
路
越

え
行

く
し
の
の
め
に
ひ
と
む
ら

か

'
す
む
浮
島
が
原
、
正
治

二
年
内
大
臣
家
歌
合
、

こ
ま
な

め
て
う

ち
い

で
の
浜

を
見

わ
た
せ
ぽ
朝

β
に
さ

わ
ぐ
志
賀

の
浦
浪
。
雖
γ
似
二
昨
今

事

一徐
達
二
遐
邇
之
聴

一、
打
出
見
渡
之
詞
、

東
路
眺
望
之
心
、

大
略

相
司
同
此
両
首

一歟
。

と

い
う
例
が
あ

る
。

た
だ

こ
の
程
度

の
類
似
な
ら
し
ぽ

し
ぼ
あ
り
そ
う
な

こ
と

に
思

わ
れ
、
大
系
本

は

「
本
番

で
は
定
家

の
顕
昭

に
対
す

る
対
抗
意
識

か
ら
、
"

(14
)

敢
え

て
こ
れ
ら

の
等
類
歌
を
探

し
出

し
て
き

た
か
」
と
注
す

る
よ
う

に
、
顕
昭

が
ら

み
と
な

る
と
、
と

か
く
辛
辣

で
あ

る
。
そ

の
こ
と

は
繰

り
返
す

の
を
避
け

る
が
、

『
近
代
秀
歌
』

の

「
昨

日
今

日
と
い
ふ
ば

か
り
に
出

で
来

た
る
歌
」
と

こ
の
判
詞

の

「
昨
今
事
」

と
の
表
現
が
類
似

し
、

『
詠
歌
大
概
』

に

「
近
代
人

之
所

三
詠
出

一之

心
詞
」

と
あ

り
、

割
注

に

「
七
八
十
年
以
来
人
之
歌
、

所
三
詠

出

一之
詞
努

々
不
レ
可
二
取
用

こ

と
限
定
的

に
規
範
化

す
る
の
に
は
遠

い
こ
と
、

こ
こ
で
も
確
認

で
き

る
。

『
毎
月
抄

』
に
こ
の
規
定

は
な

い
。

ほ
か
に
も
、

「
な
ら

ひ
そ

と
き
き

て
も

か
な

し
な
ど

や
う

の
こ
と
ば
、
近
く

見

え
侍

し
心
地

し
侍
れ
ど
」

(
七
百
七
十

五
番
左
)

「
ふ
く

か
と
き
け
ば

の
き

の
玉
水

と

い
へ
る
詞

つ
か
ひ
、
f
こ

の
ご
ろ
の
歌

に
お
ほ
く
侍

り
」

(
八
百

四
十

七
番
右
)

な
ど

の
例
が

あ
る
。

定
家

歌
論

の
う
ち
、
技
法
論

の
中
心
を
な
す

本
歌
取
論
は
、

一
部
俊
成

の
庭

訓

か
ら

『
千

五
百
番
歌
合

』
『
近
代

秀
歌
』
を
経
て

『
詠
歌

大
概

』
『
毎
月
抄

』

に
至
る
ま
で
、
段
階
的

に
整

理
、
規
範
化
さ

れ
て

い
く
。

『
千
五

百
番
歌
合

』

の
時
点

で
、
ど

の
程
度
、
本

歌
取

の
技

法
を
規
範
化

し
て
い
た
か
、
判
詞

の
み

で
は
確

認
で
き
な

い
が
、

『
近

代
秀

歌
』

へ
飛

躍
的

な
進
展

は
し
て

い
な
い
。

繰

り
返
し
指
摘

し
た
が

、

『
近

代
秀

歌
』
と

『
詠

歌
大
概

』
は
技
法
論
的

な
差

異
は
大
き

い
。
そ
れ
は
、
結
局

は
、

「
主
体

的
志
向

」
そ

の
も
の
と

「
客
観
的

(15
)

把
握
」
と

の
相
違
と

い
う

こ
と

に
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
規
範

化

に
は
、
俊
成
歌
論

の
継
承
と
歌
壇
状
況

の
批
判
的
分
析
が
あ
る
。

一10一



三

事
実
関
係
を
確
認

し
て
お
く
。

『
千
五
百
番
歌
合
』

は
、

は
じ

め
後
鳥
羽
院

の
第

三
度

百
首

と
し
て
企
画
さ

れ
、
建
仁
元
年

六
月

に
詠
進
さ
れ

た
。
定
家

の
歌

は
後
鳥
羽
院

か
ら

「
多
百
首

殊
宜
之
由
」
を
得
、

「
心
中
甚
涼

及
二感
涙

一、
生
而
遇

二斯
時

一、
自
愛
難

レ休
」

(
『
明
月
記
』
同
年

六
月
十

三
日
)
な
ど

と
大

い
に
感
激

し
、
歌

に
も
宮
廷
和
歌

の

盛
時

に
遇

え
た
慶
び

を
詠

ん
で
い
る
。

こ

の
百
首
歌
が
移

行
し
て

『
千

五
百
番

歌
合

』
と
な
り
、
定

家

に
は
同
二
年
九
月
六
日

に
加
判

の
命
が
伝
え
ら
れ
た
。

そ

の
後

、
判
者

の

一
入
通
親

の
急
逝
や
歌

・
判
詞

の
差
し

か
え
な
ど
が
あ
り
、

(
16
)

最
終
的
な
成
立

は
建
仁
三
年
春

か
と

い
う
。
定
家
は
加
判

に
も
意
欲
的

に
取
り

組

ん
だ

こ
と

で
あ
ろ
う
。

『
近
代

秀
歌
』
は
、
冒
頭
に
記
し
た
と
お
り
、
承
元

三
年
、
実
朝

が
内
藤

知

親

を
介
し
て
初

学
以
来
の
歌
ご
デ十
首

に
定

家

の
合
点

を
乞
う
て
「
六
義

風
躰
事
」

を
尋
ね
、
八
月

十
三
肩
、

「詠

歌

口
伝

一
巻

」
が
そ

の
歌
稿

と
と
も

に
送
ら
れ

て
き
た

(
『吾

妻
鏡

』
)
、
そ

の

「
詠
歌

口
伝

一
巻
」

で
あ
る
と

い

う
。
自
筆
本

な
ど

に
付
加
さ
れ

た
序
文

に
よ
れ
ば
、

「
歌
は

い
か
や
う

に
詠
む

べ

き

も

の

ぞ
」
と

い
う
問

い
に
応
じ

た
も

の
で
あ

り
、
定
家

は
と
り
急
ぎ
筆
を
執

っ
た
こ

と

で
あ

ろ
う
。

『
千
五
百
番
歌
合
』

か
ら

は
六
年
余

の
歳
月
が
流
れ

て
い
る
。

こ
の
六
年
余

は
、
定
家

八
十
年

の
生
涯

の
中

で
も

と
り
わ
け
意
味
深

い
年
月

で
あ

る
。
常

に

『
新
古
今
集

』
の
撰
歌
、
部
類
、

さ
ら
に
竟
宴
後

の
際
限

な
い

切

り
継
ぎ

に
忙
殺

さ
れ
、
そ

の
間
隅
父
俊
成

の
死
、
良
経

の
急
逝

な
ど
重
要
事

件
が
相
次

い
だ
。

し
か
し
、
何

よ
り
重
視
す

べ
き

は
、
定
家
自
身

の
和

歌
活

動

に
転

機
が
訪
れ
た

こ
と

で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
自
身
が
歌

に
あ
き
、
歌
壇
は
急
速

(17
)

に
沈

滞
し
た
。
定

家
の
詠
作

歌
数
も
激
減
し
、

「
歌

の
行
き
詰
り
が
来
た
し
と

い
う
。
後
鳥
羽
院
と

の
確
執
も

こ
の
頃

か
ら
兆
し
、
官

位
も
進
ま
ず
、
和

歌
活

動

へ
の
意
欲
を
失
わ

せ
た
ろ
う
。
近
藤
潤

一
氏
は
、

「
新
古
今
集

に
賭
け
た
詩

的
情
熱

を
喪

い

つ
つ
あ

る
」
、
「
批
評
家

か
ら
歌
論
家

へ
」

「
転
生

し

つ

つ

あ

(18
)

る
」
姿

を
見

よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
間

の
定
家

の
心
境

や
和
歌
活
動

の
実
態

(
19

)

に

つ
い
て
は
諸
家

に
よ
る
多
角
的
な
論
考
が
多
く
提
出
さ
れ

て
い
る
の
で
、

こ

こ
で
は

こ
れ
以
上
繰

り
返
さ
な

い
が
、
本
稿

の
関

心
か
ら
次

の
点
だ
け
確
認

し

て
お
き
た

い
。

『
近
代
秀
歌
』
に
、
定
家

は
自

ら
を
省

み
て
次

の
よ
う
に
書
き

と
あ

て
い
る
。

老

い
に
の
ぞ
み
て
後

は
、病

も
重
く
、
愁

も
深
く

、沈

み
侍

り
に
し
か
ば
詞

の
花
色
を
忘
れ
、
心

の
泉
源
渇
れ
て
、
も

の
を
と
か
く
思
ひ
続
く
る
事

も

侍
ら
ざ
り
し
か
ぽ
、

い
よ

い
よ
跡

か
た
も
な
く
、
思
ひ
捨

て
侍
る
を
、

こ
れ
が
実
朝

に
衒

っ
て
の
謙
辞

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上

に
、
定

家
め
偽
ら
ざ

る
自
画
像

で
あ
る

こ
と
、
『
明
月
記
』

の
数
多
く

の
記
事
や

い
く

つ
か

の
沈

痛
、

虚
無
的
な
述
懐
歌

か
ら
確

か
め
ら
れ

る
。

『
千

五
百
番
歌
合

』
に
は
、

七
百
六
十

九
番

右

定
家
朝
臣

い
か
に
せ
ん
き

ほ
ふ
木

の
葉

の
こ
が
ら

し
に
た
え
ず
も

の
思

ふ
長
月

の
空

右

は
、

い
か
に
せ
ん
と
お
け
る
よ
り
風
情
尽

き
に
け
る
に
や
と
聞

え

侍

れ
ば
、

(
以
下
略

)

と

い
う
判

が
あ
る
。
自
詠

に
対

す
る
判

詞
で
あ
る
か
ら
、
額

面
通
り
受
け
取
る

こ
と
は
許
さ
れ
な

い
が
、
歌
合
判

詞
ら
し
か
ら

ぬ
批
評
で
は
あ
る
。

「
風
情

尽

ヘ

ヘ

へ

ぎ

に
け
る
」
と

い
う
表

現

は
、

「
詠

吟
風
情
尽

、
近
日
事
以
難
レ
堪
」
(
『
明
月

記
』
正
治

二
年
十

一
月
七
日
条
)

に
も
あ
り
、

『
近
代
秀
歌
』

の

「
詞

の
花
色

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
忘

れ
、

心
の
泉
源
渇
れ

て
」

に
ま
で
も
通

じ
て
い
る
。
同

じ
く
詩
想
が
枯
渇

し
た
と

い

っ
て
も
、

正
治

二
年

と
建
仁

三
年
、

承
埀

ご
年

と
で
は
、
惑

情
酌
部
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分

に
は

か
な
り

の
楫
違
が
あ
ろ
う
が
、

『
新
古
今
集

』
撰

進

の
前
後

の
自

己
認

識
が
、
潜
流

し

つ
つ

『
近
代

秀
歌
』
の
頃

ま
で
保

た
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

目
を
転

じ
る
と
、
定

家

の
歌
壇
全
体

に
対
す
る
見
か
た
も
、

『
新
古

今
集

』

撰
進

の
直
前

の
そ
れ
が
、

『
近
代
秀
歌
』
た

ま

で
及

ん
で
い
る

の
が
わ
か
る
。

顕
昭
ら
六
条

家
に
対
す
る
敵

意
や
対

抗
意
識

は
、
冒
頭

に

『
千
五
百
番
歌
合

』

八
百
四
十
番
判
詞

に
関

し

て
述
べ
た
が
、
『
近
代
秀
歌
』
に
は
、
六
条

家
歌
人
を

「
も

の
の
心
悟
り
知
ら

ぬ
人
」
と
暗

に
呼
び
、
彼

ら
が

『
新
し
き
事
出
で
き
て
、

歌

の
道
変
り

に
た
り
」
と
言

っ
て
新
風
を
無
理
解

に
非
難
し
た

こ
と
を
反
批
判

し
て

い
る
。

い
う
ま

で
も
な
く
、
か

つ
て

「
新

儀
非
拠
達

磨
歌
」
と
揶
揄

さ
れ

た

こ
と
を
念
頭
に
置

い
て

い
る
。
ま
た
、
自
分

の
歌
学

・
歌
論

の
立
場
を
、

難
義

な
ど
申

す
事
は
、
家

々
に
習
ひ
、
所

々
に
立

つ
る
筋

、
各

々
侍
る
な

れ
ど
、
さ
ら
に
伝
え
聞

く
事
侍
ら
ざ
り
き
。

と
宣
言
し
、
煩
瑣
な
難
義
を
立

て
る

六
条
家
と

一
線
を
画
そ
う
と
し

て
い
る
記

述
も
あ
る
。
老

顕
昭
も
既

に
な
く
、
六
条
家

に
対
す
る
御

子
左
家

の
優
位
は
決

定

的
な

の
に
、

で
あ
る
。

六
条
家
の
み
な
ら
ず
、
、新

古
今
亜
流

に
対
し
て
も
誠

に
手
厳

し

い
。
-

こ
の
こ
ろ

の
後
学
末
生

、
ま

こ
と

に
歌
と

の
,み
思
ひ
て
、

そ
の
さ
ま
知

ら

-
ぬ
に
や
侍
ら
ん
。
た
だ
聞
き
に
く
き
事
を

こ
と
と
し
て
、
や
す
か
る
べ
き

を
違

へ
、
離

れ
た
る
事

を
続

け
て
、
似

ぬ
歌
を
ま
ね
ぶ
と
思

へ
る
輩
あ

ま

ね
く
な
り
に
て
侍
る
に
や
⑩

こ

の
よ
う
な
露
骨
な

こ
と
ぽ
を
用

い
て

の
批
判

は
、
さ
す
が

に
歌
合
判
詞

に

は
見
ら
れ
な

い
。

『
千
五
百
番

歌
合

』
の
、

八
百
七
十
五
番

右

、

忠
良
卿

ふ
じ
の
ね
や
木

の
葉
浪

よ
る
清
見
潟
あ
ら

し
の
す

ゑ
に
沖

の
と
も
舟

(以
上
略
)

ふ
じ
の
ね

の
木

の
葉
、
清
見
潟

の
沖

の
と
も
舟

に
ま
が

ふ
ぽ

か
り
は
る

か
に
吹
き
わ
た
さ
れ
ん
ほ
ど
、
歌

の
な
ら

ひ
に
は
侍

れ
ど
あ
ま
り

こ
と
と
ほ
く
や
侍

ら
ん
。
よ
も
す
が
ら
富

士

の
た
か
ね

に
雲
き
え
て
な
ど
、
ち
か
ご
ろ
侍
る
歌
も
雲

の
き
え
月

の
す
ま
ん
ほ

ど
は
木

の
葉
浪
よ
ら

ん
に
は

に
ず

や
侍

る
べ
き
。

い
か
が
。

な
ど
が
、
個
別
的
な
歌

の
批
評

の
例
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
見
立
て
を
、
歌

の
世
界

に
は
よ
く
あ
る

こ
と
と
あ
き
ら
め
な
が
ら
も
、
荒
唐

無

稽

に

過

ぎ

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
あ
ま
り

こ
と
と
ほ
く
」
「
に
ず
」
と
批

判

す

る
。

『
近
代
秀
歌

』

に

い

う

ゐ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
後
学
末
生
」

の

「離

れ
た
る
事

を
続

け
て
、
似

ぬ
歌
」

と
は
、

こ
の
よ
う
な

歌
を
実
例
と
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

ほ

か
に
も
、

「
に
ぬ
心
地
し
侍
れ
ど

あ
ま
り
の
事
に
や
」

(
七
百
七
十
八
番

左

良
平
)

「霜

の
音

こ
そ

い
か
な
る
べ
し
と
も
お
ぼ

え
侍

ら
ね
」

(
八
百
三

十
四
番
左

・・小
侍
従
)

「
わ
り
な
き
風
情

を
も
と
め
」

(
八
百
七
十
七
番
左

宮

内
卿

)

「
詞
つ
か
ひ
は
す

こ
し
お
も
は
ず

や
侍

ら
ん
」

(
入
百
九
十

七
番
右

通
具
)
な
ど

の
例

が
散

見
す
る
。

「後

学
末
生
」
の
安

易
で
奇

を
衒

っ
た
よ
う

な
歌
が
氾
濫
し
、
自
身

の
開

拓
し
た
新
古
今

の
新

風
が

、
真̀

の
理
解

を
得

ら
れ

な

い
ま
ま
、
無
造

作
に
模

倣
さ
れ
て
ゆ
く
の
を
定
家

は
許

せ
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
,
凾

以
上
、

『
千
五
百
番

歌
合
』

の
記
述
を
あ
え
て

フ
ィ
ル
タ
ー
・と
す
る

こ
と

に

よ

っ
て
、

『
近
代
秀
歌
』
は
、
限
定

的
に

い
え
ば
、

『
千
五
百
番

歌
合

』
前
後

(
と
そ
れ
以
後

)
の
歌
壇

の
状

況
と
そ
れ
に
対

す
る
定

家
の
意

識
を
如
実

に
反

映
し
て

い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
、
「
六
義

風
躰
事
」

・を
尋
ね
、

「
歌
は

い
か
や
う
に
詠

む
べ
き
も

の
ぞ
」
と
問

う
た
鎌
倉

の
実

朝
と

は
(
無
縁

の
庵

の
だ

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
実
朝

の
要
請
が
急

で
あ

っ
た
た
め
、

理
論
的
な
用
意
が
不
十
分
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
亦
。
定

家

の
、
規
範
化
し
、
固
定

す
る
以
前

の
歌
論
と
と
も

に
、
そ

の
時

の
う
ず

ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
情

念
が
、
は
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し
な
く
も
そ

の
ま

ま
露
呈

し
て
い
る
。
そ

の
意
味

で

『
近
代
秀
歌
』

は
、

『
詠

歌
大
概
』

『
毎
月
抄
』

の
よ
う
な
普
遍
的
な
歌
論
書

で
は
な
く
、

一
回
的
な
性

格

の
強

い
歌
論
書

で
あ

る
。

『
千
五
百
番
歌
合
』

か
ら

『
近
代
秀
歌
』
ま

で
の
六
年
余
を
ど

の
よ
う
に
し

て
埋

め
る

こ
と
が

で
き

る
だ
ろ
う
か
。
そ

の
間
、
定
家

に
ま
と
ま

っ
た
著
作

や

歌
合
加
判
は
な
く
、
歌
論

の
展
開
を
跡

づ
け
る

こ
と
は
で
き

な

い
。

た
だ
、
以

上

の
よ
う
に

『
近
代
秀
歌
』
歌
論

は
、

『
千

五
百
番
歌
合

』
判
詞

を
前
提

と
し

て
成
立
し

て
い
る
。

『
千
五
百
番
歌
合

』
は
、
ご
く
若

か
り
し
頃

の

『
宮
河
歌

合

』
を
除

い
て
、

『
近
代
秀
歌

』
ま
で
の
新
古
今
期

で
現
存
唯

一
の
歌
合
判

で

あ
り
、
定
家

に
と

っ
て
は
、
自
分

の
歌

に
対
す

る
考
え
を
対
象
化

し
て
把
握
す

る
端
緒

と
な
る
意
義
深

い
機
会

で
あ

っ
た
。

『
近
代
秀
歌

』
歌
論

の
成
立

に
つ
い
て
、
そ

の
も
う

一
方

の
柱

で
あ
る

「
余

情
妖
艶

の
躰
」

と

『
千
五
百
番
歌
合
』
判
詞

の

「
艶
」

の
用
例
と
の
関

係
や
、

そ
も
そ
も

「
詞

は
古
き
を
慕

ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
」
自
体

の
方
法
論

な
ど

、

残
さ
れ

た
課
題

は
、
次

の
機
会

に
論
じ

て
み
た

い
。

(
1
)

本
文
は
、
『歌
論
集

一
』
(中
世
の
文
学

三
弥
井
書
店
)
に
拠
る
。
『毎
月
抄
』

『
京
極
中
納
言
相
語
』
も
同
書
に
、
『
詠
歌
大
概
』
は
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に

拠

っ
た
。
そ
の
ほ
か
の
歌
論
書
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
、
日
本
古
典
文
学
大

系
、
歌
学
大
系
を
用
い
た
。
な
お
、
表
記
の
み
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(
2
)

風
巻
景
次
郎

「近
代
秀
歌
ー

藤
原
定
家
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
た
も
の
i

」

(『国
語

と
国
文
学
』

昭
36

・
1
、

『全
集
』
・七
所
収
)

(
3
)

藤
平
春
男

『新
古
今
歌
風

の
形
成
』
・
(
昭
44

・
1
)

(
4
)

福

田
雄
作

「近
代
秀
歌
論
考
」

(『
日
本
文
芸
研
究
』

12
i

1
、
昭

35

・
3
)

(
5
)

細
谷
直
樹

「
近
代
秀
歌
私
見
」

(『国
語
と
国
文
学
』
昭

35

・
11
)

(6
)

島
津
忠
夫

「
定
家
歌
論
の
一
考
察
i

近
代
秀
歌
を
め
ぐ

っ
て
ー

」
(『
国
語

.

と
国
文
学
』
昭

39

・
2
)

(
7
)

近
藤
潤

一
「
『近
代
秀
歌
』
の
藤
原
定
家
ー

1
批
評
家
か
ら
歌

論

家

ヘ
ー

」

(『
日
本
文
学
』

昭
48

・
9
)

(8
)

本
文

は
、
有
吉
保

『
千
五
百
番
歌
合

の
校
本
と

そ
の
研
究
』

(
昭
43

・
4
)

に

拠

る
。

そ
の
ほ
か

の
歌
合

は
、

『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
本
に
拠

っ
た
。

(9
)

本
文
は
、

『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
本

に
拠

っ
た
。
歌
集
か
ら

の
引
用
お
よ
び

歌
番
号
は
、
す

べ
て
同
本
に
拠
る
。

(10
)

能
勢
朝
次

「
亠ハ
条
家

の
歌
人
と
其

の
歌
学
思
想
(
二
)
」
(『
国
語
国
文

の
研

究
』

25
号
宀
、昭

3

・
10
)

(
11
)

久
保
旺
淳

『薪
古
今
歌
人

の
研
究
』

(
昭
48

・
3
)
参

照
。

(
12
)

石
田
吉
貞

『藤
原
定

家
の
研

究
』

(昭
32

・
3
)

(
13
)

有
吉

保
注

(8
)
と
谷
山
茂

注

(14
)
に
、
こ
の
番

の
判

の
差

し
か
え

に
つ
い

て
論
究
が
あ
る
。

(
14
)

『歌
合
集
』

(
日
本
古
典
文
学
大
系
)
頭
注
。

『
千
五
百
番
歌
合
』
は
谷
山
茂

校

注
。

(
15
)

藤
平
春
男

注

(3
)

(
16
)

有
吉
保

注

(8
)
参

照
。

(
17
)

石

田
吉
貞
注

(12
)

(18
)

近
藤
潤

一
注

(
7
)

(19
)

特

に
、
注

(
2
)

(3
)
(
4
)

(7
)
な
ど
参

照
。
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