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日
本
の
和
歌
の
歴
史
の
な
か
で
、
鎌
倉
時
代
に
確
立
さ
れ
た
作
歌
法

に
「
本
歌
取
り
」
が
あ
る
。
古
い
歌
の
一
部
を
借
り
て
新
し
い
歌
を
作

り
、
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
あ
わ
せ
る
修
辞
法
で
あ
る
。
そ
の
本
歌
取
り
と

同
じ
、
あ
る
い
は
似
た
技
法
が
唐
詩
に
も
見
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
技
法

に
よ
っ
て
唐
詩
の
系
譜
を
た
ど
ろ
う
と
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
本
書

の
「
は
じ
め
に
」
に
は
、
こ
う
い
う
。

　

	　

…
「
本
歌
取
り
」
は
本
来
、
和
歌
な
ど
で
先
人
の
作
の
語
句
、
発

想
、
趣
向
を
取
り
入
れ
て
作
る
（
重
層
的
で
複
雑
な
世
界
を
創
造
す
る
）

技
法
で
あ
り
、「
本
歌
取
り
」
を
直
訳
す
る
中
国
語
が
無
い
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
中
国
の
古
典
詩
で
は
同
様
の
こ
と
を
説
明
す

る
際
に
は
誰
の
某
詩
を
踏
ま
え
る
、
意
識
す
る
、
下
敷
き
に
す
る
、

影
響
を
受
け
て
い
る
な
ど
と
表
現
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。
し
か
し

あ
る
時
、「
本
歌
取
り
」
と
い
っ
た
方
が
少
な
く
と
も
日
本
人
学
生

唐
詩
に
お
け
る
「
本
歌
取
り
」
の
探
求安

藤　

信
廣

Book Review

に
は
よ
り
分
か
り
易
く
伝
わ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
気
づ
い
た
の
で

本
書
で
も
「
本
歌
取
り
」
の
語
を
用
い
て
み
ま
し
た
（
五
頁
）。

　

こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
本
書
で
は
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
言
葉
を
ひ

ろ
い
意
味
で
用
い
、
先
行
詩
を
手
本
に
し
、
そ
の
表
現
を
意
識
的
に
ふ

ま
え
て
作
詩
す
る
こ
と
を
、
こ
の
名
で
呼
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
誰
の
某
詩
を
踏
ま
え
る
」
こ
と
と
、
本
書
で
い
う
「
本
歌
取
り
」
は
、

近
似
し
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

本
書
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
（
副
題
は
省
略
す
る
）。

　
　

は
じ
め
に

　
　

一　

初
唐
・
張
九
齢
の
「
照
鏡
見
白
髪
」
詩
を
本
歌
と
す
る
詩

　
　

二　

初
唐
・
張
九
齢
の
「
秋
夕
望
月
」
詩
を
本
歌
と
す
る
詩

　
　

三　

盛
唐
・
王
維
の
「
送
元
二
使
安
西
」
詩
を
本
歌
と
す
る
詩

矢
嶋
美
都
子
著

唐
詩
の
系
譜
　
名
詩
の
本
歌
取
り
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四　
	

盛
唐
・
王
維
の
「
九
月
九
日
憶
山
東
兄
弟
」
詩
を
本
歌
と
す

る
詩

　
　

五　

	
盛
唐
・
王
昌
齢
の
「
芙
蓉
楼
送
辛
漸
」
詩
を
本
歌
と
す
る
詩

の
系
譜

　
　

六　

盛
唐
・
岑
参
の
「
磧
中
作
」
詩
を
本
歌
と
す
る
詩
の
系
譜

　
　

七　

盛
唐
・
崔
顥
の
「
黄
鶴
楼
」
詩
を
本
歌
と
す
る
詩

　
　

八　

中
唐
・
元
稹
の
「
行
宮
」
詩
を
本
歌
と
す
る
詩
の
系
譜

　
　

九　

	

盛
唐
・
李
白
の
「
清
平
調
子
」
其
三
を
本
歌
と
す
る
詩
の
系

譜

　
　

十　

雁
に
託
す
望
郷
表
現
の
系
譜

　
　

十
一　

日
本
漢
詩
に
み
る
唐
詩
の
受
容
（
本
歌
取
り
？
）

　
　

あ
と
が
き

　

こ
の
目
次
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
、
初
唐
、
盛
唐
、
中
唐

の
著
名
な
詩
の
詩
句
を
挙
げ
、
そ
れ
を
「
本
歌
」
と
し
て
作
ら
れ
た
唐

詩
を
例
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
譜
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
る
。

　
「
二　

初
唐
・
張
九
齢
の
「
秋
夕
望
月
」
詩
を
本
歌
と
す
る
詩
」（
副

題
「
恋
し
い
人
を
待
つ
庭
に
「
青
苔
」「
黄
葉
」
が
あ
る
情
景
の
系
譜
」）
の
例

を
見
よ
う
。
初
唐
の
張
九
齢
の
「
秋
夕
望
月
」
詩
は
、「
秋
の
明
月
の

も
と
、
恋
し
い
人
の
面
影
を
追
う
気
持
ち
を
詠
じ
た
」（
八
一
頁
）
も

の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、

　
　

皎
潔
青
苔
露　
　

皎
き
ょ
う

潔け
つ

た
り
青
苔
の
露

　
　

蕭
條
黄
葉
風　
　

蕭
條
た
り
黄
葉
の
風

と
の
表
現
が
あ
る
。
緑
の
苔
に
清
ら
か
な
露
が
降
り
、
風
が
黄
葉
に
寂

し
く
吹
き
よ
せ
る
。
自
分
の
立
っ
て
い
る
庭
の
情
景
で
あ
る
。
そ
の
庭

の
情
景
描
写
に
は
、
た
い
せ
つ
な
人
の
お
と
ず
れ
を
待
つ
思
い
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
対
句
の
も
と
に
な
っ
た
表
現
は
、
六
朝
・
梁
の
丘

遅
「
贈
何
郎
」（
何
郎
に
贈
る
）
詩
に
あ
る
が
、
張
九
齢
の
「
秋
夕
望
月
」
詩

が
特
に
後
代
に
強
い
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
を
、
著
者
は
指
摘
す
る
。

　

た
と
え
ば
盛
唐
・
李
白
の
「
寄
遠
」（
遠
き
に
寄
す
）
詩
の
末
尾
に
、

　
　

相
思
黄
葉
落　
　

相
い
思
え
ば
黄
葉
落
ち

　
　

白
露
点
青
苔　
　

白
露　

青
苔
に
点
ず

と
あ
り
、
こ
れ
は
去
っ
て
い
っ
た
美
人
を
し
の
び
な
が
ら
見
る
庭
の
情

景
で
あ
る
が
、
愛
し
い
人
の
去
っ
た
庭
に
、
何
故
「
黄
葉
」
と
「
青
苔
」

が
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
詩
が
右
の
張
九
齢
「
秋
夕
望

月
」
詩
の
「
本
歌
取
り
」
を
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
著
者
は
い
う
。
李

白
の
「
寄
遠
」
詩
が
張
九
齢
の
「
秋
夕
望
月
」
詩
を
踏
ま
え
て
い
る
こ

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
李
白
「
寄
遠
」
詩
の
抒
情
の
深
さ
が
伝
わ
っ
て
く

る
こ
と
を
、
著
者
は
指
摘
す
る
。

　

中
唐
・
劉
長
卿
の
「
酬
李
穆
」（
李
穆
に
酬
ゆ
）
詩
で
は
、
末
尾
に
次

の
表
現
が
あ
る
。

　
　

欲
払
柴
門
迎
遠
客　
　

柴
門
を
払
っ
て
遠
客
を
迎
え
ん
と
欲
す
れ
ば

　
　

青
苔
黄
葉
満
貧
家　
　

青
苔
黄
葉　

貧
家
に
満
つ
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「
遠
客
」
を
迎
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
貧
し
い
我
が
家
に
「
青
苔
」

「
黄
葉
」
が
満
ち
る
。
こ
の
表
現
を
自
然
な
文
脈
で
理
解
す
る
た
め
に

は
、「
青
苔
」「
黄
葉
」
に
、
た
い
せ
つ
な
人
の
面
影
を
追
う
思
い
を
こ

め
た
張
九
齢
の
詩
句
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
張
九
齢
の
詩
句

を
介
在
さ
せ
た
と
き
、
は
じ
め
て
、
劉
長
卿
の
詩
に
み
ち
る
心
情
の
美

し
さ
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、劉
長
卿
「
酬
李
穆
」
詩
は
、

張
九
齢
の
「
秋
夕
望
月
」
詩
を
本
歌
取
り
し
て
い
る
、と
著
者
は
い
う
。

詩
の
奥
行
き
を
と
ら
え
た
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

た
だ
、「
本
歌
取
り
」
と
い
う
和
歌
の
技
法
に
か
か
わ
る
用
語
を

用
い
る
以
上
、
そ
の
用
語
自
体
の
検
討
は
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
大
岡
信
は
『
日
本
の
詩
歌　

そ
の
骨
組
み
と
素
肌
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
七
年
一
一
月
）
の
な
か
で
、
こ
う
い
う
。

定
家
の
次
の
歌
の
例
だ
ろ
う
。

　
　

	

駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
か
げ
も
な
し
さ
の
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮

　

こ
れ
は
、『
万
葉
集
』
巻
三
の
長

な
が
の

忌い
み

寸き

奥お
き

麻ま

ろ呂
の
次
の
歌
を
本
歌
と

し
て
い
る
。

　
　

	

苦
し
く
も
降
り
く
る
雨
か
み
わ
の
崎
さ
の
の
渡
り
に
家
も
あ
ら
な

く
に

　
『
万
葉
集
』
の
歌
が
、
雨
に
ぬ
れ
な
が
ら
旅
を
す
る
苦
し
み
を
描
く

の
に
対
し
、
定
家
の
歌
は
、
見
わ
た
す
か
ぎ
り
の
「
雪
の
夕
暮
」
の
優

雅
な
美
し
さ
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
定
家
の
歌
は
『
万
葉
集
』
の

歌
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
羈
旅
の
辛
苦
、
深
い
孤
独
感
、

そ
れ
に
耐
え
る
精
神
な
ど
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い
る
。
重
ね
あ
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
歌
に
厳
し
い
精
神
性
を
も
た
ら
し
、
且
つ
、『
万

葉
集
』
の
歌
が
も
つ
精
神
性
を
「
発
見
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
万
葉
時
代
の
官
人
の
少
し
荒
々
し
い
表
現
の
な
か
に
、
優
雅
さ
が

胚
胎
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　

藤
原
定
家
が
『
詠
歌
之
大
概
』
な
ど
で
厳
し
く
方
法
化
し
た
「
本
歌

取
り
」
は
、
た
し
か
に
そ
の
後
し
だ
い
に
拡
大
解
釈
さ
れ
、
近
世
に
入

る
と
意
味
が
拡
散
し
た
と
い
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
含
意

で
唐
詩
に
対
し
て
こ
の
語
を
用
い
る
の
か
と
い
う
定
義
は
、
検
討
・
明

示
さ
れ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

	　

こ
れ
（「
本
歌
取
り
」
の
技
法
）
は
、
秀
作
と
多
く
の
人
に
認
め
ら

れ
て
い
る
先
人
の
歌
の
表
現
の
一
部
を
、
意
識
的
に
借
用
し
て
自
分

の
作
品
を
構
成
す
る
方
法
で
す
。
…
こ
の
場
合
、
借
用
す
る
歌
は
必

ず
有
名
な
古
歌
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。…
本
歌
取
り
は
、

往
年
の
名
作
の
剽
窃
で
は
な
く
、
逆
に
、
一
風
変
っ
た
仕
方
に
よ
る
、

そ
の
名
作
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
作
品
を
生
ま
れ
か

わ
ら
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
（
七
六
頁
）。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
六
に
載
る
藤
原
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し
か
し
本
書
の
真
価
は
、「
本
歌
取
り
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ほ
ど
、
唐
代
の
詩
人
た
ち
が
真
剣
に
先
行
作
品
を
学
び
、
そ
れ
を
自

覚
的
に
対
象
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
点
に
あ
る
。
な
か
で
も
印
象

深
い
の
は
、「
五　

盛
唐
・
王
昌
齢
の
「
芙
蓉
楼
送
辛
漸
」
詩
を
本
歌

と
す
る
詩
の
系
譜
」（
副
題
「
旅
立
つ
人
に
伝
言
を
託
す
構
想
の
送
別
詩
」）

で
あ
る
。
王
昌
齢
の
「
芙
蓉
楼
送
辛
漸
」（
芙
蓉
楼
に
て
辛
漸
を
送
る
）
詩

は
、
南
方
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
作
者
が
、
都
洛
陽
に
帰
る
辛
漸
に
、
伝

言
を
託
す
と
い
う
形
の
詩
で
あ
る
。
そ
の
末
尾
に
、
こ
う
い
う
。

　
　

洛
陽
親
友
如
相
問　
　

洛
陽
の
親
友　

如
し
相
い
問
わ
ば

　
　

一
片
氷
心
在
玉
壺　
　

一
片
の
氷
心　

玉
壺
に
在
り

　

洛
陽
の
旧
友
た
ち
に
、「
王
昌
齢
は
清
ら
か
に
澄
み
き
っ
た
氷
が
玉

壺
の
中
に
あ
る
、
そ
ん
な
心
境
だ
と
伝
え
て
く
れ
」（
本
書
一
二
一
頁
）

と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
つ
き
、
筆
者
は
こ
う
指
摘
す
る
。

　

	　

こ
の
句
が
当
時
の
人
た
ち
に
斬
新
だ
と
衝
撃
を
与
え
た
の
は
、
左

遷
さ
れ
て
し
ょ
ぼ
く
れ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
た
王
昌
齢
の

意
外
な
心
境
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
詩
が
す
で
に
有
名
で

あ
っ
た
王
維
の
「
送
別
」
詩
の
「
旅
立
つ
人
に
伝
言
を
託
す
構
想
」

を
本
歌
取
り
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
伝
言
内
容
が
本
歌
と

は
全
く
別
趣
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
（
一
二
一
頁
）。

　

王
維
の
「
送
別
」
詩
の
末
尾
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

為
報
故
人
顦
顇
尽　
　

為
に
報
ぜ
よ
故
人
に　

顦
し
ょ
う

顇す
い

し
尽
く
し

　
　

如
今
不
似
洛
陽
時　
　

如
今　

洛
陽
の
時
に
似
ず
と

　

王
維
も
左
遷
さ
れ
て
い
て
、
都
に
帰
る
友
人
に
伝
言
を
託
す
の
だ

が
、
そ
れ
は
「
自
分
は
や
つ
れ
果
て
て
い
る
と
伝
え
て
く
れ
」
と
い
う

も
の
だ
っ
た
。「
洛
陽
」
に
い
た
こ
ろ
の
華
や
か
な
姿
と
、「
顦
顇
」
し

た
現
在
と
の
落
差
を
、
端
的
な
伝
言
の
形
に
し
た
と
こ
ろ
に
魅
力
が
あ
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る
。
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
状
況
に
対
峙
す
る
強
さ
が
見
ら
れ
な
い
。

王
昌
齢
は
、
そ
れ
を
「
本
歌
取
り
」
し
て
、
鮮
や
か
に
伝
言
内
容
を
逆

転
さ
せ
、
左
遷
さ
れ
て
も
澄
み
き
っ
た
心
境
で
い
る
自
己
を
描
き
だ
し

た
の
だ
と
、
著
者
は
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
著
者
の
指
摘
に
よ
っ
て
、

王
昌
齢
の
「
一
片
氷
心
在
玉
壺
」
と
い
う
表
現
の
真
の
斬
新
さ
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

著
者
は
、
本
書
の
構
想
の
出
発
点
に
、
興
膳
宏
「
王
昌
齢
の
創
作

論
」（『
中
国
詩
人
論　

岡
村
繁
教
授
退
官
記
念
論
集
』
所
収
、
汲
古
書
院
、

一
九
八
六
年
）
か
ら
の
刺
激
が
あ
っ
た
こ
と
を
、「
あ
と
が
き
」
で
述
べ

て
い
る
。
興
膳
宏
論
文
は
、
王
昌
齢
の
詩
論
書
『
詩
格
』
を
考
察
、
分

析
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
『
詩
格
』
の
な
か
に
、詩
を
作
る
者
は
「
古

今
の
詩
語
の
精
妙
の
処
を
抄
し
」、「
新
奇
の
調
有
ら
ば
之
を
学
ぶ
べ
し
」

な
ど
の
言
葉
が
あ
り
、
筆
者
は
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
本
書
の
基
礎
と

な
る
構
想
を
得
た
と
い
う
。

　

王
昌
齢
が
『
詩
格
』
に
右
の
よ
う
に
書
き
と
め
て
い
る
こ
と
の
意
義

は
大
き
い
。
彼
が
、
先
行
作
品
へ
の
注
意
と
対
峙
を
自
覚
的
に
行
っ
て

い
た
こ
と
を
、
ま
ち
が
い
な
く
示
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
に

よ
っ
て
、
そ
の
王
昌
齢
自
身
の
「
芙
蓉
楼
送
辛
漸
」
詩
に
即
し
て
、『
詩

格
』
に
書
き
と
め
ら
れ
た
努
力
の
上
に
、「
本
歌
取
り
」
が
行
わ
れ
て

い
る
実
情
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

本
書
は
、
唐
代
の
詩
人
た
ち
が
先
行
す
る
詩
作
品
に
ど
の
よ
う
に
向

き
合
っ
た
か
、
そ
れ
を
も
と
に
ど
の
よ
う
に
新
た
な
世
界
を
作
り
あ
げ

た
か
を
、「
本
歌
取
り
」
と
い
う
和
歌
の
用
語
を
用
い
て
、
分
か
り
や

す
く
示
し
た
。
分
か
り
や
す
く
示
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
調
査
対
象
の

博
大
さ
は
、
作
業
の
困
難
を
暗
示
し
て
い
る
。

　

本
書
は
、「
本
歌
取
り
」
を
重
ね
た
唐
代
詩
人
た
ち
の
営
み
を
追
体

験
す
る
場
で
も
あ
る
。
古
典
や
同
時
代
の
文
学
を
継
承
し
て
創
作
し
よ

う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
個
々
の
作
品
に
自
覚
的

に
向
き
あ
い
、
そ
の
な
か
か
ら
新
し
い
価
値
を
発
見
す
る
こ
と
だ
っ
た

に
違
い
な
い
。
文
学
的
継
承
は
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
行
う
か
ぎ
り
、
新

た
な
発
見
と
表
裏
す
る
も
の
だ
っ
た
。
継
承
と
い
う
行
為
に
よ
る
発

見
、
発
見
と
し
て
の
継
承
を
、
唐
代
詩
人
た
ち
が
営
々
と
し
て
重
ね
て

き
た
こ
と
を
、
本
書
は
示
し
て
い
る
。

（
あ
ん
ど
う
・
の
ぶ
ひ
ろ　

東
京
女
子
大
学
名
誉
教
授
）




