
梨
塵
秘
抄

の
歌

一
首

と
そ
の
作
者
推
論

鈴

木

一

男

梁
塵
秘
抄

の
歌
謡
申

、

一
番
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、

「舞

へ
舞

へ
か
た

つ
ぶ
り
」

と

「
遊
び
を
せ
ん
と
や
」

の
歌
で
あ
ろ
う
。

遊

び
を

せ
ん
と
や

生
ま
れ
け
む

戯
れ

せ
ん
と
や

生

ま
れ
け
む

遊
ぶ
子
ど
も
の

声
聞
け
ば

わ
が
身
さ

へ
こ
そ

ゆ
る
が
る
れ

こ
の
歌

に

つ
い
て
、
小
西
甚

一
博
士
が

『
梁
塵
秘
抄
考
』
で

「
平
生
罪
業
深

い
生
活

を
送

っ
て
ゐ
る
遊
女
が
、
み
つ
か
ら
の
沈
論

に
対
し
て
の
身
を
ゆ
る
が

す
晦
恨

を
う
た

っ
た
も

の
で
あ
ら
う
」
と
述

べ
ら
れ
た
が
、
今

日
の
注
釈
書
類

で
は
、
無
心

に
遊
ぶ
児
童

の
天
真
瀾
漫

の
声
を
聞

い
て
の
感
懐
と

し
て

い
る
。

筆
者

は
こ
の
歌
の
用
語
か
ら
歌

の
作
者
を
仏
典

に
親
し
ん

で
い
る
階
級
層
、

僧
侶

ま
た
は
そ
れ
に
近

い
教
養

を
も

っ
た
知
識
人

で
は
あ
る
ま

い
か
と
想
像

し

て
い
る
。
以
下
そ
の
根
拠
と
な
る
点
を
述
べ
て
み
る
こ
と
に
す

る
。

こ
の
歌

の
前
半

は
類
似

の
表
現

の
繰
返
し
か
ら
な
る
が
、
そ
の
中
の

「
あ
そ

び
」

と

「
た
は
ぶ
れ
」

は
殆
ど
同
義

で
、
漢
字

の

「
遊
」
と

「
戯
」

に
相
当

し

こ
の
二
字
を
合

せ
る
と
、

「
遊
戯
」
と

い
う
熟
語
が
成

立
す
る
。
こ
の
語

は
仏

典

で
は

「
ユ
ゲ
」

と
音
声

し
、
法
華
経

に
は
し
ば
し
ば
使
用

さ
れ
て
い
る
。

衆
生
そ
の
中

に
没
在
し
て
、
歓
喜
し
、
遊
戯

し
て
覚
え
ず

(讐
喩
品
)

諸
天

の

も

し
は
行
し
、
坐
し
、
遊
戯
し
、
及
び
神
変
す
る

(信
解
品
)

仏
教
語
大
辞
典

に
は

「
菩
薩

の
自
由
自
在
な
活
動

。
と
く
に
仏
国
土
か
ら
仏

国
土

へ
の
移
動

。
仏

の
境
地

に
徹
し
て
、
そ
れ
を
喜
び
楽
し
む
こ
と

。
心
の
ま

ま
に
無
擬
自
在

で
あ
る
こ
と
。
ゆ
き
き
。
遊
化
と
も
書
く
」
と
説
明
が
あ
る
。

遊
戯

に
対

し
仏
教
徒
は

「
あ
そ
び
た
わ
む
れ
る
」

と
い
う
よ
り
も

っ
と
深
い
意

味
を
も
た
せ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
も

こ
の
意

味
に
と
り
た

い
。

次

に
、
こ
の
歌
の
語
法

に

「
ー
と
や
ー
む
」
の
形
が
使

わ
れ
て
い
る
。
こ
の

形
は
必
ず

し
も
珍
し

い
形

で
は
な

い
。
例
え
ば
伊
勢
物
語
に
次

の
例
が
あ
る
。

さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
ん

(十
四
段
)

大
原

や

を
し
ほ
の
山
も
け
ふ
こ
そ
は

神
世

の
こ
と
も
思

ひ
出
づ

ら
め

と
て
、
心

に
も
か
な

し
と
や
思
ひ
け
ん
、
い
か
が
思
ひ
け
ん
、
知

ら
ず

か
し

(
七
十
六
段
)

し
か
し
、
漢
文
訓
読

の
場
合

に
特
別

に
現
れ
る
語
法

で
あ
る
。
こ
の

「
や
」

は
疑
問

の
意
味

を
持

つ
語

で
、
漢
文
訓
読

に
は
、
文
末

に
は
多

い
が
、
文
中

で
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は
稀

に
し
か
使
用
さ
れ
な

い
。
そ
の
上
、
疑
問
副
詞

「
為
」
を

「
モ
シ
」

と
訓

じ
た
と
き

「
モ
シ
ー
ト
ヤ
ー

ム
」

の
形
で
現
れ
る
。

「
為
」
字

は

「
為
ー

、
為

1
か
」

「
為
1
」
と
句
の
最
初

に
来

て
、
疑
問
文
を
構
成
す
る
場
合

が
多

い
。

「
是
人
於
中
生
疑
為
有
為
無
」
は
成
実
論
中

の
文
で
あ
る
が
、
天
長
五
年
点

(
モ
)

で

は
、

「
是

(の
)

人

、

(
コ
レ
)

が
申

に
疑

を

生

し

て

、
為

(し

)
有

か

、

(
モ
)

為

し
無
か
と
す
。
」

(巻
十

五
)
と
訓
じ
て
い
る
。

空
海

の
性
霊
集
補
閾
抄
巻
十

に
次
の
句
が
あ
る
。

公

是
聖
化
耶

。
為
当
凡
夫
耶
。

(答

三叡
山
澄
法
師
求

=理
趣
釈
経

一書
)

こ

　
つ

醍
醐
寺
本
を
底
本
と
し
て
訓
読

し
た
日
本
古
典
文
学
大
系
本

に
は
、

「
公
、

こ

も
し
は
た
ぼ
ん
ぶ

是
れ
聖
化
な
る
か
、
為
当
凡
夫
な

る
か
」
と
あ
る
が
、
も
と
の
写
本

に
は

「
凡

夫
」

の
左
下

に

「
ト
ヤ
セ
ン
」

の
書
き

こ
み
が
が
る
。

疑
問
副
詞

「
為
」
字

は
仏
典
に
使
用
例
が
時

々
あ
り
、
多
く

は

「
モ
シ
」
と

読
む
が
、

「
サ
ダ

メ
テ
」

「
コ
レ
ハ
」
と
よ
む
こ
と
も
あ
る
。

『大
坪
併
治
教

授
退
官

記
念
国
語
史
論
集
』
所
収

の
三
保
忠
夫

氏
の

「
訓
読
語
法
史

に
お
け
る

疑
問
副

詞

『為
』

の
訓
に

つ
い
て
」
が
精
し

い
報
告

で
あ
る

。

こ
の
論
文
は
法
華
経
に
関
す

る
古
点
本
を
利
用
し
て
そ
の
訓
法
を
の
べ
た
も

の
で
、
次

の
よ
う

に
結

ん
で
い
る
。

(③
～
⑤
は
省
略
)

モ
シ

①
平
安
初
期

に

「
為
ー
カ

・
ヤ
」
と
読
ん

で
い
る
。

②
平
安
中
期
以
降

、
後
期

・
院
政
期
、
鎌
倉
時
代

に
な
る
と
、
こ
の
訓
法

は

南
都
古
宗

や
真
言
宗
小
野
流

の
訓
読
圏

に
偏

っ
て
存
続

す
る
に
留
ま
る
。

セ
ム

⑥
動
訓

「
為
ー

ヤ
」
と
サ
ダ
メ
テ

・
マ
サ

ニ
な
ど

の
訓
法
と
は
同
列
に
扱

い
得
な

い
わ
け
だ
が
、
動
詞
訓
は
平
安
初
期
に
於

け
る
使
用

例

は

少

な

く
、
訓
法
模
索
中

の
加
点
例
と
見
倣
さ
れ
る

。
そ
れ
が
、

い
わ
ば
萌
芽
と

も
な
り
、
次
期
以
降

に
漸
増
し
て

い
く

の
で
あ
る
。

法
華
経

の
用
例
を
主
に
し
て
疑
問
副
詞

「
為
」
字
を
含
む
も

の
を
示
し
て
み

る
。
三
保
氏
の
示
さ
れ
た
も
の
の
外

に
、
鎌
倉
期

の
仮
名
書

き
写
本
や
江
戸
期

の
和
刻
本
の
例

を
加
え
る

こ
と
に
す

る
。

(兜
木
正
亨
博
士
蔵
本

に
よ
る
)

(竜
)
竜
光
寺
本
、
明
算

(
至

匙

加
点

(大
坪
併
治
博
士
調
査
)

(立
)
立
本
寺
本
、
寛
治
元
年

(
一
〇
八
七
)
加
点

(門
前
正
彦
氏
調
査
)

(胡
)
胡
蝶
装
本

、
鎌
倉
期
書

写

(久
)
久
保
本

、
鎌
倉
期
書
写

(足
)
足
利
本
、
元
徳

二
年

(
=
壬
二
〇
)
書

写
、
影
印
本

に
よ
る
。

(和
)
和
刻
本
か
な
が
き
法
華
経

、
無
刊
記
、
江
戸
時
代

一
。
仏
坐
道
場

所
得
妙
法

為
欲
説
此

・為
当
授
記

(序
品
)

定
也

(竜
)
得

(た
ま
)

へ
る
所

の
妙
法
、
為

(め
)
て
此

(れ
)
を
説

(か
む
)

(定
也
)

と
欲
し
て
か
、
為

(め
)
て
当
に
授
記

(し
)

た
ま
は
む
と
か
。

定
也

(立
)
得

(た
ま
)

ヘ
ル
所

の
妙
法

い
ま
す
為

(め
)
て
此

レ
を
説

カ

ム
ト

オ

定
也

欲
ホ

ス
か
、
為

(め
)

て
当

に
授
記

シ
タ

マ
ハ
ム
ト
カ
、

た
う
ら
や
う

さ

め
う
ほ
う

(久

)
道

場

に
座

し

て

え

た
ま

へ
る

と

こ

ろ

の

妙

法

こ
れ

を
と

か

ん

と

し
ゆ
き

お
ほ
す
と
や
せ
む

。
ま
さ
に
授
記

し
た
ま
ふ

へ
し
と
や
せ
む
。

(足
)
ほ
と
け
道
ち
や
う

に
さ
し
て
ゑ
た
ま

へ
る
と
こ
ろ
の
妙
法
、
こ
れ
を

と
か
ん
と
お
ほ
す
と
や
せ
ん
、
ま
さ
に
し
ゆ
き

し
た
ま
う

へ
し
と
や
せ
む

た
う
じ
や
う

ざ

め
う
ほ
ふ

(和
)
ほ
と
け
道
場
に
坐

し
て

。
え
た
ま

へ
る
と
こ
ろ
の
妙
法
。
こ
れ
を
と
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じ
ゆ
き

か
む

と
お
ぼ
せ
り
と
や
せ
む
。
ま
さ

に
授
記

し
た
ま
ふ
べ
し
と
や
せ
ん

。

二
。
我
今
自
於
智

疑
惑
不
能
了

為

是
究
寛
法

為
是
所
行
道

(方
便
品
)

(山
田
本
)
我
今
自

(ら
)
智
に
於

て
疑
惑
し
て
了
す
る
こ
と
能

(は
)
府
。

せ

せ

為

(し
)

〔
為
む
〕
是
は
究
寛

の
法
力

(な
り
と
や
)
為

(し
)
〔
為
む
〕

是

は
所
行
の
道

力

(な
り
と
や
)

ミ

(さ
と
)

す

(立
)
我

レ
今
自
ら
智
に
於

て
疑
惑

(
し
)
て

了

ル
こ
と
能

(は
)
不
、

定

定
也

為

め
て
是

レ
究
寛

の
法
か

為

(め
)

て
是

レ
所
行

の
道
か
。

(足
)
わ
れ
、
い
ま
、
み

つ
か
ら
ち
に
を
き
て
う

た
か
ひ
ま
と
ひ
を
し
て
、

さ
と
る
こ
と
あ
た
は
す

。
こ
れ
く
や
う

の
ほ
う
と
や
せ
む
。
こ
れ
、
し
よ

き
や
う

の
ほ
う
と
や
せ
む
。

こ
わ
く

(和
)

わ
れ

い
ま
み
つ
か
ら
智
に
お
い
て
疑
惑
し
て

さ
と
る
こ
と
あ
た
は

く
き
や
う

ほ
う

し
よ
き
や
う
だ
う

す

こ
れ
究
寛

の
法
と
や
せ
ん

。
こ
れ
所
行

の
道
と
や
せ
ん
。

三

。
為
大
徳
天
生

為
仏
出
世
間

而
此
大
光
明
遍
照
於

十
方

(化
城

喩
品
)

コ
レ

コ
レ

(立
)
為
是
也
大
徳

の
天

の
生

レ
タ
ル
カ
為
仏
の
世
間

に
出
タ

マ
ヘ
ル
カ

た
い
と
く
て
ん
し
や
う

せ
け
ん

(久
)
大
徳

の
天

の
生
せ
る
と
や
せ
ん

ほ
と
け

の
世
間

に
い
て
た
ま

へ
る

と
や
せ
んと

く

シ
ヤ
ウ

(胡
)
大
徳

の
天
の
生

せ
る
と
や
せ
ん

ほ
と
け
の
世
間
に
い
て
た
ま

へ
る

と
や
せ
ん

(足
)

大
と
く
の
て
ん

の
し
や
う

せ
る
と
や
せ
ん

仏

の
せ
け
ん
に
い
て
た

ま

へ
る
と
や
せ
ん

し
か
も
此

の
大
光
明
あ
ま
ね
く
十
方
を
て
ら
す

右

の
訓
読

に
よ

っ
て
判
明
す
る
ご
と
く
、
竜
光
院
本

と
立
本
寺
本

は

「
為
」

字
を

「
さ
た
め
て
」
と
訓
じ
て
い
る
が
、
久
保
本
以
下
足
利
本
お
よ
び
江
戸
期

の
和
刻
本
に
い
た
る
ま
で
、

「
為
」
字

を
動
詞
に
よ
ん

で
、
文
末
を

「
ー

と

や
せ
ん
」

に
統

一
し
た
訓
法
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
訓
法
は
、
平
安
初
期
加
点

せ

と
認
め
ら
れ

る
山

田
本

の
別
訓

と
し
て
、

「是

は
究
寛

の
法
な
り
と
や
為
む
」

に
あ
ら

わ
れ
て

い
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
別
訓

の
加
点
時
期
は
明
ら
か
で

は
な
い
。
恐
ら
く
最
初

の
加
点
よ
り
も
年
代
が
下
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
鎌
倉
期
の
多
く

の
資
料
に

「
i

と
や
せ
む
」
が
使

用
さ
れ
て
い

る
の
は
注
目
す
べ
き
点

で
あ
る
。

「
為
」
字

を
も

つ
疑
問
文

の
訓
法

が
鎌
倉
期
に

「
為
」
字
を
副
詞
訓

に
よ
ま

ず

、
文
末

に

「
ー
と
や
せ
ん
」
と
訓
ず

る
形
式
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
と
梁

塵

秘
抄

の
こ
の
歌
謡

の
形
式
と
を
比
較

し
て
み
る
と

、
類
似
点

が
認

め
ら
れ
る
。

筆
者
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
こ
の
歌
謡

の
作
者
は
、
仏
典

の

「
為
」
字

を

も

つ
疑
問
文

の
形
式
と
同

一
発
想

の
上
で
こ
の
歌
謡
を
作

っ
た
と
推
定

し
た
く

思
う
。
そ
う
す
る
と
既
述
の

「
遊
戯
」
の
背
景

に
仏
典

を
予
想
す
る
こ
と
と
相

ま

っ
て
、
い
よ
い
よ
遊
女
の
感
慨
を
述
べ
た
と
み
る
説

を
否
定
し
、
僧
侶
ま
た

は
、
仏
徒

の
誰
か

の
作

と
認
め
た

い
よ
う
な
気

が
し
て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

(吾
郷
先
生
が
こ
の
歌

に
つ
い
て
度

々
論
文

を
書

い
て
お
ら
れ
る
の
で
、
駿

尾
に
付

し
て
雑
考
を
ま
と
め
た
次
第
。
)

(奈
良
教
育
大
学
名
誉
教
授
)
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