
学
習
院
院
歌
「
昔
を
今
と
」
考

山
　
本
　
章
　
博

　
昭
和
二
十
六
年
四
月
、
学
習
院
院
歌
が
制
定
さ
れ
た
。
当
時
の
学
習
院
長
で
あ
っ
た
安
倍
能
成
が
作
詞
を
手
が
け
、
そ
こ
に
は
戦
後
の
廃
嘘
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

力
強
い
復
興
の
心
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
学
内
の
み
な
ら
ず
、
日
本
国
民
全
体
に
向
け
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
。
震
災
復
興
の
今
、
こ

の
歌
は
古
く
て
今
な
お
新
し
い
。

、
も
ゆ
る
火
の

　
や

　
破
れ
さ
び
し

ほ
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

火
中
に
死
に
て
　
ま
た
生
る
る
　
不
死
鳥
の
ご
と

廃
塘
の
上
に
　
た
ち
あ
が
れ
　
新
学
習
院

二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
え

花
は
咲
き
　
花
は
う
つ
ら
ふ
　
過
ぎ
し
世
の
　
光
栄
ふ
み
し
め
て

ま
な
か
ひ
に
　
世
界
を
を
さ
め
　
現
実
を
　
生
き
て
し
抜
か
ん

（85）

三
、

な
げ
か
め
や
　
昔
を
今
と
　
荒
波
よ
　
狂
は
ば
狂
へ

黒
雲
よ
　
ゆ
く
手
は
と
ざ
せ
　
我
が
胸
は
　
希
望
高
鳴
る

四
、

　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
わ
ぎ
の
ち

二
つ
な
く
　
享
け
し
我
命
　
お
の
が
じ
し
　
育
て
鍛
へ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
　
て

も
ろ
と
も
に
　
世
に
ぞ
捧
げ
ん
　
常
照
ら
せ
　
真
理
と
平
和

　
学
習
院
に
着
任
以
来
、
入
学
式
や
卒
業
式
な
ど
で
幾
度
と
な
く
歌
い
、
ま
た
古
文
の
授
業
で
も
格
好
の
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
ど
う
し
て
も
た
だ
一
点
、
解
釈
に
苦
し
む
箇
所
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
三
番
の
、
「
昔
を
今
と
」
と
い
う
一
句
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
、

私
見
を
以
下
に
述
べ
た
い
。

180

ま
ず
直
前
の
「
な
げ
か
め
や
」
は
、
「
な
げ
か
」
が
「
嘆
く
」
の
未
然
形
、
「
め
」
は
意
志
の
助
動
詞
「
む
」
の
已
然
形
、
「
や
」
は
反
語
の
助
詞
で
、
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「
嘆
こ
う
か
、
い
や
嘆
く
ま
い
」
と
い
う
意
と
な
る
。
「
昔
を
今
と
」
の
「
昔
」
は
戦
前
の
光
栄
あ
る
時
代
、
「
今
」
は
戦
後
の
廃
嘘
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
を
比
較
し
て
の
嘆
き
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

　
で
は
、
「
昔
を
今
と
」
嘆
く
ま
い
、
つ
ま
り
「
光
栄
あ
る
昔
を
廃
塘
の
今
と
」
嘆
く
ま
い
、
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ま
ず
、
こ
の
一

句
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
説
明
を
紹
介
し
よ
う
。

　
作
詞
者
の
安
倍
能
成
が
学
習
院
初
等
科
の
文
集
に
載
せ
た
「
学
習
院
院
歌
の
解
」
で
は
、

日
本
も
世
界
の
三
大
強
国
だ
と
か
五
大
強
国
だ
と
か
威
張
っ
た
時
が
あ
っ
た
。
学
習
院
も
校
舎
も
立
派
で
曲
豆
か
な
時
も
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
、
よ
か
っ
た
、
と
嘆
い
て
居
て
は
い
け
な
い
。

昔
は
よ
か
っ

と
解
説
す
る
。
「
昔
は
よ
か
っ
た
、
よ
か
っ
た
、
と
」
の
箇
所
が
「
昔
を
今
と
」
に
対
応
す
る
。
廃
嘘
と
な
っ
た
今
、
昔
は
よ
か
っ
た
と
嘆
く
ま
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
小
学
生
向
け
の
か
な
り
砕
い
た
解
説
で
あ
り
、
「
昔
は
よ
か
っ
た
」
と
い
う
意
を
表
す
の
に
、
な
ぜ
「
昔
を
今
」

と
い
う
表
現
に
な
る
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
川
島
優
「
学
習
院
院
歌
と
そ
の
意
味
」
で
は
こ
の
箇
所
を
、
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ヨ
　

今
に
比
べ
て
昔
は
よ
か
っ
た
な
ど
と
な
げ
い
て
は
い
け
な
い
。

と
す
る
。
「
院
歌
の
解
」
の
「
昔
は
よ
か
っ
た
」
と
い
う
解
説
に
「
今
に
比
べ
て
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
詞
の
「
今
」
の
意
味
合
い
を
生
か

そ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
昔
を
今
に
比
べ
て
昔
は
よ
か
っ
た
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
「
昔
を
今
」
と
省
略
し
た
と
考
え
る
解
釈
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
昔
を
今
」
が
「
昔
を
今
に
比
べ
て
昔
は
よ
か
っ
た
」
と
い
う
意
を
含
む
と
い
う
の
は
、
直
ち
に
理
解
さ
れ
了
解
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。
あ
ま
り
に
も
省
略
が
大
き
す
ぎ
な
い
か
。
「
今
」
は
本
当
に
「
今
に
比
べ
て
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
こ
の
院
歌
は
、
全
体
に
五
音
七
音
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
古
典
和
歌
の
長
歌
の
よ
う
だ
。
ま
た
歌
詞
の
中
に
も
古
典
和
歌
を
踏

ま
え
た
箇
所
が
あ
る
。
一
番
冒
頭
の
「
も
ゆ
る
火
の
　
火
中
に
死
に
て
」
は
、
『
古
事
記
』
に
見
え
る
弟
橘
比
売
命
が
倭
建
命
に
向
け
て
詠
ん
だ
、

さ
ね
さ
し
　
相
模
の
小
野
に
　
燃
ゆ
る
火
の
　
火
中
に
立
ち
て
　
問
ひ
し
君
は
も
（
二
四
）



か
ら
取
っ
た
こ
と
は
、
先
の
「
学
習
院
院
歌
の
解
」
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
二
番
の
冒
頭
の
「
花
は
咲
き
花
は
う
つ
ろ
ふ
」
と
い
う
花
の
移
ろ

い
の
哀
感
も
、
和
歌
の
常
套
表
現
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
院
歌
は
、
形
式
そ
し
て
そ
の
歌
詞
を
含
め
て
、
全
体
に
古
典
和
歌
の
雰
囲
気
を
存
分
に
た
た
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
昔
を
今
と
」
と

い
う
句
の
用
例
を
古
典
和
歌
の
中
に
求
め
て
み
た
。

　
ま
ず
目
に
と
ま
っ
た
の
は
、
式
子
内
親
王
の
、

か
へ
り
こ
ぬ
昔
を
今
と
思
ひ
寝
の
夢
の
枕
に
に
ほ
ふ
橘
（
新
古
今
集
・
夏
・
二
四
〇
）

と
い
う
一
首
で
あ
る
。
戻
っ
て
来
な
い
昔
を
今
と
思
っ
て
寝
た
夢
か
ら
覚
め
た
枕
に
は
、
昔
を
思
い
出
さ
せ
る
橘
の
香
り
が
漂
っ
て
い
た
、
と
い
う
意

味
だ
が
、
こ
こ
で
も
依
然
と
し
て
「
昔
を
今
と
思
ふ
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
直
ち
に
は
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
歌
の
「
橘
」
は
、
『
伊

勢
物
語
』
六
〇
段
の
、

五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
（
一
〇
八
）

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
の
「
昔
を
今
と
」
も
諸
注
釈
書
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
同
じ
く
『
伊
勢
物
語
』
三
二
段
、

　
む
か
し
、
も
の
い
ひ
け
る
女
に
、
年
ご
ろ
あ
り
て
、

　
　
い
に
し
へ
の
し
、
、
つ
の
を
だ
ま
き
繰
り
か
へ
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な

と
い
へ
り
け
れ
ど
、
な
に
と
も
思
は
ず
や
あ
り
け
む
。

（
六
四
）

　
　
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
初
め
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
二
段
は
、
昔
深
い
関
係
を
持
っ
た
女
に
、
数
年
経
っ
て
か
ら
、
「
倭
文
織
り
の
糸
巻

　
　
き
を
く
る
く
る
巻
く
よ
う
に
、
昔
を
今
に
引
き
戻
す
方
法
は
な
い
も
の
か
」
と
男
が
詠
ん
だ
が
、
女
か
ら
は
何
の
返
事
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ

　
　
　
る
。
こ
の
「
い
に
し
へ
の
～
」
の
一
首
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
式
子
内
親
王
歌
の
「
昔
を
今
と
」
は
、
「
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な
と
」
と

　
　
　
い
う
意
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
昔
を
今
と
」
は
「
昔
を
今
に
戻
す
方
法
が
欲
し
い
と
」
と
い
う
意
に
な
る
の
で
あ
る
。

78

@
　
　
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
の
一
首
は
、
源
義
経
の
妾
、
静
御
前
が
、

1

（87）
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し
つ
や
し
づ
し
つ
の
を
だ
ま
き
繰
り
返
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
初
句
を
変
え
て
歌
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
歌
を
頼
朝
の
前
で
歌
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
頼
朝
を
激
怒
さ
せ
た
。
静
御
前
が
こ
こ
に
、
義
経
の

時
代
に
戻
し
た
い
と
い
う
願
い
を
込
め
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
歌
は
、
時
代
を
越
え
て
歌
わ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
歌
も
多
く
作
ら
れ
て
い
く
。
「
昔
を
今
と
」
の
用
例
は
、
こ
の
式
子
内
親
王

歌
以
降
に
も
、

　
　
過
ぎ
に
け
る
昔
を
今
と
思
ふ
間
に
今
日
の
き
の
ふ
と
な
り
ぬ
べ
き
か
な
（
為
家
集
・
二
一
〇
〇
）

　
　
時
し
あ
れ
ば
し
つ
の
を
だ
ま
き
く
る
る
夜
に
昔
を
今
と
匂
ふ
橘
（
新
続
古
集
・
夏
・
二
八
〇
・
雅
永
朝
臣
）

　
　
さ
ぞ
な
げ
に
昔
を
今
と
偲
ぶ
ら
ん
伏
見
の
里
の
秋
の
あ
は
れ
に
（
と
は
ず
が
た
り
・
巻
五
・
一
六
二
）

　
　
わ
れ
も
げ
に
昔
を
今
と
お
も
ひ
い
で
て
ね
ぬ
よ
に
み
つ
る
夢
ぞ
は
か
な
き
（
親
清
五
女
集
・
一
〇
こ

　
　
い
か
が
し
る
昔
を
今
と
見
る
夢
の
た
え
て
人
な
き
床
の
秋
か
ぜ
（
草
根
集
・
一
〇
四
二
九
）

な
ど
と
い
う
よ
う
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
凋
落
し
た
今
を
嘆
く
心
を
代
弁
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、

　
　
い
に
し
へ
の
し
つ
の
を
だ
ま
き
繰
り
返
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な

の
一
首
は
長
く
生
き
て
い
た
。
こ
の
院
歌
も
そ
の
伝
統
の
上
に
立
つ
歌
と
し
て
考
え
た
い
。

　
結
論
、
院
歌
の
「
嘆
か
め
や
　
昔
を
今
と
」
と
は
、
「
二
度
と
戻
ら
ぬ
光
栄
あ
る
昔
を
今
に
戻
し
た
い
よ
、
な
ど
U
嘆
く
ま
い
。
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
古
来
和
歌
で
詠
み
継
が
れ
て
き
た
よ
う
に
、
花
が
咲
き
萎
む
の
は
自
然
の
道
理
。
し
か
し
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
生
き
抜
い
て
い
く
し
か
な
い
、
と

（88）



い
う
の
が
二
番
。
同
じ
く
古
来
、
昔
を
今
に
戻
し
た
い
と
思
い
嘆
く
の
は
人
情
の
道
理
。
し
か
し
、
今
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
だ

と
歌
う
の
が
三
番
で
あ
る
。
自
然
そ
し
て
人
の
心
の
道
理
を
哀
切
に
歌
い
、
諦
観
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
も
越
え
よ
う
と
歌
う
と
こ
ろ
に
、
歴
史

を
踏
ま
え
て
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
力
強
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
「
昔
を
今
と
」
と
聞
け
ば
直
ち
に
『
伊
勢
物
語
』
の
一
節
を
思
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
時
代
が
あ
っ
た
。
戦
後
ま
も
な
く
は
、
ま
だ

そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
こ
れ
を
歌
う
我
々
は
、
こ
う
し
た
素
養
を
完
全
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
捨
て
ら
れ

ず
に
歌
い
続
け
て
い
る
。
「
君
が
代
」
し
か
り
。
今
も
我
々
は
古
典
和
歌
の
中
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
生
き
て
い
て
、
そ
れ
を
歌
い
な
が
ら
心
を

一
つ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
意
味
が
分
か
ら
な
く
て
も
、
何
か
そ
れ
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
と
連
な
る
と
同
時
に
、
今
を
生
き
る
者
同
士
が

繋
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
こ
れ
が
古
典
和
歌
の
力
な
の
だ
。

　
　
〔
引
用
〕

「
学
習
院
院
歌
」
1
学
習
院
大
学
「
学
生
生
活
の
手
引
」
二
〇
一
二
年
度
版
。
『
古
事
記
』
ー
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
。

本
古
典
文
学
大
系
。
そ
の
他
の
和
歌
－
新
編
国
歌
大
観
。
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。

　
　
〔
注
〕

（
1
＞
　
安
倍
能
成
「
学
習
院
院
歌
の
解
」
（
学
習
院
初
等
科
学
校
文
集
「
小
ざ
く
ら
」
三
四
号
・
昭
和
二
六
年
一
二
月
）
。

（
2
）
　
注
（
1
）
に
同
じ
。

（
3
）
　
「
学
習
院
初
等
科
の
あ
ゆ
み
」
（
平
成
二
二
年
一
一
月
、
学
習
院
初
等
科
社
会
科
研
究
部
）
。

（
4
）
　
『
義
経
記
』
巻
第
六
「
静
若
宮
八
幡
宮
へ
参
詣
の
事
」
。
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
四
月
八
日
条
に
も
見
え
る
。

『
伊
勢
物
語
』
1
新
潮
日
本
古
典
集
成
。
『
義
経
記
』
1
岩
波
日

〔
参
考
資
料
〕
に
全
文
を
掲
載
す
る
。
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〔
参
考
資
料
〕
安
倍
能
成
「
学
習
院
院
歌
の
解
」
（
学
習
院
初
等
科
学
校
文
集
「
小
ざ
く
ら
」
三
四
号
・
昭
和
二
六
年
一
二
月
）
。
旧
字
体
は
改
め
た
。

　
私
は
今
年
の
、
皇
太
子
様
の
御
誕
生
日
と
同
じ
日
の
十
二
月
二
十
三
日
で
、
ち
ょ
う
ど
満
六
十
八
才
に
な
る
。
殿
下
よ
り
精
確
に
五
十
才
上
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
に
文
章
は
大
分
書

き
、
和
歌
も
俳
句
も
少
し
は
作
っ
た
が
、
こ
ん
な
院
歌
の
よ
う
な
も
の
を
作
っ
た
の
は
、
生
ま
れ
て
始
め
て
で
あ
る
。
詞
は
ま
ず
い
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
の
院
歌
を
、
日
本
国
民
全
体
に
も

う
た
っ
て
も
ら
い
た
い
く
ら
い
の
意
気
込
み
で
、
作
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
　
西
洋
の
神
話
に
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
と
い
う
鳥
が
あ
っ
て
、
五
百
年
ご
と
に
、
も
え
る
火
の
中
で
焼
け
死
ん
で
、
又
生
き
か
え
る
と
い
う
。
不
死
鳥
と
い
う
の
は
そ
の
鳥
の
こ
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
ほ
な
か

世
界
は
絶
え
ず
生
き
返
り
死
に
返
り
変
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
中
に
死
な
ぬ
生
命
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
も
ゆ
る
火
の
火
中
」
と
い
う
文
句
は
、
「
古
事
記
」
と
い
う
古
い
本
に
あ
る
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お
と弟

橘
姫
の
御
歌
か
ら
拝
借
し
た
の
で
、
委
し
い
こ
と
は
先
生
に
き
い
て
も
ら
い
た
い
。
戦
争
で
学
習
院
は
焼
け
、
敗
戦
後
皇
室
の
御
保
護
を
離
れ
て
私
立
学
校
に
な
っ
た
が
、
そ
の
焼
跡
の

上
に
、
先
生
と
生
徒
と
力
を
合
せ
て
、
新
し
い
学
習
院
を
作
り
あ
げ
て
ゆ
こ
う
。

　
二
　
花
は
、
咲
く
が
又
色
が
あ
せ
て
萎
む
も
の
で
あ
る
。
学
習
院
も
こ
の
盛
衰
は
の
が
れ
に
く
い
。
た
だ
長
い
歴
史
の
問
に
養
っ
て
来
た
名
誉
あ
る
学
風
と
精
神
と
を
基
に
し
て
、
わ
る

い
こ
と
は
ど
し
ど
し
改
め
、
広
く
世
界
の
こ
と
を
眼
の
中
に
入
れ
て
、
狭
く
独
り
よ
が
り
に
な
ら
ず
、
現
実
（
世
の
中
）
の
醜
さ
や
苦
し
さ
に
負
け
な
い
で
生
き
ぬ
い
て
ゆ
こ
う
。

　
三
　
日
本
も
世
界
の
三
大
強
国
だ
と
か
五
大
強
国
だ
と
か
威
張
っ
た
時
が
あ
っ
た
。
学
習
院
も
校
舎
も
立
派
で
豊
か
な
時
も
あ
っ
た
が
、
昔
は
よ
か
っ
た
、
よ
か
っ
た
、
と
嘆
い
て
居
て

は
い
け
な
い
。
荒
浪
が
狂
っ
て
も
、
黒
雲
が
ゆ
く
さ
き
を
閉
し
て
も
、
み
ん
な
の
胸
に
希
望
の
ラ
ッ
パ
を
高
く
鳴
ら
し
て
、
屈
せ
ず
進
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

　
四
　
人
は
み
ん
な
外
の
人
に
な
い
命
、
即
ち
個
性
を
天
か
ら
与
え
ら
れ
て
居
り
、
全
く
取
り
柄
の
な
い
人
間
は
な
い
。
頭
が
わ
る
い
、
身
体
が
弱
い
と
い
っ
て
失
望
せ
ず
に
、
自
分
の
個

性
を
育
て
鍛
、
尺
て
、
め
い
め
い
自
分
の
力
を
養
い
、
さ
て
こ
の
力
を
み
ん
な
し
て
世
の
為
、
社
会
の
為
に
捧
げ
よ
う
。
ま
こ
と
と
平
和
と
を
永
久
の
光
り
導
き
と
仰
い
で
。

　
解
ら
ぬ
こ
と
は
先
生
方
に
き
い
て
も
ら
い
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日
）

（90）


