
本
能
寺
蔵
﹃
落
葉
百
韻
﹄
訳
注
︵
六
︶
付
．

考
察
及
び
式
目
表

伊

藤

伸

江
・
奥

田

勲

本
稿
は
、
京
都
の
古
刹
本
能
寺
が
蔵
す
る
﹃
落
葉
百
韻
﹄
の
訳
注
︵
六
︶
と
、

考
察
及
び
式
目
表
か
ら
な
る
。
注
釈
は
、﹁﹃
落
葉
百
韻
﹄
訳
注
︵
一
︶﹂
か
ら
﹁﹃
落

葉
百
韻
﹄
訳
注
︵
五
︶﹂
ま
で
と
同
じ
く
伊
藤
が
下
原
稿
を
作
成
し
、
奥
田
と
の

メ
ー
ル
会
議
及
び
複
数
回
の
対
面
会
議
で
意
見
交
換
、
討
議
を
行
な
い
、
そ
の

結
果
を
完
成
原
稿
に
ま
と
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
研
究
は
科
研
費
基
盤
研
究

︵
Ｃ
︶﹁
心
敬
の
文
学
作
品
に
お
け
る
創
造
と
新
撰
菟
玖
波
文
学
圏
へ
の
影
響
に

つ
い
て
の
総
合
的
研
究
﹂︵
研
究
代
表
者
伊
藤
、
研
究
分
担
者
奥
田
︶
に
よ
り
行

な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

凡

例

一
、
底
本
は
本
能
寺
蔵
某
年
十
月
二
十
五
日
賦
何
人
百
韻
︵﹃
落
葉
百
韻
﹄︶
で

あ
る
。
該
本
は
他
に
写
本
の
存
在
を
聞
か
な
い
孤
本
で
あ
る
た
め
対
校
本
は
な

い
。

一
、
注
釈
本
文
は
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
底
本
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
表

記
に
あ
ら
た
め
て
清
濁
を
付
し
た
。
原
文
は
百
韻
の
翻
刻
に
示
し
て
あ
り
、
適

宜
参
照
さ
れ
た
い
。
原
文
の
表
記
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
改
め
、
あ
て

字
、
異
体
字
、
送
り
仮
名
は
標
準
的
な
表
記
に
直
し
て
示
し
た
。
漢
字
表
記
が

自
然
で
あ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
、
難
読

語
句
に
は
、
校
注
者
が
括
弧
書
き
で
振
り
仮
名
を
付
し
、
踊
り
字
は
す
べ
て
開

い
て
い
る
。
校
注
者
に
よ
る
改
訂
部
分
の
う
ち
、
特
記
す
べ
き
も
の
は
、
注
釈

内
に
付
記
し
た
。

一
、
各
句
に
は
、
百
韻
全
体
の
通
し
番
号
を
句
頭
に
示
し
、
参
考
と
し
て
、
各

懐
紙
内
で
の
そ
の
句
の
所
在
を
懐
紙
の
順
、
表
と
裏
の
別
、
表
裏
ご
と
の
句
の

九



番
号
で
表
し
、
前
句
を
添
え
た
。

一
、
語
釈
に
あ
げ
る
和
歌
、
連
歌
例
は
、
後
述
引
用
文
献
に
依
る
。
百
韻
の
読

解
に
有
効
な
際
に
は
、
先
例
の
み
な
ら
ず
後
代
の
作
品
も
例
示
す
る
場
合
が
あ

る
。
私
に
清
濁
を
付
し
、
片
仮
名
な
ど
読
解
に
不
便
な
文
字
は
必
要
に
応
じ
平

仮
名
に
改
め
た
。

一
、
各
句
に
は
、︻
式
目
︼︻
作
者
︼︻
語
釈
︼︻
現
代
語
訳
︼
の
説
明
項
目
を
設

け
る
と
共
に
、
二
句
一
連
の
連
歌
の
中
で
句
が
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
、
及

び
独
立
し
た
一
句
で
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
に
配
慮
し
︻
現
代
語
訳
︼
の
他

に
︻
付
合
︼︻
一
句
立
︼
の
項
目
を
設
け
た
。
さ
ら
に
必
要
な
場
合
に
は
︻
考
察
︼

︻
補
説
︼︻
他
出
文
献
︼
の
項
目
も
設
け
た
。

︵
名
残
折

裏

一
︶

一
人
あ
る
身
の
あ
し
火
た
く
影

九
三

わ
づ
か
な
る
栖
を
な
ど
か
憑
む
ら
む

円
秀

︻
式
目
︼
雑

栖
︵
居
所
・
体
︶
栖
已
上
居
所
に
嫌
之
︵
可
嫌
打
越
物
︶

︻
作
者
︼
円
秀

︻
語
釈
︼
●
わ
づ
か
な
る

み
す
ぼ
ら
し
い
。﹁
難
波
人
葦
火
焚
く
屋
の
す
し
て

あ
れ
ど
己
が
妻
こ
そ
常
め
づ
ら
し
き
﹂︵
万
葉
集
・
二
六
五
一
、
拾
遺
集
恋
四
の

八
八
七
番
に
柿
本
人
麻
呂
詠
と
し
て
入
る
。
第
三
句
﹁
す
す
た
れ
ど
﹂
第
五
句

﹁
と
こ
め
づ
ら
な
れ
﹂︶。﹁
よ
く
方
も
が
な
老
の
来
る
道
／
わ
づ
か
な
る
家
の
す

ま
ひ
は
門
一
つ
﹂︵
宝
徳
四
年
千
句
第
七
百
韻
・
七
八
／
七
九
・
超
心
／
日
晟
︶。

●
憑
む

頼
り
に
す
る
。﹁
誰
な
れ
ば
古
き
栖
を
た
の
む
ら
ん
／
心
は
老
が
身

に
な
宿
り
そ
﹂︵
竹
林
抄
・
雑
下
・
一
三
七
六
・
心
敬
︶。

︻
付
合
︼
葦
火
を
焚
く
栖
を
、
万
葉
集
二
六
五
一
︵
拾
遺
集
八
八
七
︶
か
ら
、
み

す
ぼ
ら
し
い
と
表
現
し
た
。
ま
た
、
付
句
で
水
辺
か
ら
居
所
へ
と
句
境
を
転
換

し
て
い
る
。﹁
水
辺
の
ゝ
き
所
、
葦
火
﹂︵
連
珠
合
璧
集
︶。

︻
一
句
立
︼
と
る
に
た
ら
な
い
み
す
ぼ
ら
し
い
住
居
を
ど
う
し
て
そ
ん
な
ふ
う

に
頼
み
に
思
っ
て
い
る
の
か
。

︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句

一
人
き
り
で
葦
火
を
焚
い
て
い
る
姿
が
見
え
る
こ
と

だ
。︶
葦
火
を
焚
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
と
る
に
た
ら
な
い
み
す
ぼ
ら
し
い

住
居
を
ど
う
し
て
頼
み
に
思
っ
て
い
る
の
か
。

︵
名
残
折

裏

二
︶

わ
づ
か
な
る
栖
を
な
ど
か
憑
む
ら
む

九
四

軒
の
木
末
に
巣
を
か
く
る
鳥

三
位

︻
式
目
︼
春
︵
巣
を
か
く
る
鳥
︶

軒
︵
居
所
・
体
・
一
座
二
句
物
︵
肖
柏
追
加
︶︶

梢
只
一
、
花
と
も
松
と
も
云
か
へ
て
一
︵
一
座
二
句
物
・
肖
柏
追
加
︶

鳥
巣
春
也
、
水

鳥
巣
夏
也
、
鷹
巣
も
夏
也
、
鶴
巣
は
雑
也
︵
可
分
別
物
・
新
式
今
案
︶

︻
作
者
︼
三
位

︻
語
釈
︼
●
軒
の
木
末

軒
端
に
あ
る
梢
。﹁
遠
き
山
か
と
思
ふ
む
ら
雲
／
軒
に

見
し
梢
も
暮
る
る
雨
の
日
に
﹂︵
竹
林
抄
・
雑
上
・
一
一
二
四
・
心
敬
︶。
●
巣

を
か
く
る
鳥

巣
を
掛
け
る
鳥
。﹁
巣
﹂
は
歌
語
で
は
な
い
。﹁
浅
か
ら
ず
い
か

一
〇



な
る
え
に
か
契
ら
ん
／
茂
る
林
に
巣
を
か
く
る
鳥
﹂︵
熊
野
千
句
第
一
百
韻
・
八

三
／
八
四
・
元
説
／
宗
怡
︶。

︻
付
合
︼
前
句
の
栖
を
鳥
の
巣
と
解
い
た
付
合
。﹁
栖
﹂
か
ら
﹁
軒
﹂
へ
と
居
所

で
つ
な
ぐ
。

︻
一
句
立
︼
軒
端
の
梢
に
巣
を
作
る
鳥
。

︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句

ち
っ
ぽ
け
で
み
す
ぼ
ら
し
い
栖
を
な
ぜ
そ
ん
な
ふ
う
に

た
の
み
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。︶
軒
端
の
梢
に
巣
を
作
る
鳥
よ
。

︵
名
残
折

裏

三
︶

軒
の
木
末
に
巣
を
か
く
る
鳥

九
五

開
花
も
去
年
や
忘
れ
ぬ
山
桜

利
在

︻
式
目
︼
花
︵
春
︶

今
年
に
去
年
︵
可
嫌
打
越
物
・
新
式
今
案
︶

桜
只
一
、
山

桜
、
遅
桜
な
ど
云
て
一
、
紅
葉
一
︵
一
座
三
句
物
︶

︻
作
者
︼
利
在

︻
語
釈
︼
●
開
花
も

巣
を
つ
く
る
鳥
同
様
、
咲
く
花
も
。
●
去
年

美
し
く
咲

い
て
い
た
昨
年
。﹁
遅
く
と
き
時
を
ば
言
は
ず
山
桜
去
年
の
盛
り
に
花
を
待
つ

か
な
﹂︵
嘉
元
百
首
・
花
・
一
一
〇
八
・
小
倉
実
教
︶。

︻
付
合
︼
春
の
花
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
、
前
句
の
﹁
鳥
﹂
か
ら
﹁
花
﹂
に
移

る
。﹁
花
は
根
に
鳥
は
古
巣
に
帰
る
な
り
春
の
と
ま
り
を
知
る
人
ぞ
な
き
﹂︵
千

載
集
・
春
下
・
一
二
二
・
崇
徳
院
︶
を
念
頭
に
置
く
が
、
付
合
は
、
春
の
初
め

の
頃
の
情
景
で
あ
る
。
春
が
来
て
、
鳥
は
昨
年
と
同
じ
場
所
に
巣
を
作
り
は
じ

め
た
と
前
句
の
意
を
読
み
取
り
、
で
は
、
花
よ
お
前
は
ど
う
か
、
美
し
く
咲
い

た
去
年
を
忘
れ
ず
に
今
年
も
咲
い
て
く
れ
る
か
と
、
開
花
が
遅
く
、
ま
だ
咲
い

て
い
な
い
山
桜
に
詠
み
か
け
る
。

︻
一
句
立
︼
毎
年
同
じ
所
で
咲
く
花
の
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
花
よ
、
お
前
も
、
去

年
を
忘
れ
て
は
い
な
い
か
︵
今
年
も
去
年
の
よ
う
に
咲
く
か
︶、
山
桜
よ
。

︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句

軒
端
の
梢
に
は
、
鳥
が
去
年
を
忘
れ
ず
に
再
び
や
っ
て

き
て
巣
を
か
け
て
い
る
。︶
毎
年
同
じ
所
に
巣
を
作
る
鳥
と
同
様
、
毎
年
同
じ
所

で
咲
く
は
ず
の
花
も
、
去
年
を
忘
れ
な
い
で
咲
い
て
い
る
か
、
山
桜
よ
。

︵
名
残
折

裏

四
︶

開
花
も
去
年
や
忘
れ
ぬ
山
桜

九
六

霞
を
こ
ゆ
る
風
の
静
け
さ

伝
芳

︻
式
目
︼
春
︵
霞
︶

霞
︵
聳
物
・
可
隔
三
句
物
︶

風
︵
吹
物
︶

︻
作
者
︼
伝
芳

︻
語
釈
︼
●
霞
を
こ
ゆ
る

霞
を
越
え
る
。
和
歌
、
連
歌
に
も
非
常
に
珍
し
い
表

現
で
、﹁
風
﹂
が
霞
を
こ
え
る
と
い
う
言
い
方
は
見
あ
た
ら
な
い
。
﹁
信
濃
路
や

御
坂
を
登
る
旅
人
は
霞
を
越
ゆ
る
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
﹂︵
林
葉
集
・
春
・
四
一
︶
。

﹁
霞
ト
ア
ラ
バ
、
風
﹂︵
連
珠
合
璧
集
︶。
●
風
の
静
け
さ

風
の
静
か
な
さ
ま
。

﹁
吉
野
川
た
だ
花
の
み
や
流
る
ら
む
／
霞
の
内
の
風
の
静
け
さ
﹂︵
難
波
田
千
句

第
四
百
韻
・
八
三
／
八
四
・
兼
載
︶。

︻
付
合
︼﹁
花
﹂
に
﹁
霞
﹂、﹁
風
﹂
を
つ
け
た
。
風
が
霞
を
乱
さ
な
い
の
で
、
霞

一
一



の
向
こ
う
に
山
桜
が
咲
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。﹁
花

の
色
は
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
盗
め
春
の
山
風
﹂︵
古
今
集
・
春

上
・
九
一
・
良
岑
宗
貞
︶。

︻
一
句
立
︼
た
ち
こ
め
た
霞
を
こ
え
る
風
の
穏
や
か
な
さ
ま
よ
。

︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句

毎
年
、
同
じ
所
に
咲
く
花
も
、
去
年
を
忘
れ
ず
に
咲
い

て
い
る
だ
ろ
う
か
、山
桜
よ
。
霞
が
た
ち
こ
め
て
い
て
、花
が
見
え
な
い
の
だ
。︶

そ
し
て
、
風
も
穏
や
か
で
、
た
ち
こ
め
た
霞
を
乱
す
こ
と
な
く
越
え
て
く
る
、

そ
ん
な
あ
り
さ
ま
よ
。

︵
名
残
折

裏

五
︶

霞
を
こ
ゆ
る
風
の
静
け
さ

九
七

う
ち
い
づ
る
浪
に
氷
の
ひ
ま
見
え
て

隆
蓮

︻
式
目
︼
春
︵
氷
の
ひ
ま
︶

浪
︵
水
辺
・
用
︶

氷
只
一
、
つ
ら
ゝ
一
、
月
の
氷
、

涙
の
氷
な
ど
に
一
、
霜
雪
の
こ
ほ
る
な
ど
に
一
︵
水
辺
・
用
︵﹃
梅
春
抄
﹄︶、
一
座
四
句

物
︶

︻
作
者
︼
隆
蓮

︻
語
釈
︼
●
う
ち
い
づ
る
浪

湧
き
出
る
浪
。
本
歌
﹁
谷
風
に
と
く
る
氷
の
ひ
ま

ご
と
に
う
ち
い
づ
る
浪
や
春
の
初
花
﹂︵
古
今
集
・
春
上
・
一
二
・
源
当
純
︶。

●
ひ
ま

す
き
ま
。
割
れ
目
。﹁
う
ち
い
づ
る
氷
の
ひ
ま
の
み
づ
や
河
春
日
長

閑
に
波
や
立
つ
ら
ん
﹂︵
夫
木
和
歌
抄
・
文
応
元
年
七
社
百
首
、
春
日
・
一
二
五

三
・
藤
原
為
家
︶。

︻
付
合
︼
前
句
の
﹁
霞
﹂
か
ら
付
句
﹁
ひ
ま
﹂
を
、
ま
た
﹁
こ
ゆ
る
﹂
か
ら
﹁
浪
﹂

を
縁
で
呼
び
込
ん
だ
。

︻
一
句
立
︼
ほ
と
ば
し
り
出
て
く
る
浪
に
よ
っ
て
氷
の
割
れ
目
が
で
き
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句

霞
を
越
え
て
く
る
風
の
静
か
な
こ
と
よ
。︶
ほ
と
ば
し
り

出
る
浪
に
よ
っ
て
、
暖
か
く
な
っ
て
今
ま
で
水
面
を
閉
ざ
し
て
い
た
氷
に
割
れ

目
が
で
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
。

︵
名
残
折

裏

六
︶

う
ち
い
づ
る
浪
に
氷
の
ひ
ま
見
え
て

九
八

わ
れ
て
も
く
だ
る
朝
川
の
月

忠
英

︻
式
目
︼
月
︵
秋
︶

朝
月
︵
一
座
一
句
物
︶

川
︵
水
辺
・
体
︵﹃
梅
春
抄
﹄︶︶

︻
作
者
︼
忠
英

︻
語
釈
︼
●
わ
れ
て
も
く
だ
る

河
の
流
れ
が
分
か
れ
て
流
れ
落
ち
る
。
ま
た
、

月
が
欠
け
る
こ
と
を
﹁
わ
れ
て
も
﹂
に
掛
け
る
。﹁
瀬
を
早
み
岩
に
せ
か
る
る
滝

川
の
わ
れ
て
も
末
に
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ
﹂︵
詞
花
集
・
恋
上
・
二
二
九
・
崇
徳
院
︶。

﹁
よ
ひ
の
ま
に
い
で
て
入
り
ぬ
る
三
日
月
の
わ
れ
て
物
思
ふ
頃
に
も
あ
る
か
な
﹂

︵
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
五
九
・
詠
み
人
し
ら
ず
︶
。
ま
た
、
川
面
に
映
る
月
影

が
水
流
が
激
し
い
た
め
割
れ
た
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
感
じ

ら
れ
る
。﹁
な
か
ば
過
ぎ
行
く
春
の
悲
し
さ
／
朝
な
朝
な
割
れ
て
霞
め
る
夜
半

の
月
﹂︵
竹
林
抄
・
春
・
六
六
・
心
敬
︶。
●
朝
川

朝
の
川
。﹁
浅
川
﹂
を
掛
け

一
二



て
い
る
か
。
万
葉
集
に
長
歌
﹁
～
も
も
し
き
の

大
宮
人
は

船
並
め
て

朝

川
渡
り

船
競
ひ

夕
川
渡
る
～
﹂︵
巻
一
・
三
六
・
吉
野
宮
に
幸
せ
る
時
に
、

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
︵﹃
拾
遺
集
﹄
に
も
再
録
︶︶、﹁
人
言
を
繁
み
言
痛

み
己
が
世
に
い
ま
だ
渡
ら
ぬ
朝
川
渡
る
﹂︵
万
葉
集
・
巻
二
・
一
一
六
・
但
馬
皇

女
︶、
そ
の
他
一
例
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
詞
で
あ
る
。﹃
六
百
番
歌
合
﹄
で

﹁
山
里
は
朝
川
渡
る
駒
の
音
に
瀬
々
の
氷
の
程
を
知
る
か
な
﹂︵
冬
朝
・
五
四
一
・

顕
昭
︶
と
顕
昭
が
使
用
し
、﹃
八
雲
御
抄
﹄
巻
三
枝
葉
部
に
載
る
。
今
川
了
俊
が

正
徹
に
与
え
た
﹃
言
塵
集
﹄
に
も
﹁
河
﹂
の
項
目
に
﹁
朝
川

夕
川

夜
川

ひ

る
川
﹂
と
あ
る
。
正
徹
が
好
ん
で
使
用
し
た
語
。﹁
釣
す
る
袖
の
ひ
た
す
朝
川

／
さ
し
の
ぼ
る
小
舟
は
棹
も
短
き
に
﹂︵
熊
野
千
句
第
四
百
韻
・
六
〇
／
六
一
・

心
敬
／
盛
長
︶、﹁
根
芹
つ
み
つ
つ
か
へ
る
さ
の
道
／
あ
さ
川
の
霞
を
あ
ら
ふ
波

こ
え
て
﹂︵
心
玉
集
・
春
・
九
二
八
／
九
二
九
︶。
な
お
、﹁
朝
川
﹂
に
つ
い
て
は

﹃
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
﹄
の
注
釈
の
際
、
第
六
七
句
注
に
て
考
察
し

て
い
る
。

︻
付
合
︼
前
句
の
﹁
氷
﹂
か
ら
﹁
朝
川
﹂
を
連
想
す
る
。﹁
山
里
は
朝
川
渡
る
駒

の
音
に
瀬
々
の
氷
の
程
を
知
る
か
な
﹂︵
六
百
番
歌
合
・
冬
朝
・
五
四
一
・
顕
昭
︶。

﹁
岩
間
よ
り
出
湯
と
見
る
や
朝
川
の
こ
ほ
れ
る
水
の
煙
な
る
ら
ん
﹂︵
草
根
集
・

冬
地
儀
・
九
二
一
四
・
康
正
元
年
十
二
月
十
六
日
詠
︶。
付
合
で
は
、
ま
だ
氷
が

は
り
つ
め
て
い
な
い
、
寒
い
秋
の
朝
の
川
の
情
景
と
な
る
。

︻
一
句
立
︼
二
つ
の
流
れ
に
分
か
れ
て
下
っ
て
い
く
朝
の
川
、
そ
こ
に
ま
だ
残
っ

て
映
っ
て
い
る
欠
け
た
月
よ
。

︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句

ほ
と
ば
し
り
出
て
く
る
浪
に
よ
っ
て
氷
の
割
れ
目
が
で

き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。︶
二
つ
の
流
れ
に
分
か
れ
て
下
っ
て
い
く
朝
の
川
、

そ
こ
に
ま
だ
残
っ
て
映
っ
て
い
る
欠
け
た
月
よ
。

︵
名
残
折

裏

七
︶

わ
れ
て
も
く
だ
る
朝
川
の
月

九
九

秋
を
へ
む
君
が
宮
木
の
数
々
に

心
敬

︻
式
目
︼
秋

︻
作
者
︼
心
敬

︻
語
釈
︼
●
秋
を
へ
む

秋
を
送
る
。
和
歌
、
連
歌
共
に
こ
の
句
し
か
管
見
に
入

ら
な
い
珍
し
い
表
現
。
普
通
は
﹁
秋
を
経
て
﹂
と
し
、
歳
月
が
過
ぎ
行
く
事
を

表
現
す
る
。﹁
秋
を
へ
て
遠
ざ
か
り
ゆ
く
い
に
し
へ
を
同
じ
影
な
る
月
に
恋
ひ

つ
つ
﹂︵
続
拾
遺
集
・
秋
下
・
三
一
七
・
藤
原
為
家
︶。
こ
こ
は
、﹁
幾
秋
を
経
む
﹂

の
意
味
で
、
長
く
続
く
未
来
の
時
を
推
量
し
、
祝
意
を
引
き
出
し
、
挙
句
へ
と

つ
な
ぐ
。
●
宮
木

神
社
や
宮
殿
を
造
営
す
る
た
め
の
材
木
を
表
わ
す
祝
意
の

語
。
泉
の
杣
山
か
ら
切
り
出
す
。﹁
泉
の
杣
繁
き
宮
木
は
引
く
と
も
絶
ゆ
べ
か

ら
ず
﹂︵
新
古
今
集
仮
名
序
︶。
ま
た
は
、
神
社
や
宮
殿
の
庭
に
生
え
る
木
々
。

管
見
で
は
同
時
代
の
連
歌
で
忍
誓
に
二
例
、
心
敬
自
身
に
一
例
あ
り
、
心
敬
の

句
は
神
社
の
木
々
を
言
う
。﹁
心
の
綱
や
お
も
ひ
た
ゆ
ま
ん
／
長
き
日
に
今
日

は
宮
木
を
引
く
ら
し
﹂︵
宝
徳
四
年
千
句
第
五
百
韻
・
四
六
／
四
七
・
賢
盛
／
忍

一
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誓
︶。﹁
心
ひ
く
月
の
宮
木
は
杣
も
な
し
／
ま
が
き
の
露
に
に
ほ
ふ
よ
も
ぎ
ふ
﹂

︵
小
鴨
千
句
第
三
百
韻
・
発
句
／
脇
・
忍
誓
／
日
晟
︶。﹁
う
さ
を
の
こ
せ
る
心
み

え
け
り
／
古
は
へ
る
神
の
宮
木
に
鳩
の
ゐ
て
﹂︵
芝
草
内
連
歌
合
︵
松
平
文
庫

本
︶・
一
九
九
︶。
●
数
々
に

多
数
。
数
多
く
。﹁
数
々
に
な
が
め
し
人
の
哀

れ
を
も
忘
れ
ば
つ
ら
し
古
き
世
の
月
﹂︵
心
敬
集
・
応
仁
二
年
百
首
・
月
・
二
三

三
︶。

︻
付
合
︼﹁
く
だ
る
﹂
に
﹁
宮
木
﹂
を
付
け
る
。﹁
く
だ
る
﹂
は
、
宮
木
が
山
か
ら

切
り
出
さ
れ
、
川
を
流
さ
れ
て
下
っ
て
い
く
こ
と
を
い
う
。﹁
杣
人
の
く
だ
す

宮
木
も
泉
川
霞
み
な
が
ら
ぞ
春
は
流
る
る
﹂︵
夫
木
抄
・
九
〇
一
七
・
い
づ
み
の

そ
ま
・
藤
原
家
隆
︶
と
、
泉
の
杣
山
の
木
を
切
り
出
し
て
川
を
流
し
て
運
ぶ
光

景
を
詠
む
歌
が
あ
り
、
正
徹
に
も
﹁
朝
ご
と
に
大
内
山
の
宮
木
を
や
春
の
霞
も

つ
な
で
引
く
ら
む
﹂︵
草
根
集
・
九
三
二
五
・
康
正
二
年
三
月
十
二
日
詠
︶
と
の

山
か
ら
木
を
切
り
出
す
詠
が
あ
る
。
一
句
で
は
、
宮
を
神
仏
や
霊
力
あ
る
も
の

の
屋
と
し
、
本
能
寺
の
庭
の
樹
木
と
解
し
た
。

︻
一
句
立
︼
こ
れ
か
ら
先
、
幾
秋
も
栄
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
あ
な
た
の
宮
、
こ
の

本
能
寺
の
庭
に
は
樹
木
が
多
く
生
え
繁
栄
の
極
み
だ
。

︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句

分
か
れ
流
れ
て
下
っ
て
行
く
朝
の
川
に
、
ま
だ
映
っ
て

い
る
欠
け
た
月
。︶
そ
ん
な
川
を
、
幾
秋
を
送
る
で
あ
ろ
う
わ
が
君
の
宮
を
造
る

材
木
が
、
流
れ
に
そ
っ
て
数
多
く
下
っ
て
い
く
。

︻
考
察
︼
第
九
九
句
は
、
客
人
か
ら
亭
主
へ
の
祝
意
を
こ
め
た
呼
び
か
け
と
な
る

ゆ
え
、
心
敬
は
﹁
宮
木
﹂
で
本
能
寺
の
庭
園
の
樹
木
を
表
現
し
、
挙
句
を
詠
む

は
ず
の
日
明
に
対
し
て
、
お
そ
ら
く
眼
前
の
光
景
で
あ
ろ
う
そ
の
庭
園
の
樹
木

の
数
多
さ
を
た
た
え
た
句
を
投
げ
か
け
た
。
こ
の
百
韻
は
、
本
能
寺
の
庭
園
に

あ
る
井
戸
に
、
落
葉
の
た
ま
る
情
景
を
詠
む
発
句
、
古
く
か
ら
あ
る
庭
を
吹
き

過
ぎ
る
松
風
を
詠
む
脇
か
ら
展
開
し
て
き
た
が
、
そ
の
流
れ
は
、
九
九
句
に
い

た
り
、
心
敬
の
巧
み
な
さ
ば
き
に
よ
っ
て
ま
た
本
能
寺
の
庭
の
光
景
に
戻
り
、

寺
の
今
後
の
繁
栄
を
予
想
し
讃
え
る
挙
句
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

︵
名
残
折

裏

八
︶

秋
を
へ
む
君
が
宮
木
の
数
々
に

一
〇
〇

う
て
な
の
露
の
玉
み
が
く
色

日
明

︻
式
目
︼
露
︵
秋
︶
露
︵
降
物
・
可
隔
三
句
物
︶

玉
字
似
物
竝
褒
美
詞
等
在
此

中
︵
一
座
四
句
物
︶

︻
作
者
︼
日
明

︻
語
釈
︼
●
う
て
な

高
殿
。
ま
た
、
極
楽
に
往
生
し
た
者
が
座
る
蓮
の
花
の
形

を
し
た
蓮
台
。﹁
う
て
な
の
蓮
花
ひ
ら
け
ぬ
る
／
夏
草
の
中
に
も
露
の
玉
散
り

て
﹂︵
紫
野
千
句
第
四
百
韻
・
八
二
／
八
三
・
盛
理
／
相
阿
︶。
●
玉
み
が
く

玉
を
磨
く
よ
う
に
立
派
に
美
し
く
す
る
。

︻
付
合
︼﹁
秋
﹂
に
﹁
露
﹂
を
付
け
、
祝
言
の
意
へ
と
導
く
。
ま
た
、
前
句
の
﹁
宮

木
の
﹂
の
部
分
、﹁
宮
城
野
﹂
を
意
識
さ
せ
る
ゆ
え
に
、﹁
露
﹂
が
呼
び
こ
ま
れ

た
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
第
九
九
句
の
例
に
挙
げ
た
小
鴨
千
句

一
四



第
三
百
韻
の
脇
︵
日
晟
︶
は
、
小
松
天
満
宮
本
で
は
﹁
ま
が
き
の
露
﹂
で
あ
る

が
、
静
嘉
堂
文
庫
連
歌
集
書
本
、
陽
明
文
庫
本
、
天
満
宮
文
庫
滋
岡
長
松
本
で

は
、﹁
真
萩
の
露
﹂
で
あ
る
。

︻
一
句
立
︼
極
楽
の
蓮
台
に
置
い
た
露
が
、
玉
を
み
が
い
た
よ
う
な
美
し
い
色
で

あ
る
こ
と
よ
。

︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句

こ
れ
か
ら
先
、
幾
秋
も
栄
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
あ
な
た

の
宮
、
こ
の
本
能
寺
を
造
る
材
木
が
数
多
く
あ
り
。︶
そ
の
材
木
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
の
本
能
寺
の
高
殿
に
置
い
た
露
は
、
極
楽
の
蓮
台
に
置
い

た
露
が
玉
を
み
が
い
た
よ
う
な
美
し
い
色
を
添
え
て
い
る
の
に
も
似
て
、
非
常

に
美
し
い
の
で
あ
る
。

︻
考
察
︼
亭
主
に
よ
る
第
九
九
句
の
返
答
と
な
る
挙
句
。
今
後
末
永
く
栄
え
る

は
ず
の
本
能
寺
の
高
殿
の
新
築
を
祝
う
句
で
あ
ろ
う
か
。
極
楽
の
蓮
台
の
イ

メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
本
能
寺
の
宗
教
的
な
格
の
高
さ
を
も
表
わ
し

て
い
る
。引

用
文
献
典
拠
一
覧

式
目
の
引
用
は
京
大
本
﹃
連
歌
初
学
抄
﹄︵﹃
京
都
大
学
藏
貴
重
連
歌
資
料
集
１
﹄

︵
平
成
一
三
・
臨
川
書
店
︶
に
よ
る
。

﹃
連
歌
新
式
追
加
並
新
式
今
案
等
﹄
を
参
考
と
し
て
挙
げ
る
場
合
に
は
、
木
藤

才
蔵
﹃
連
歌
新
式
の
研
究
﹄︵
平
成
一
一
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
太
宰
府
天
満
宮

文
庫
本
に
よ
っ
た
。

︻
語
釈
︼
等
に
お
け
る
和
歌
・
漢
詩
句
の
引
用
は
断
ら
な
い
限
り
﹃
新
編
国
歌

大
観
﹄
に
よ
る
。﹃
草
根
集
﹄
は
日
次
本
︵﹃
私
家
集
大
成
五
﹄︵
昭
和
四
九
・
明

治
書
院
︶
所
収
書
陵
部
蔵
御
所
本
︶
を
使
用
し
、
詠
歌
年
時
が
わ
か
る
場
合
に

は
付
記
し
た
。
歌
の
理
解
に
必
要
な
場
合
に
は
、﹃
新
編
国
歌
大
観
第
八
巻
﹄
所

収
の
類
題
本
︵
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
本
︶
の
表
現
も
付
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
万
葉
集
の
歌
番
号
は
西
本
願
寺
本
の
番
号
に
よ
っ
た
。
連
歌
等
の
引
用

は
、
以
下
に
示
す
諸
本
に
よ
る
。

連
珠
合
璧
集
⋮
﹃
中
世
の
文
学
連
歌
論
集
一
﹄︵
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
︶

連
歌
寄
合
⋮
﹃
連
歌
寄
合
集
と
研
究
︵
上
︶﹄︵
昭
和
五
三
・
未
刊
国
文
資
料
刊

行
会
︶
所
収
祐
徳
稲
荷
神
社
蔵
中
川
文
庫
本

産
衣
⋮
﹃
連
歌
法
式
綱
要
﹄︵
昭
和
一
一
・
岩
波
書
店
︶

菟
玖
波
集
⋮
金
子
金
治
郎
﹃
菟
玖
波
集
の
研
究
﹄︵
昭
和
六
〇
・
風
間
書
房
︶

竹
林
抄
⋮
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
竹
林
抄
﹄︵
平
成
三
・
岩
波
書
店
︶
所
収
厳

島
神
社
宮
司
野
坂
元
良
氏
蔵
本

紫
野
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
一
﹄︵
昭
和
五
三
︶
所
収
静
嘉
堂
文
庫
蔵

本

文
安
雪
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
二
﹄︵
昭
和
五
五
︶
所
収
静
嘉
堂
文
庫

蔵
本

一
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顕
証
院
会
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
二
﹄︵
昭
和
五
五
︶
所
収
内
閣
文
庫

蔵
本

宝
徳
四
年
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
三
﹄︵
昭
和
五
六
︶
所
収
城
崎
温
泉

寺
蔵
本

小
鴨
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
三
﹄︵
昭
和
五
六
︶
所
収
小
松
天
満
宮
本

表
佐
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
四
﹄︵
昭
和
五
七
︶
所
収
大
東
急
記
念
文

庫
本

熊
野
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
五
﹄︵
昭
和
五
九
︶
所
収
静
嘉
堂
文
庫
本

河
越
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
五
﹄︵
昭
和
五
九
︶
所
収
内
閣
文
庫
蔵
本

葉
守
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
六
﹄︵
昭
和
六
〇
︶
所
収
北
野
天
満
宮
文

庫
蔵
本

永
原
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
七
﹄︵
昭
和
六
〇
︶
所
収
菅
原
神
社
蔵
本

石
山
四
吟
千
句
⋮
石
山
寺
蔵
本
︵﹃
石
山
千
句
﹄︵
文
学
第
二
部
四
︶︶

成
立
不
詳
心
敬
以
前
﹁
し
た
み
づ
に
﹂
朝
何
百
韻
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
所
収
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
本

寛
正
四
年
六
月
廿
三
日
唐
何
百
韻
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭

和
四
七
・
角
川
書
店
︶
所
収
太
田
武
夫
氏
本

文
安
四
年
五
月
廿
九
日
何
船
百
韻
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭

和
四
七
・
角
川
書
店
︶
所
収
高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
本

寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
⋮
伊
藤
伸
江
・
奥
田
勲
﹁
大
阪
天
満
宮
文
庫

蔵
長
松
本
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
訳
注
︵
一
︶︵
平
成
二
一
・﹃
愛

知
県
立
大
学
国
際
文
化
研
究
科
論
集
﹄
第
十
一
号
︶
所
収
天
満
宮
文
庫
長

松
本

寛
正
六
年
十
二
月
十
四
日
何
船
百
韻
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄

︵
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
︶
所
収
野
坂
元
定
氏
本

延
徳
二
年
九
月
二
十
日
山
何
百
韻
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
大
阪
天

満
宮
文
庫
本

年
次
不
詳
何
船
百
韻
﹁
散
し
え
ぬ
﹂
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄

︵
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
︶
所
収
野
坂
元
定
氏
本

年
次
不
詳
何
路
百
韻
﹁
白
妙
の
﹂
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭

和
四
七
・
角
川
書
店
︶
所
収
天
満
宮
文
庫
本

親
当
句
集
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
十
一
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角

川
書
店
︶
所
収
赤
木
文
庫
蔵
本

宗
砌
句
集
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
十
一
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角

川
書
店
︶
所
収
大
阪
天
満
宮
文
庫
本

行
助
句
集
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
十
一
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角

川
書
店
︶
所
収
大
阪
天
満
宮
蔵
本

吾
妻
辺
云
捨
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
︶

所
収
天
理
図
書
館
本

心
玉
集
・
心
玉
集
拾
遺
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四
七
・

一
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角
川
書
店
︶
所
収
静
嘉
堂
文
庫
本

連
歌
百
句
付
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
︶

所
収
天
理
図
書
館
本

心
敬
僧
都
百
句
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四
七
・
角
川
書

店
︶
所
収
岩
瀬
文
庫
本

芝
草
句
内
岩
橋
⋮
﹃
連
歌
貴
重
文
献
集
成
第
五
集
﹄︵
昭
和
五
四
・
勉
誠
社
︶
所

収
本
能
寺
本

心
敬
句
集
苔
筵
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四
七
・
角
川
書

店
︶
所
収
赤
木
文
庫
本

園
塵
第
四
⋮
﹃
伊
地
知
鐵
男
著
作
集
二
︿
連
歌
・
連
歌
史
﹀﹄︵
平
成
八
・
汲
古

書
院
︶
所
収
早
稲
田
大
学
本

難
波
田
千
句
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
本

私
用
抄
⋮
﹃
連
歌
論
集
三
﹄︵
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
京
大
附
属
図
書

館
蔵
本

法
眼
専
順
連
謌
⋮
貴
重
古
典
籍
叢
刊
十
一
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五

〇
・
角
川
書
店
︶
所
収
赤
木
文
庫
本

連
歌
詞
⋮
湯
浅
清
﹃
心
敬
の
研
究
﹄︵
昭
和
五
二
・
風
間
書
房
︶
所
収
国
会
図
書

館
本

袖
中
抄
⋮
﹃
歌
論
歌
学
集
成
第
五
巻
﹄︵
平
成
一
二
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
高
松

宮
本

参
考
文
献

黒
田
日
出
男
﹁
中
世
の
﹁
畠
﹂
と
﹁
畑
﹂﹂︵﹃
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
﹄︵
昭

和
五
九
・
校
倉
書
房
︶
所
収
︶

野
本
寛
一
﹃
焼
畑
民
族
文
化
論
﹄︵
昭
和
五
九
・
雄
山
閣
︶

松
岡
心
平
﹁
西
行
の
﹁
ふ
る
は
た
﹂
の
歌
﹂︵
平
成
元
・
日
本
古
典
文
学
会
会
報

N
o
.
1
1
5︶

岩
佐
美
代
子
﹁﹁
春
か
け
て
﹂
考
︱
中
世
同
種
表
現
詠
の
解
釈
に
及
ぶ
︱
﹂︵
平

成
一
四
・
和
歌
文
学
研
究
第
八
十
四
号
︶

百
韻
に
お
け
る
宗
匠
心
敬

﹃
落
葉
百
韻
﹄
の
連
衆
十
五
人
︵
発
句
の
み
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
一
条
兼

良
を
除
け
ば
、
連
歌
の
場
に
会
し
た
の
は
十
四
人
︶
は
、
こ
の
百
韻
の
訳
注
︵
一
︶

に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に注

１

、
心
敬
の
和
歌
の
師
正
徹
と
関
係
の
深
い
畠
山
氏

の
被
官
の
武
士
た
ち
や
僧
の
集
ま
り
で
あ
ろ
う
と
み
な
せ
る
。
連
衆
の
う
ち
に

は
、
心
敬
以
外
に
連
歌
師
は
お
ら
ず
、
心
敬
の
指
導
が
強
く
ゆ
き
わ
た
る
場
で

あ
っ
た
。
こ
の
場
に
お
い
て
、
連
歌
は
ど
の
よ
う
に
進
行
し
、
宗
匠
心
敬
は
ど

の
よ
う
に
百
韻
を
導
い
て
い
た
か
。
考
察
の
便
宜
の
た
め
、
句
の
進
行
に
重
要

な
項
目
を
抽
出
し
た
式
目
表
を
作
成
し
、
心
敬
の
他
に
有
力
連
歌
師
の
参
加
し

た
﹃
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
﹄
も
参
照
し
な
が
ら
、
心
敬
の
句
さ
ば
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き
の
特
徴
を
考
え
た
い
。

ま
ず
、
式
目
表
か
ら
、﹃
落
葉
百
韻
﹄
の
流
れ
を
概
観
す
る
。
発
句
の
後
、
連

衆
十
四
人
が
一
巡
し
た
後
は
、
順
を
追
う
こ
と
な
く
出
句
さ
れ
る
が
、
代
表
的

な
景
物
で
あ
る
花
と
月
と
の
詠
ま
れ
方
を
見
る
と
、
花
が
三
句
、
月
が
九
句
詠

ま
れ
て
い
る
。
花
は
応
安
新
式
で
﹁
一
座
三
句
物
﹂
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
百
韻
で
も
三
句
で
問
題
は
な
い
。
月
は
﹁
月
﹂
そ
の
も
の
で
は
式
目
に
数
の

規
定
が
な
く
、
幾
つ
で
も
詠
み
こ
め
る
も
の
で
あ
る
が
、﹃
応
安
新
式
﹄
で
、
個

別
規
定
と
し
て
﹁
春
月
﹂﹁
夏
月
﹂﹁
冬
月
﹂
が
﹁
一
座
二
句
物
﹂
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の
百
韻
内
で
は
、
月
が
七
、
春
月
一
、
冬
月
一
で
あ
り
、

秋
季
以
外
の
月
が
や
や
少
な
い
。
だ
が
、
心
敬
が
参
加
す
る
﹃
寛
正
六
年
正
月

十
六
日
何
人
百
韻
﹄
で
は
、
月
八
︵
う
ち
似
物
月
一
︶、
春
月
一
、
そ
の
他
﹃
寛

正
七
年
二
月
四
日
何
人
百
韻
﹄
で
は
、
月
が
八
、
春
月
一
で
あ
る
よ
う
に
、
同

時
期
の
百
韻
の
中
で
特
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く注

２

、
他
の
季
節
の

月
よ
り
は
秋
の
月
の
方
が
詠
み
こ
み
や
す
い
か
ら
こ
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
連
衆
そ
れ
ぞ
れ
の
出
句
数
は
、
宗
匠
の
心
敬
が
一
四
句
、
伝
芳
一
〇

句
、
隆
蓮
九
句
、
利
在
九
句
、
毘
親
八
句
、
三
位
七
句
、
有
実
七
句
、
円
秀
七

句
、
忠
英
六
句
、
立
承
六
句
、
貞
興
六
句
、
日
明
五
句
、
正
頼
四
句
で
あ
っ
た
。

連
衆
に
関
し
て
は
出
自
未
詳
の
者
も
多
く
、
力
量
等
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
場
合

も
多
い
が
、
花
と
月
の
詠
者
を
見
る
と
、
花
の
詠
者
は
、
日
明
︵
第
三
九
句
︶、

心
敬
︵
第
五
七
句
︶、
利
在
︵
第
九
五
句
︶
で
あ
る
。
亭
主
日
明
の
花
の
詠
は
、

ま
さ
に
主
催
者
に
花
を
持
た
せ
て
詠
ま
せ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
月
の
詠

者
も
、
只
の
月
が
、
隆
蓮
︵
第
五
句
︶、
利
在
︵
第
一
七
句
︶、
毘
親
︵
第
四
四

句
、
第
八
九
句
︶、
有
実
︵
第
六
二
句
︶、
伝
芳
︵
第
七
二
句
︶、
忠
英
︵
第
九
八

句
︶
の
六
名
、
春
の
月
が
心
敬
︵
第
八
〇
句
︶、
冬
の
月
が
利
在
︵
第
五
三
句
︶

で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
総
句
数
の
多
い
連
衆
か
ら
ほ
ぼ
順
当
に
月
を
詠
ん

で
い
る
よ
う
で
あ
り
、
中
で
利
在
は
花
の
み
な
ら
ず
、
月
も
二
句
詠
ん
で
お
り
、

月
を
二
句
詠
む
毘
親
と
並
び
、
連
衆
の
中
で
は
力
量
を
評
価
さ
れ
て
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

さ
て
、﹃
落
葉
百
韻
﹄
で
は
、
宗
匠
心
敬
は
、
第
三
、
第
一
六
句
、
第
二
三
句
、

第
三
二
、
第
三
七
句
、
第
四
六
句
、
第
五
一
句
、
第
五
七
句
、
第
六
六
句
、
第

七
〇
句
、
第
八
〇
句
、
第
八
三
句
、
第
九
一
句
、
第
九
九
句
の
十
四
句
を
詠
み

入
れ
て
い
る
。
貴
人
兼
良
の
発
句
、
亭
主
日
明
の
脇
に
続
き
第
三
に
入
り
、
一

巡
の
後
︵
第
一
六
句
︶
に
改
め
て
先
鞭
を
付
け
て
入
る
振
舞
い
や
、
挙
句
の
一

つ
前
︵
第
九
九
句
︶
に
入
る
振
舞
い
は
宗
匠
と
し
て
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
他

の
句
を
見
て
も
、
二
折
表
第
一
句
︵
二
三
句
︶、
二
折
裏
第
一
句
︵
第
三
七
句
︶
、

三
折
表
第
一
句
︵
第
五
一
句
︶、
三
折
裏
第
二
句
︵
第
六
六
句
︶
、
名
残
折
表
第

二
句
︵
第
八
〇
句
︶
と
、
各
折
の
始
め
や
終
わ
り
に
は
必
ず
句
を
詠
み
入
れ
て

い
る
。
三
折
裏
第
二
句
、
名
残
折
表
第
二
句
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
利
在
、
立
承

に
句
を
譲
り
、
進
行
を
支
え
る
た
め
に
次
の
句
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
、
連
歌
熟

練
の
徒
の
い
な
い
こ
の
百
韻
の
基
本
の
形
と
し
て
は
、
各
折
の
表
裏
最
初
の
句
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は
宗
匠
心
敬
が
作
句
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
、
そ
の
都
度
体
勢
を
整
え
て
の
再

出
発
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
匠
が
各
折
表
裏
の
最
初
、
末
尾
の

句
を
詠
み
、
百
韻
を
支
え
る
の
が
、
連
衆
の
未
熟
さ
ゆ
え
は
っ
き
り
と
見
て
と

れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
心
敬
以
外
に
年
長
の
連
歌
師
行
助
、
専
順
が
顔

を
そ
ろ
え
、
専
順
弟
子
宗
祇
も
参
加
を
許
さ
れ
た
﹃
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何

人
百
韻
﹄︵
式
目
表
参
照
︶
が
、
必
ず
し
も
宗
匠
心
敬
が
各
折
表
裏
始
め
終
わ
り

に
入
る
形
で
は
進
行
し
て
い
な
い
こ
と
、
し
か
し
子
細
に
見
れ
ば
、
行
助
、
専

順
と
い
う
先
輩
格
の
連
歌
師
が
そ
の
役
割
を
分
担
し
つ
つ
百
韻
が
進
行
す
る
形

に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
得
心
が
行
く
。﹃
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何
人

百
韻
﹄
で
は
、
心
敬
は
発
句
、
一
巡
後
の
最
初
の
句
、
挙
句
の
一
つ
前
の
句
を

詠
み
、
二
折
裏
第
一
句
、
三
折
表
末
尾
の
句
、
名
残
折
第
一
句
に
入
る
が
、
行

助
は
、
三
折
裏
第
一
句
、
名
残
折
表
末
尾
の
句
に
入
り
、
専
順
は
、
一
折
裏
末

尾
の
句
、
名
残
折
裏
第
一
句
を
詠
む
。
行
助
は
、
第
三
と
挙
句
も
詠
ん
で
お
り
、

心
敬
が
行
助
に
譲
る
所
が
多
く
、
専
順
に
も
配
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。﹃
落

葉
百
韻
﹄
に
は
こ
う
し
た
実
力
派
の
連
歌
師
が
い
な
い
分
、
は
っ
き
り
と
心
敬

の
独
擅
場
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

ま
た
、
宗
匠
は
、
そ
の
熟
達
し
た
技
巧
ゆ
え
に
、
句
の
流
れ
の
重
要
な
位
置

で
句
を
詠
み
入
れ
、
行
様
を
決
め
る
は
ず
で
あ
り
、
心
敬
も
第
三
二
、
三
七
、

五
七
、
六
六
、
九
一
句
と
詠
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
句
境
を
変
化
さ
せ
、
百

韻
の
流
れ
の
舵
取
り
を
し
て
い
る
。
ま
た
心
敬
は
句
境
が
変
化
す
る
直
前
の
句

︵
第
四
六
句
、
第
五
一
句
、
第
七
〇
句
︶
も
詠
ん
で
お
り
、
そ
の
中
に
多
く
の
素

材
を
詠
み
入
れ
、
連
衆
が
心
敬
の
句
に
よ
っ
て
句
移
り
を
ス
ム
ー
ズ
に
な
せ
る

よ
う
に
助
け
に
入
っ
て
も
い
る
。
心
敬
は
折
の
変
わ
り
目
と
句
境
の
変
わ
り
目

に
登
場
し
、
連
衆
を
強
力
に
導
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

続
い
て
、
心
敬
の
細
か
な
句
さ
ば
き
と
し
て
、
季
の
句
の
連
続
と
、
体
用
に

関
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
を
い
く
ら
か
挙
げ
て
お
く
。

﹃
落
葉
百
韻
﹄
は
、
某
年
十
月
二
十
五
日
の
張
行
ゆ
え
に
、
冬
の
季
か
ら
始

ま
る
。
そ
の
後
に
四
季
・
雑
の
句
が
詠
み
重
ね
ら
れ
て
行
く
が
、
そ
の
中
で
、

例
え
ば
八
三
句
は
、
八
〇
句
で
心
敬
が
は
じ
め
た
春
の
句
が
三
句
続
い
た
後
、

あ
え
て
心
敬
が
ま
た
入
り
、
雑
へ
と
句
境
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
式
目
の
規
定

で
は
春
の
句
は
五
句
ま
で
続
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
句

さ
ば
き
は
、
実
は
春
の
句
が
あ
ま
り
長
く
続
く
の
を
避
け
る
と
い
う
宗
匠
と
し

て
の
考
え
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

心
敬
の
式
目
に
関
す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
伝
書
に
は
、﹃
私
用
抄
﹄﹃
心
敬

法
印
庭
訓
﹄
等
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
例
え
ば
、﹃
私
用
抄 注

３

﹄
で
は
、

一
、
春
秋
を
面
に
五
句
め
ま
で
沙
汰
候
。
春
の
句
な
ど
の
五
句
め
ま
で
侍

れ
ば
、
こ
と
の
ほ
か
く
た
び
れ
た
る
句
ど
も
見
え
侍
て
、
恥
ぢ
が
ま
し
く

哉
。
春
句
は
あ
た
た
か
に
て
付
け
に
く
き
物
歟
。
三
句
め
ま
で
な
れ
ば
、

う
ら
の
季
も
は
や
く
移
り
て
あ
そ
ば
し
よ
く
侍
る
歟
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、﹃
心
敬
法
印
庭
訓 注

４

﹄
に
も
、

一
九



一
、
花
の
連
歌
の
ほ
か
に
、
よ
し
も
な
き
所
に
て
、
春
を
と
り
出
だ
す
こ

と
な
か
れ
。
春
の
季
す
く
な
き
物
也
。
秋
は
な
に
と
な
く
淋
し
き
も
の
に

て
、
よ
き
道
具
春
よ
り
は
い
ま
す
こ
し
お
ほ
し
。
す
べ
て
、
春
は
あ
た
た

か
な
る
也
。
も
ろ
こ
し
に
は
春
を
ほ
め
た
り
と
い
へ
ど
も
、
も
つ
ぱ
ら
詩

に
も
秋
冬
を
作
れ
り
。
瀟
湘
の
八
景
の
題
に
春
の
な
き
に
て
、
お
ほ
か
た

心
得
べ
し
。

と
あ
る
。﹃
落
葉
百
韻
﹄
で
の
心
敬
は
、
秋
の
句
が
四
句
つ
づ
い
た
あ
と
に
入
る

三
七
句
、
同
じ
く
秋
が
五
句
続
い
た
後
に
入
る
九
一
句
の
ふ
る
ま
い
と
比
較
し

て
、
春
は
早
め
に
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、﹃
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何

人
百
韻
﹄
に
お
い
て
も
、
春
の
句
の
連
続
は
、
発
句
か
ら
第
五
句
ま
で
五
句
連

続
一
回
の
外
は
、
三
句
ま
た
は
四
句
の
連
続
︵
各
二
回
︶
で
あ
り
、
秋
の
句
の

連
続
は
四
句
ま
た
は
五
句
の
連
続
︵
四
句
四
回
、
五
句
三
回
︶
で
あ
る
の
と
比

較
し
て
短
い
。
こ
の
時
、
心
敬
は
、
例
え
ば
第
七
三
句
で
秋
の
五
句
目
を
詠
む
。

ま
た
、
第
八
六
句
で
は
八
五
句
︵
大
况
︶
が
秋
の
五
句
目
を
詠
ん
だ
の
に
続
い

て
入
り
、
雑
に
句
境
を
変
え
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
秋
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
続

け
る
形
を
と
ら
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
第
六
四
句
で
も
、
秋
の

句
が
四
句
続
く
ま
で
待
ち
、
雑
に
変
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
春
の
句
の
連

続
は
、
心
敬
が
特
に
句
を
詠
み
い
れ
ず
と
も
短
く
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
秋
の
句
と
比
較
し
た
場
合
、
春
の
句
の
連
続
は
短
く
止
め
ら
れ
て
い
た
。

連
歌
の
原
則
か
ら
は
、
常
に
句
境
が
移
り
変
わ
る
の
が
望
ま
し
く
、
心
敬
は
む

し
ろ
秋
の
句
に
関
し
て
、
三
句
で
止
め
ず
、
自
ら
の
作
句
意
識
に
て
ら
し
て
よ

り
長
く
続
け
る
こ
と
を
許
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
体
用
に
関
す
る
規
定
と
の
関
係
で
目
を
引
く
特
徴
と
し
て
、
体
と
用

の
言
葉
を
同
一
の
句
に
詠
み
こ
ん
だ
事
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

﹃
落
葉
百
韻
﹄
で
は
、
山
類
の
体
用
で
、
第
五
〇
句
の
﹁
や
す
き
か
た
な
き

そ
は
の
か
け
は
し
﹂︵
貞
興
︶
に
﹁
岨
﹂
と
﹁
か
け
は
し
﹂
が
同
時
に
見
ら
れ
る
。

﹃
応
安
新
式
﹄
で
は
﹁
そ
は
﹂
は
山
類
の
体
、﹁
梯
﹂
は
山
類
の
用
で
あ
っ
た
。

後
の
﹃
梅
春
抄 注

５

﹄
に
お
い
て
も
、﹁
山
類
の
体

～
岨
﹂﹁
山
類
用
。
～
梯
﹂
と

あ
り
、
こ
の
規
定
は
ず
っ
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、﹁
そ
は
の
か
け
は
し
﹂

は
、﹃
落
葉
百
韻
﹄
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
﹃
熊
野
千
句注

６

﹄
に
も
﹁
古
畑
つ
く
る
木
曽

の
山
里
／
五
月
雨
に
岨
の
梯
朽
ち
そ
ひ
ぬ
﹂︵
熊
野
千
句
第
四
百
韻
・
八
八
／
八

九
・
鶴
丸
／
宗
怡
︶
と
詠
み
こ
ま
れ
、﹁
朽
ち
て
あ
や
う
き
岨
の
梯
／
旅
人
も
駒

引
き
か
へ
す
深
山
路
に
︵
心
敬
︶﹂︵
連
歌
百
句
付注

７

︶
と
、
心
敬
自
身
の
句
の
前

句
に
も
み
ら
れ
る
。﹁
そ
は
﹂
と
﹁
か
け
は
し
﹂
と
は
一
体
と
し
て
考
え
ら
れ
、

意
味
の
上
で
は
﹁
か
け
は
し
﹂
に
重
点
が
置
か
れ
る
か
ら
、
梯
と
同
様
の
も
の

と
し
て
心
敬
は
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

水
辺
の
体
用
に
関
し
て
は
、
享
徳
元
年
︵
一
四
五
二
︶、﹃
新
式
今
案
﹄
に
よ

り
改
訂
さ
れ
た
﹁
舟
﹂
の
規
定
が
使
わ
れ
て
い
る
。﹃
応
安
新
式
﹄
で
は
、﹁
湊
﹂

は
水
辺
の
体
、﹁
舟
﹂
は
水
辺
の
用
で
あ
っ
た
の
が
、﹃
新
式
今
案
﹄
で
は
﹁
舟
﹂

が
体
用
之
外
と
な
り
、﹁
湊
﹂
と
﹁
舟
﹂
と
を
同
一
の
句
の
中
で
使
っ
て
も
、
体

二
〇



と
用
が
か
ち
あ
う
こ
と
が
な
く
な
り
、
明
ら
か
に
句
作
が
自
由
に
な
っ
た
。
第

九
一
句
﹁
さ
夜
ふ
か
き
湊
の
舟
に
人
は
ね
て
﹂︵
心
敬
︶
は
そ
の
規
定
を
利
用
し

た
句
で
あ
る
。﹃
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
﹄
で
も
、
同
様
に
水
辺
の
体

の
事
物
と
﹁
舟
﹂
を
同
時
に
詠
み
こ
ん
だ
例
と
し
て
第
二
五
句
﹁
浦
づ
た
ひ
ゆ

く
ゆ
く
舟
の
遠
ざ
か
り
﹂︵
実
中
︶、
第
五
五
句
﹁
風
ま
ぜ
に
長
雨
ふ
る
江
の
泊

り
舟
﹂︵
宗
祇
︶、
第
六
七
句
﹁
舟
遠
き
春
の
朝
川
日
の
さ
し
て
﹂︵
宗
祇
︶
の
三

句
が
あ
り
、
舟
を
詠
み
込
め
る
こ
と
で
、
表
現
で
き
る
水
辺
の
情
景
が
よ
り
豊

か
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
じ
く
﹃
新
式
今
案
﹄
で
定
め
ら
れ
た
﹁
波
﹂
の
規
定
は
、﹃
寛
正

六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
﹄
で
は
、
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
即
ち
、﹃
寛
正
六

年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
﹄
に
は
、
第
三
二
句
﹁
湊
を
深
み
波
ぞ
荒
れ
ぬ
る
﹂

︵
幸
綱
︶、
第
三
三
句
﹁
五
月
雨
を
満
つ
汐
な
れ
や
比
良
の
海
﹂︵
心
敬
︶、
第
五

六
句
﹁
み
ぎ
は
の
松
は
浪
に
う
か
べ
る
﹂︵
大
况
︶、
第
八
六
句
﹁
袖
の
浦
わ
に

よ
す
る
夕
浪
﹂︵
心
敬
︶
が
あ
り
、﹃
応
安
新
式
﹄
で
水
辺
の
用
と
規
定
さ
れ
、

﹃
新
式
今
案
﹄
で
も
用
と
さ
れ
て
い
る
﹁
波
﹂﹁
汐
﹂
を
水
辺
の
体
の
事
物
と
共

に
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
句
に
見
ら
れ
る
﹁
波
﹂﹁
汐
﹂
に
関
し
て
は
、

後
に
﹃
心
敬
法
印
庭
訓
﹄
に
も

海
・
浦
な
ど
と
い
ふ
句
に
、
水
辺
の
物
に
て
、
し
か
も
体
に
て
も
用
に
て

も
な
き
、
舟
・
橋
・
蘆
・
あ
ま
な
ど
や
う
の
物
の
付
た
る
に
、
今
度
用
は

よ
き
と
て
、
波
・
塩
・
水
な
ど
し
た
る
、
な
ど
や
ら
む
心
よ
か
ら
ず
、
中

と
絶
え
た
る
や
う
也
。

と
述
べ
る
際
に
、
用
の
例
と
し
て
の
っ
て
い
た
。
ま
た
﹃
梅
春
抄
﹄
で
も
水
辺

の
用
に
は
﹁
波
﹂
が
あ
げ
ら
れ
、
以
後
も
体
用
之
外
と
な
っ
た
様
子
は
な
い
。

式
目
を
見
る
と
、﹃
応
安
新
式
﹄
の
水
辺
の
用
の
規
定
と
、﹃
新
式
今
案
﹄
の
水

辺
の
用
の
規
定
で
は
、
次
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。

応
安
新
式

浮
木

舟

流

浪

水

氷

水
鳥
類

蝦

千
鳥

葦

蓮

真
薦

海
松

和
布

藻
塩
草

海

人

塩

塩
屋

塩
干

萍

閼
伽
結

魚

網

釣
垂

懸
樋

氷
室

下
樋

手
洗
水
已
上
如
此
類

水
辺
用
之

新
式
今
案

浪

水

氷

塩
水
辺
之
用
也

浮
木

船

流

塩
焼
等

水
辺
躰
用

之
外
也

以
上
新
式
中
両
所
詞
有
相
違
、
得
其
意
可
分
別
也

﹃
新
式
今
案
﹄
で
、
浪
、
水
、
氷
、
塩
の
四
項
目
の
み
を
用
と
規
定
し
、
浮

木
、
船
、
流
、
塩
焼
等
は
体
用
の
外
と
規
定
す
る
の
は
、﹃
応
安
新
式
﹄
の
項
目

の
う
ち
、
浪
以
下
の
四
項
目
以
外
の
項
目
は
体
用
の
外
で
よ
い
と
す
る
考
え
で

あ
り注

８

、
さ
ら
に
迷
う
場
合
は
意
味
を
考
え
て
判
断
せ
よ
と
の
但
し
書
き
も
つ
い

て
い
る
。﹃
新
式
今
案
﹄
は
、
句
の
文
学
的
な
解
釈
に
従
っ
て
体
用
の
し
ば
り
を

ゆ
る
や
か
な
も
の
に
し
て
お
り
、こ
れ
が
既
に
宗
砌
が
宗
匠
で
あ
っ
た
時
代︵
文

安
五
年
︵
一
四
四
八
︶
～
享
徳
三
年
︵
一
四
五
四
︶︶
の
風
潮
で
あ
っ
た
こ
と
が

二
一



わ
か
る
。
そ
し
て
、﹃
落
葉
百
韻
﹄
等
を
見
る
限
り
、
心
敬
や
そ
の
周
辺
の
連
歌

師
た
ち
は
、﹃
新
式
今
案
﹄
制
定
後
に
一
段
と
、
語
句
の
体
用
の
別
に
関
す
る
制

限
を
ゆ
る
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
水
辺
の
事
物
を
入
れ
た
句

の
多
い
﹃
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
﹄
の
頃
に
は
、﹁
波
﹂
や
﹁
汐
﹂
を

暗
黙
の
う
ち
に
体
用
の
外
と
し
て
扱
っ
て
い
た
か注

９

。
こ
の
百
韻
は
心
敬
以
外
に

七
賢
の
中
か
ら
複
数
の
作
家
が
入
っ
て
い
る
百
韻
で
あ
り
、
そ
の
張
行
の
場
で

の
句
作
は
、
百
韻
の
行
様
に
お
い
て
情
景
の
移
り
変
わ
り
を
巧
み
に
進
め
て
い

く
た
め
に
水
辺
の
句
を
多
く
使
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
詠
ま
れ
た
水
辺

の
句
を
一
層
文
学
的
な
描
写
の
持
つ
句
に
磨
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
体

用
の
制
限
を
も
っ
と
ゆ
る
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、﹁
波
﹂
や
﹁
汐
﹂
を
体

用
の
外
と
す
れ
ば
、
一
句
中
に
水
辺
の
景
物
を
重
ね
て
詠
み
こ
み
や
す
く
、
水

辺
の
描
写
が
詳
細
に
な
る
。
心
敬
が
指
導
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
私
的
な
連

歌
会
や
、
志
を
同
じ
く
す
る
連
歌
師
と
の
連
歌
ゆ
え
に
、
句
作
の
指
向
が
式
目

の
運
用
の
仕
方
に
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

注

１

﹁
本
能
寺
蔵
﹃
落
葉
百
韻
﹄
訳
注
︵
一
︶
付
．﹃
落
葉
百
韻
﹄
翻
刻
及
び

解
説
︵﹃
落
葉
百
韻
﹄
に
つ
い
て
︶﹂︵﹃
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
論
集
国
語

国
文
学
科
編
﹄
第
一
号
・
平
成
二
三
・
三
︶

２

例
え
ば
、
秋
の
句
は
、﹃
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
﹄
で
は
三
二

句
、
近
い
時
期
の
百
韻
と
し
て
参
考
に
供
し
た
﹃
寛
正
七
年
二
月
四
日
何

人
百
韻
﹄
で
は
二
九
句
あ
る
︵
新
潮
日
本
古
典
集
成
連
歌
集
頭
注
︵
島
津
忠

夫
氏
︶
に
従
う
︶。

３

引
用
は
﹃
連
歌
論
集
三
﹄︵
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
京
大
附
属

図
書
館
本
に
よ
る
。

４

引
用
は
﹃
連
歌
論
集
三
﹄︵
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
太
田
武
夫

氏
蔵
本
に
よ
る
。

５

引
用
は
﹃
連
歌
論
集
四
﹄︵
平
成
二
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
木
藤
才
蔵
氏

蔵
本
に
よ
る
。

６

引
用
は
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
五
﹄︵
昭
和
五
九
︶
所
収
静
嘉
堂
文
庫

本
に
よ
る
。

７

引
用
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
︶

所
収
天
理
図
書
館
本
に
よ
る
。

８

木
藤
才
蔵
﹃
連
歌
新
式
の
研
究
﹄︵
平
成
一
一
・
三
弥
井
書
店
︶
第
三
章

一
﹁
新
式
今
案
の
制
定
﹂
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

９

﹃
寛
正
七
年
二
月
四
日
何
人
百
韻
﹄
に
は
第
一
三
句
﹁
木
々
の
葉
や
入
江

の
水
に
浮
ぶ
ら
ん
﹂︵
英
仲
︶
が
あ
り
、
や
は
り
水
辺
の
体
で
あ
る
﹁
入
江
﹂

と
水
辺
の
用
で
あ
る
﹁
水
﹂
を
同
時
に
用
い
て
い
る
。

二
二



二
三

落葉百韻式目表

句番号・作者 春 夏 秋 冬 恋・衣類 雑（述懐） 旅名所 神祇釈教 山類水辺 居所人倫 動物植物 光物時分 聳物降物 花月

初
折
・
表

１兼良 冬 水 植

２日明 冬 居・用

３心敬 冬 降

４三位 秋 聳

５隆蓮 秋 旅 光 月

６毘親 秋 動(鳥)

７利在 秋 山・体

８円秀 秋 聳

初
折
・
裏

９有実 春 居・体 降

10忠英 春 植

11貞興 春 花(梅)

12伝芳 雑 動(鳥)

13 承成 雑 山・体 人

14立承 述懐

15正頼 述懐 釈

16心敬 述懐

17利在 秋 時・光 月

18隆蓮 秋 (恋)

19三位 秋 (恋)

20円秀 雑 植

21伝芳 雑 植

22 毘親 冬 降

二
折
・
表

23心敬 冬

24日明 雑 聳

25貞興 夏 降

26有実 夏 光 降

27忠英 夏 水・用

28利在 雑 名 居・体

29立承 旅名

30隆蓮 恋衣 水・体

31伝芳 恋

32心敬 雑 植

33三位 秋 植 時

34円秀 秋 光

35 毘親 秋 衣

36正頼 秋 居・体 降

二
折
・
裏

37心敬 雑・述懐 時 降

38立承 春 植 聳

39日明 春 花

40貞興 春 動(鳥)

41三位 恋 動(鳥)

42隆蓮 恋

43有実 恋 人

44 毘親 秋 光 月

45利在 秋 時 降

46心敬 秋 降

47伝芳 雑 植

48立承 夏 水・用

49忠英 夏 衣

50貞興 雑 山・用・体



二
四

三
折
・
表

51心敬 冬 山・体 動(鳥)植

52円秀 冬 植 聳降

53利在 冬 植 光時 月

54伝芳 雑 水・体

55隆蓮 恋 人 時

56有実 恋 人・居・体

57心敬 春 山・体 居・体 植 花

58忠英 春 名 山・体

59円秀 春 鳥

60三位 雑・述懐 人

61正頼 秋 植 降

62有実 秋 光時 月

63隆蓮 秋 居・体 時

64 毘親 秋 水・用 時

三
折
・
裏

65利在 衣 雑 水・用

66心敬 恋

67忠英 恋

68句欠 (恋)

69日明 恋 時

70心敬 雑 山・体 動植

71 毘親 釈

72伝芳 秋 水・用 月

73利在 秋 水・体

74立承 秋 名 聳

75隆蓮 冬 衣 降

76円秀 冬 人

77伝芳 冬 植

78有実 雑

名
残
折
・
表

79立承 恋

80心敬 春 (恋) 光時 月

81伝芳 春

82 毘親 春 人

83心敬 雑

84有実 雑 光

85隆蓮 夏 居・体

86利在 秋 植

87三位 秋 居・用 植

88正頼 秋 降

89貞興 秋 山・体 動

90 毘親 秋 光時 月

91心敬 雑 水・体・外 人 時

92伝芳 雑 水・用

名
残
折
・
裏

93円秀 雑 居・体

94三位 春 居・体 動(鳥)

95利在 春 植 花

96伝芳 春 聳

97隆蓮 春 水・用

98忠英 秋 水・体 時 月

99心敬 秋

100日明 秋 降

外…体用之外



二
五

寛正六年正月十六日何人百韻式目表

句番号・作者 春 夏 秋 冬 恋・衣類 雑(述懐) 旅名所 神祇釈教 山類水辺 居所人倫 動物植物 光物時分 聳物降物 花月

初
折
・
表

１心敬 春 植

２実中 春 動(鳥)

３行助 春

４元 春 降

５専順 春 山・体 居・体 光 聳 月

６幸綱 雑 人

７大况 雑

８宗祇 雑 水・外 植

折
・
裏

９宗怡 夏 水・用

10 公範 雑 水・外 時

11心敬 秋 衣 (旅) 聳

12行助 秋 人

13実中 秋 光時 月

14専順 秋 動(鳥)

15元 秋 降

16幸綱 恋 人

17宗怡 恋 人

18大况 恋

19宗祇 雑 山・体

20心敬 雑 居・体

21行助 春 (雑) 人 花

22専順 春 光 降

二
折
・
表

23大况 春 聳

24宗怡 秋 水・用 動(鳥)

25実中 雑 水・体・外

26専順 雑 名 水・外 光 降

27元 旅名 山・体

28心敬 秋 植 光 月

29専順 秋 (神)

30行助 秋 聳

31宗祇 秋 居・体

32幸綱 雑 水・体・用

33心敬 夏 名 水・体・用

34行助 衣 雑 水・用

35専順 恋 聳

36元 恋

二
折
・
裏

37心敬 春 時 花

38行助 春

39専順 春 恋 人

40宗祇 秋 山・体 時 月

41大况 秋 居・体 動

42実中 秋

43宗怡 秋 衣 (雑) 降

44元 夏 植 降

45宗祇 雑 植

46専順 雑 山・体 聳

47幸綱 雑 山・体 動(鳥)

48心敬 冬 植

49行助 冬 居・用 植

50実中 雑 居・体



二
六

三
折
・
表

51元 釈 人

52専順 恋

53幸綱 恋

54行助 恋

55宗祇 雑 水・体・外 降

56大况 雑 水・体・用 植

57心敬 雑 名 光

58専順 釈 水・体

59行助 雑(述懐) 人

60心敬 秋 植 降

61専順 秋

62宗祇 秋 (恋)

63実中 秋 (恋)衣 人 月

64心敬 雑 居・用

三
折
・
裏

65行助 春 居・体 動(鳥)

66元 春 山・体

67宗祇 春 水・体・外 光

68宗怡 春 植

69実中 秋 植

70心敬 秋 降

71専順 秋 居・体

72専順 秋 居・体 時

73心敬 秋 人 月

74行助 恋 聳

75宗祇 旅

76幸綱 旅

77専順 春 植 花

78大况 春 植

名
残
折
・
表

79心敬 春 (恋)

80元 春

81宗祇 秋 (述懐) 降

82宗怡 秋 植 時

83行助 秋 (旅) 月

84専順 秋 (旅)

85大况 秋 人

86心敬 雑 名 水・体・用

87元 雑 水・体

88幸綱 雑

89心敬 冬 植

90専順 釈 月

91実中 釈

92行助 釈

名
残
折
・
裏

93専順 恋 人 時

94宗怡 雑 動(鳥)

95利在 雑 水・体 動(鳥)

96宗祇 秋 水・体 時

97大况 秋 水・用 月

98実中 秋 植 降

99心敬 秋 植 降

100行助 雑 居・体

外…体用之外
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