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小
松
天
満
宮
所
蔵
『
新
式
今
案
歌
』
に
つ
い
て

綿　

抜　

豊　

昭

要
　
旨

　

連
歌
の
制
作
に
必
要
な
規
則
や
知
識
を
詠
み
、
記
憶
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
和
歌
を
「
式
目
歌
」
と
い
う
。
そ
の
基
礎
研
究
は
木
藤
才
蔵
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
基
礎
資
料
が
木
藤
所
蔵
本
で
あ
っ
た
た
め
、
「
式
目
歌
」
の
研
究
は
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
進
展
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
木
藤
が
所
蔵
し
て
い
た
基
礎
資
料
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
共
同
研
究
も
な
さ
れ
た
。
今
後
、
「
式
目
歌
」

の
研
究
は
進
展
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
助
と
し
て
、
木
藤
旧
蔵
本
を
参
照
し
た
う
え
で
、
一
般
に
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
、
小

松
天
満
宮
所
蔵
の
『
新
式
今
案
歌
』
を
翻
刻
・
紹
介
す
る
。
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一

 

連
歌
の
式
目
を
学
習
す
る
者
の
た
め
に
詠
ま
れ
た
和
歌
が
あ
る
。
辞
典
類
で
は
「
式
目
歌
（
し
き
も
く
う
た
）
」
と
し
て
立
項
さ
れ
る
。

廣
木
一
人
氏
は
『
連
歌
辞
典
』
（
二
〇
一
〇
年
、
東
京
堂
）
「
式
目
歌
」
の
項
で
以
下
の
よ
う
に
要
点
を
お
さ
え
た
説
明
を
な
さ
れ
て
い
る
。

連
歌
式
目
の
内
容
を
和
歌
に
詠
ん
だ
も
の
。
宗
砌
作
と
伝
え
ら
れ
る
十
二
首
の
『
式
目
和
歌
』
が
早
い
。
そ
の
後
、
そ
の
増
補
版
が

多
数
作
ら
れ
、
さ
ら
に
、
肖
柏
の
式
目
改
訂
に
準
拠
し
た
も
の
と
し
て
、
三
条
西
公
条
・
周
桂
著
『
式
目
和
歌
』
、
注
釈
的
要
素
を

加
味
し
た
紹
巴
著
『
歌
新
式
』
（
一
五
八
九
年
成
）
な
ど
も
作
ら
れ
た
。
俳
諧
で
も
貞
徳
に
よ
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

　

右
の
う
ち
紹
巴
著
『
歌
新
式
』
に
つ
い
て
は
、
木
藤
才
蔵
氏
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

( (

(

次
の
六
つ
の
諸
本
を
調
査
さ
れ
て
い
る
。

① 
 

京
都
大
学
付
属
図
書
館
平
松
本

②　

京
都
大
学
付
属
図
書
館
本

③　

太
田
武
夫
蔵
本　

そ
の
一

④　

同　

そ
の
二

⑤　

大
阪
天
満
宮
文
庫
本

⑥　

木
藤
才
蔵
蔵
本

そ
し
て
木
藤
氏
蔵
本
を
基
準
に
、
諸
本
の
和
歌
の
出
入
り
な
ど
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

右
の
六
本
の
う
ち
、
半
分
の
三
本
が
個
人
蔵
で
あ
り
、
し
か
も
基
準
と
さ
れ
た
の
が
木
藤
氏
蔵
本
で
あ
っ
た
た
め
、
紹
巴
作
の
『
歌
新

式
』
に
つ
い
て
は
、
木
藤
氏
が
述
べ
ら
れ
て
以
後
、
研
究
が
進
展
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
後
、
木
藤
氏
の
蔵
書
が
国
文
学
研
究
資
料
館
の
所
蔵
と
な
り
、
二
〇
二
一
年
度
の
国
文
学
研
究
資
料
館
の
共
同
研
究
と

し
て
「
国
文
学
研
究
資
料
館
木
藤
才
蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
基
礎
的
研
究
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
共
同
研
究
の
一
員
と
し
て
、

木
藤
氏
旧
蔵
『
歌
新
式
』
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
太
田
氏
の
所
蔵
本
は
、
太
田
氏
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
ち
古
書
市
場
で
扱
わ
れ
、
現

在
の
所
蔵
者
に
つ
い
て
は
不
明
だ
か
、
木
藤
氏
旧
蔵
本
が
公
的
機
関
の
所
蔵
と
な
り
、
研
究
者
の
閲
覧
・
調
査
が
可
能
に
な
っ
た
た
め
、『
歌

新
式
』
の
翻
刻
や
注
釈
が
な
さ
れ
、
『
歌
新
式
』
の
研
究
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
進
展
の
一
助
と
し
て
、
現
在
、

一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
な
い
小
松
天
満
宮
所
蔵
『
新
式
今
案
歌
』
を
紹
介
し
た
い
。

二

　

小
松
天
満
宮
（
石
川
県
小
松
市
天
神
町
１
） 

は
、
前
田
利
常
（
一
五
九
四-

一
六
五
八
）
が
現
在
の
石
川
県
小
松
市
に
あ
っ
た
小
松
城

の
鬼
門
に
建
立
し
た
神
社
で
、
初
代
別
当
と
し
て
北
野
天
満
宮
か
ら
能
順
（
一
六
二
八-

一
七
〇
七
）
を
迎
え
た
。
そ
の
お
り
に
持
ち
込

ま
れ
た
も
の
か
否
か
は
、
能
順
の
蔵
書
目
録
が
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
、
小
松
天
満
宮
に
は
少
な
か
ら
ず
の
連
歌
書
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
点
に
『
新
式
今
案
歌
』
が
あ
る
。
小
本
、
袋
綴
、
一
冊
の
写
本
で
、
多
少
の
虫
損
が
あ
る
。
表
紙
左
肩
に
題
簽

が
貼
ら
れ
、
「
新
式
今
案
哥　

全
」
と
あ
る
。
題
簽
は
後
補
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
巻
首
題
も
「
新
式
今
案
哥
」
で
あ
り
、
本
文
と
同

筆
で
あ
る
た
め
、
書
名
を
「
新
式
今
案
哥
」
と
し
て
問
題
は
な
い
。
通
用
の
文
字
を
用
い
て
、
本
稿
で
は
書
名
を
『
新
式
今
案
歌
』
と
す

る
。

　

『
新
式
今
案
歌
』
は
、
書
写
年
代
、
書
写
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
稿
者
の
印
象
と
し
て
は
、
近
世
前
期
の
書
写
と
思
わ
れ
る
。

一
面
七
行
で
記
さ
れ
、
原
則
一
首
を
二
行
で
記
し
て
い
る
が
、
和
歌
に
よ
っ
て
は
上
句
（
五
・
七
・
五
）
と
下
句
（
七
・
七
）
が
、
数
首
を
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は
さ
ん
で
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
小
松
天
満
宮
本
の
書
写
者
が
そ
の
よ
う
に
改
変
す
る
と
は
考
え
難
い
の
で
、
す
で
に
底
本
が
そ
の
よ

う
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
も
と
も
と
あ
っ
た
式
目
歌
の
写
本
に
、

後
で
知
り
え
た
式
目
歌
を
余
白
等
に
書
入
れ
を
し
た
本
が
あ
り
、
そ
れ
を
写
す
に
あ
た
っ
て
、
も
と
も
と
の
本
文
と
書
入
れ
を
区
別
せ
ず

に
写
し
た
か
ら
と
憶
測
を
し
て
い
る
。

　

本
文
に
は
欠
落
し
た
も
の
も
あ
り
、
善
本
と
は
い
い
が
た
い
が
、
木
藤
氏
旧
蔵
『
歌
新
式
』
に
は
見
ら
れ
ぬ
も
の
も
あ
り
、
異
同
の
あ

る
も
の
も
あ
る
。
今
後
、
『
歌
新
式
』
の
研
究
の
一
資
料
と
し
て
、
以
下
に
翻
刻
を
あ
げ
る
。
又
、
便
宜
上
、
通
し
番
号
を
付
し
た
。
も

と
も
と
一
首
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
上
句
と
下
句
で
行
を
飛
ば
し
て
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
共
通
の
番
号
を
用
い
、
番
号

の
下
に
「
ａ
」「
ｂ
」
を
付
し
た
。
虫
損
な
ど
難
読
な
箇
所
は
□
で
示
し
た
。
ま
た
『
歌
新
式
』
と
意
味
が
異
な
る
異
同
な
ど
は
『
歌
新
式
』

の
本
文
を
（　

）
を
付
し
た
ル
ビ
で
示
し
、
ま
た
大
き
く
異
な
る
点
な
ど
は
「
＊
」
を
付
し
て
注
記
し
た
。

【
翻
刻
】

新
式
今
案
哥

00(　

韻
の
字
の
朝
夕
に
ま
た
し
ら
ゆ
ふ
の
詞
を
今
は
嫌
わ
す
と
し
れ

002　

韻
の
字
に
む
か
し
は
人
や
嫌
け
ん
に
た
る
詞
の
時
雨
夕
暮

003　

置
所
替
ら
は
二
句
を
嫌
ふ
へ
き
つ
ゝ
け
り
の
文
字
さ
て
は
ひ

（
ら
）

ん
し
て

004　

上
の
句
は
つ
ゝ
と
留
ら
す
下
の
句
に
二
つ
付
と
心
得
て
せ
よ

005　

け
や
け
き
と
あ
ま
た
と
ま
ら
す
句
の
す
へ
の
け
り
と
し
て
と
は
に
つ
有
へ
し
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*

『
歌
新
式
』
「
な
ら
ん
と
は
あ
ま
た
と
ま
ら
す
句
の
末
の
け
り
と
し
て
と
は
四
そ
有
へ
き
」

006　

こ
か
る
ゝ
に
紅
葉
を
付
よ
紅
葉
は
に
こ
か
る
ゝ
詞
付
て
よ
し
な
し

007　

ひ
む
ろ
に
は
雪
を
面
嫌
ふ
な
り
氷
に
ひ
む
ろ
折
を
か
ゑ
へ
し

008　

花
に
た
ゝ
風
や
霞
を
付
る
へ
し
耳
に
立
句
は
遠
輪
廻
な
り

009　

竹
に
よ
を
付
る
言
葉
の
よ
わ
け
れ
は
糸
に
ふ
し
と
も
い
か
ゝ
有
へ
き

0(0　

近
（
逃
）

歌
は
明
石
か
浦
の
朝
霧
の
う
た
よ
り
外
に
舟
を
も
と
め
よ

0((　

生
駒
山
い
さ
む
る
嶺
の
詞
を
は
こ
ゝ
ろ
ゑ
分
て
證
歌
と
は
し
れ

0(2　

ま
き
〳
〵
の
心
は
別
に
替
と
も
源
氏
の
句
を
は
三
句
つ
ゝ
け
し

0(3　

本
末
に
弓
を
は
付
よ
弓
に
ま
た
引

（
を
す
）も

か
ゑ
る
も
用
付
そ
か
し

0(4　

牡
丹
を
は
夏
に
用
て
ふ
か
み
草
は
つ
か
く
さ
と
も
名
を
や
か
ゑ
ま
し

0(5　

山
の
葉

（
名
）

に
あ
ら
ぬ
嵐
も
折
を
か
ゑ
一
座
の
う
ち
に
一

（
二
）

つ
と
そ
し
れ

0(6　

松
虫
や
す
ゝ
む
し
あ
ら
は
き
り
〳
〵
す
お
も
て
を
替
よ
さ
て
は
は
た
お
り

0(7　

あ
め
二
つ
さ
め
と
あ
ま
と
は
一
つ
宛
雨
に
面
を
替
て
有
へ
し

0(8　

雨
二
つ
過
て
の
後
は
夕
立
や
時
雨
の
雨
に
ま
□
一
つ
せ
よ

0(9　

馬
の
外
懐
帋
を
替
て
駒
あ
ら
は
ひ
ま
行
駒
は
ま
た
も
有
へ
し

020　

春
寒
き
秋
の
寒
き
も
一
つ
つ
ゝ
冬
は
さ
む
き
と
さ
ゆ
る
有
へ
し

02(　

砌
を
は
居
所
に
打
越
嫌
ふ
な
り
鳥
の
臥
床
居
所
な
ら
ぬ
こ
そ

022　

春
風
や
松
風
も
ま
た
秋
風
も
懐
帋
を
替
て
二
つ
ゝ
つ
せ
よ
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023　

の
文
字
入
て
松
の
風
と
は
た
ゝ
一
つ
一
つ
の
句
を
は
松
風
と
せ
よ

024　

あ
か
つ
き
と
そ
の
暁
と
扨
は
ま
た
神
代
君
か
代
二
つ
有
へ
し

025　

夕
部
ま
た
け
ふ
の
詞
は
二
つ
つ
ゝ
昨
日
や
明
日
は
一
つ
と
そ
聞

026　

今
日
の
文
字
く
わ
は
る
か
ら
に
さ
ま
〳
〵
の
夜
分
の
心
の
か
れ
そ
行

027　

古
里
の
二
つ
は
一
つ
旅
な
れ
や
名
所
な
り
と
も
其
内
そ
か
し

028　

二
句
あ
ら
は
岡
や
み
な
と
や
池
堤
一
つ
は
名
所
磯
も
渚
も

029　

宿
過
て
ま
た
旅
の
宿
其
外
に
や
と
り
有
へ
し
露
の
や
と
り
も

　

*

「
夜
」
を
見
せ
消
し
し
て
「
宿
」
と
あ
る
。

030　

庭
一
つ
庭
の
を
し
へ
に
ま
た
一
つ
寺
や
か
う
居
は
其
外
そ
か
し

03(　

春
秋
に
鳫
そ
啼
な
り
猿
の
句
の
過
て
の
後
は
ま
し
ら
と
や
せ
ん

032　

旅
の
字
に
云
か
ゑ
す
と
も
二
つ
有
老
の
句
過
て
老
木
な
る
へ
し

033　

男
又
か
つ
ら
男
と
替
て
せ
よ
命
過
て
は
む
し
に
有
へ
し

034　

な
り
に
け
り
思
ひ
し
に
共
思
ふ
と
も
所
を
替
て
二
つ
つ
ゝ
せ
よ

035　

恋
し
く
と
恋
し
き
と
又
詞
に
は
か
わ
ら
て
も
よ
し
恨
う
ら
む
る

036　

秋
冬
の
時
雨
過
て
も
な
く
せ
み
の
こ
ゑ
の
た
と
へ
は
又
も
有
へ
し

037　

あ
し
た
一
つ
今
朝
と
計

（
か
は
り
）て

ま
た
一
つ
夕
部
の
文
字
は
二
句
す
る
そ
よ
き

038　

鶴
田
鶴
と
云
替
て
有

（
又
化
）を

も
か
け

（

ね

波

）
名
残
も
二
つ
恋
と
月
花

039　

こ
す
へ
過
松
の
類
に
有
て
の
ち
こ
す
ゑ
の
秋
は
ま
た
も
有
へ
し
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040　

御
法
過
懐
帋
を
替
て
ま
た
あ
れ
は
の
り
を
こ
ゆ
る
と
外
に
も
と
め
よ

04(　

二
つ
在
物
は
の
き
か
き
野
辺
と
峯

（

小

野

は

一

は

名

所

に

そ

す

る

）

過
て
の
後
は
を
し
ね
有
へ
し

042　

恋
の
句
は
待
も
分
れ
も
逢
事
も
忍
ふ
詞
も
二
つ
も
と
め
よ

043　

遠
近
は
を
ち
と
計
に
又
も
あ
り
も
な
し
は
な
し
は
上
下
に
せ
よ

044　

凉
し
さ
を
夏
秋
に
せ
よ
言
の
葉
の
過
て
の
後
は
言
の
葉
の
道

045　

苔
莚
法
の
む
し
ろ
に
引
合
せ
莚
の
外
に
思
ひ
あ
わ
せ
よ

046　

季
を
替
て
有
明
二
つ
三
ケ
月
は
一
座
の
内
に
一
つ
と
そ
聞

047　

三
つ
有
神
と
神
代
と
名
神
と
天
照
神
の
類
と
そ
し
れ

048　

藤
の
字
の
過
て
の
後
は
藤
原
の
詞
の
類
も
と
む
る
そ
よ
き

049　

青
柳
も
楊
も
春
に
有
て
又
一
つ
は
季
を
は
か
う
る
と
そ
聞

050　

春
に
有
桜
二
木
の
外
に
ま
た
心
を
付
よ
秋
の
紅
葉
は

05(　

紅
葉
過
梅
や
桜
や
草
な
ら
は
紅
葉
の
は
し
は
又

□

（
虫
損
・「
求
」
か
）む

へ
し

052　

浜
萩荻

や
萩
の
焼
原
引
合
せ
秋
よ
り
外
に
一
つ
有
へ
し

053　

三
つ
有
薄
の
外
に
を
は
な
ま
た
す
く
ろ
も
ほ
や
も
引
合
す
へ
し

054　

都
過
名
所
に
一
つ
あ
ら
は
ま
た
旅
の
心
を
尋
て
や
み
ん

055　

塩
有
て
塩
焼
詞
過
た
ら
は
う
し
を
と
や
又
お
も
ひ
よ
ら
ま
し

056　

瀧
一
名
所
に
一
瀧
つ
せ
の
外
は
な
み
た
の
花
に
こ
そ
あ
れ

057　

ひ彼

岸
か
ん
と
す
る
は
し
や
つ
き
や
う
岸
は
只
名
所
只
の
句
三
と
知
へ
し　
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058　

ふ
み
過
て
季学

カ

文
に
せ
よ
旅
に
せ
よ
玉
札
は
其
内
と
知
へ
し

059　

か
り
過
て
云
替
て
又
小
鷹
狩

■
ケ
タ
モ
ノか

り
は
其
外
に
せ
よ

　

*

■
は
漢
字
一
字
（
「
獏
」
か
）
を
消
し
て
、
右
横
に
「
ケ
タ
モ
ノ
」
と
あ
る
。
『
歌
新
式
』
で
は
「
獣
」
。

060　

庭
鳥
と
外
に
異
名
は
只
一
つ
鹿
や
猊
も
心
得
て
せ
よ

06(　

小
車
や
法
の
車
や
水
車
品
を
は
替
て
句
作
を
せ
よ

062　

草
の
花
過
て
の
後
は
云
か
へ
て
花
咲
草
の
庵
と
も
せ
よ

063　

灯
や
法
の
灯
過
ぬ
れ
は
は

（
釣
）

つ
に
も
と
む
る
灯
の
か
け

064　

三
有
は
独
の
後
に
恋
を
せ
よ
月
の
類
は
其
外
そ
か
し

065　

雪
の
句
は
四
つ
に
定
ま
る
似
物
の
を
も
か
け
な
ら
は
面
か
ゑ
へ
し

066　

富
士
の
雪
昔
に
替
心
哉
き
ゆ
る
も
今
の
世
や
春
そ
か
し

067　

開関
か

一
つ
名
所
に
一
春
秋
を
留
る
は
恋
に
引
そ
あ
わ
す
る

068　

氷
過
汀

（
つ
ら
ゝ
）の

外
は
霜
雪
や
泪

（
月
や
涙
に
）

に
氷
む
す
ふ
と
そ
聞

069　

入
相
の
過
て
の
後
は
夜
の
鐘
か
も
の
か
ね
と
は
尺
教
に
せ
よ

070　

雲
云
文
字
は
懐
帋
を
替
て
四

（

せ

よ

雲

目

）

つ
雲
井
半
天
其
外
に
せ（

在
）よ

07(　

宮
井
た
ゝ
神
祇
皇
居
に
四
有
は
二
つ
は
い
つ
も
名
所
を
は
せ
よ

072　

朝
風
や
朝
霞
な
と
の
朝
の
字
は
折
を
替
つ
ゝ
四
つ
と
こ
そ
聞

073　

夕
風
や
夕
霜
な
と
の
夕
の
字
は
折
を
替
つ
ゝ
四
つ
有
と
し
れ

074　

鳥
の
外
禽
獣
に
春
の
鳥
過
て
の
後
は
小
鳥
と
も
せ
よ
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075　

火
は
四
の
物
に
定
る
其
外
の
ほ
た
る
の
火
を
は
面
に
は
せ
す

076　

玉
の
字
は
四
に
定
る
其
外
は
魂
の
玉
面
き
ら
わ
す

077　

葉
の
四
は
木
の
類
に
て
折
を
替
草
の
類
は
五
句
去
と
し
れ

078　

ね
ぬ
る
過
ぬ
る
の
詞
は
う
ち
に
せ
よ
ね
や
も
眠
も
面
替
へ
し

079　

独
ね
の
類
の
ね
字
四
あ
ら
は
国
も
眠
も
面
か
ゑ
へ
し

080　

真
木
の
戸
や
扨
は
関
の
戸
谷
の
戸
は
扉
も
面
替
て
四
せ
よ

08(　

平
世
過
述
懐
二
後
前
に
仏
の
世
を
は
引
そ
合
す
る

082　

恋
の
世
は
述
懐
仏
の
世
面
は
か
り
を
嫌
ふ
と
そ
き
く

083　

梅
の
外
紅
過
て
其
外
に
冬
木
な
と
ゝ
や
思
ひ
よ
ら
ま
し

084　

橋
一
御
階は

し

梯
か
け
は
し

又
名
所
過
て
の
後
は
夢
の
う
き
は
し

085　

関
の
戸
や
岩
や
隠
家
村
栖
居
所
に
打
越
嫌
と
し
れ

086　

居
所
に
た
ゝ
折
を
は
嫌
へ
草
ふ
き
や
田
つ
ら
の
庵
や
と
り
栖
も

087　

端
ゐ
又
霧
の
籬
や
蓬
生
や
い
つ
れ
も
居
所
に
二
句
嫌
也

088　

ふ
る
物
に
霰

あ
ら
れ

は
し
り
や
暁
や
朝
夕
部
二
句
嫌
へ
し

089　

月
共
に
日
次
月
次
何
れ
を
も
打
越
嫌
ふ
物
と
こ
そ
聞

090　

植
物
に
薗そ

の

や
心
の
松
杉
に
枯か

れ

野
埋

う
も
れ

木
二
句
嫌
へ
し

09(　

田
は
か
り
は
植
物
な
ら
す
鹿
を
追
守
共
あ
ら
は
二
句
嫌
へ
し

092　

生
類
や
又
は
植
物
草
の
字
に
二
句
隔
る
は
秣

ま
く
さ

な
り
け
り
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093　

植
物
に
二
句
嫌
へ
し
な
わ
代
や
野
辺
の
下
萌
藪
と
草
む
ら

094　

植
物
に
打
越
嫌
へ
木
に
あ
ら
す
草
に
も
あ
ら
ぬ
竹
と
こ
そ
聞

　

*

『
歌
新
式
』
に
093
・
094
な
し
。
そ
れ
に
か
わ
っ
て
こ
の
位
置
に
「
植
物
と
水
辺
に
二
句
嫌
へ
し
茂
る
芦
の
屋
陰
の
蘆
火
を
」
が
あ
る
。

095　

人
と
身
と
砧

き
ぬ
た

に
い
し
や
う
打
越
を
嫌
と
そ
し
れ
類
に
贄

096　

打
越
に
生
類
も
又
水
辺
共
嫌
へ
生
を
は
な
つ
言
葉

　

*

『
歌
新
式
』
に
096
な
し
。

097　

駅
む
ま
や

路
や
馬
の
餞
馬
駒
に
面
を
替
て
句
作
を
せ
よ

098　

寒
き
に
は
長
閑
成
を
は
付
し
た
ゝ
雲
曇
も
二
句
嫌
へ
し

099　

あ
つ
き
に
は
寒
き
を
付
す
冷
し
き
身
入
も
た
ゝ
二
句
嫌
へ
し

(00　

鳥
の
啼
鐘
の
な
る
に
は
二
句
嫌
ゑ
ひ
ゝ
き
に
声
は
句
に
そ
よ
る
へ
し

(0(　

末
に
梢

こ
す
へ

木
樵こ

り

に
木
の
字
音
に
声
見
る
に
か
く
る
ゝ
二
句
嫌
へ
し

(02　

春
秋
の
暮
に
夕
の
字
影
に
陰
形
見
に
見
る
を
二
句
嫌
へ
し

(03　

遠
に
は
を
ち
の
詞
と
遥
な
り
文
字
を
打
越
嫌
な
り
け
り

104
ａ
打
越
を
嫌
ゑ
泪
に
袖
の
露

(05　

思
ひ
に
は
も
ゆ
る
心
の
有
な
ら
は
火
の
字
の
詞
嫌
な
る
へ
し

104
ｂ
又
は
涕
に
な
く
と
い
ふ
字
を

(06　

を
わ
ん
と

（
「
ぬ
」
脱
か
）

を
わ
ん
ぬ
は
二
句
嫌
へ
し
ふ
の
ぬ
に
ふ
の
ぬ
付
句
計
そ

107
ａ
ね
さ
め
に
ゆ
め
を
付
す
暁

（
曙
）
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(08　

昨
日
に
は
今
日
と
明
日
を
は
付
さ
れ
は
夢
に
現
も
二
句
嫌
へ
し

107
ｂ
あ
く
る
詞
も
二
句
嫌
へ
し

(09　

弓
に
箭
は
懐
帋
を
替
よ
九
重
に
都
も
同
し
嫌
ひ
や
う
な
り

((0　

蓑
に
笠
夕
立
に
暮
明
暮
に
夕
と
朝
と
二
句
嫌
へ
し

111
ａ
東
雲
に
夕
の
文
字
を
嫌
ね
は

((2　

窓
門
に
戸
の
字
は
二
句
を
隔
つ
れ
は
面
を
替
て
然
る
へ
き
な
り

111
ｂ
た
そ
か
れ
に
朝
く
る
し
か
る（

ら
し
な
）

ま
し

((3　

く
ら
き
に
は
暮
を
打
越
嫌
へ
し
扨
は
光
の
陰
に
よ
る
ひ
る

114
ａ
野
分
を
は
暴

（
ほ
）

風
と
そ
書
扨
は
夕

（
又
）

へ

((5　

天
に
空
打
越
嫌
へ
さ
て
は
ま
た
青
き
に
緑み

と

り
有
明
の

（
に
あ
る
）

月

114
ｂ
分
と
野
と
を
二
句
嫌
へ
し

((6　

入
相
に
相

（
入
と
逢
）と

を
二
句
去
て
湊
路
に
道
の
類
と
そ
知
れ

117
ａ
荻
の
声
風
に
打
越
嫌
へ
し

((8　

木
の
字
は
歎
ゆ
る
を
は
二
句
嫌
へ
し
魂
に
玉
た
く
ひ
成
へ
し

117
ｂ
嵐
に
家
風
も
ひ
と
つ
り

((9　

物
思
ひ
扨
は
物
う
き
思
ひ
け
る
何
れ
の
文
字
も
二
句
嫌
へ
し

(20　

名
残
に
は
名
の
字
残
の
文
字
や
又
浮
に
つ
ら
き
も
二
句
嫌
へ
し

　

*

『
歌
新
式
』
に
(20
な
し
。



－ 366 －－ 367 －

小松天満宮所蔵『新式今案歌』について（綿抜）

(2(　

す
く
な
き

（
「
に
」
脱
か
）

は
か
な
き
と
又
な
き
の
文
字
付
る
計
を
嫌
な
り
け
り

(22　

知
と
云
文
字
に
打
越
嫌
へ
た
ゝ
し
る
し
し
る
へ
き
替
る
詞
を

(23　

二
句
嫌
ゑ
何
所
に
い
つ
と
何
に
な
そ
い
か
に
何
れ
の
文
字
の
類
そ

(24　

な
る
と
な
り
な
れ
〳
〵
成
に
な
る
の
文
字
只
打
越
を
嫌
な
り
け
り

(25　

て
に
を
わ
を
な
り
な
れ
な
り
を
云
替
て
付
る
計
を
嫌
な
り
け
り

(26　

た
つ
ぬ
る
に
た
と
る
心
の
ひ
と
し
く
は
そ
の
な

（
句
）

に
よ
り
て
二
句
嫌
へ
し

127
ａ
冬
な
ら
す
う
へ
物
な
ら
す
ま
ゆ
の
霜

(28　

生
死
や
命
に
付
す
う
そ
こ
と
に
ま
こ
と
も
同
し
嫌

（
二
句
去
）

へ
う
な
り

127
ｂ
か
し
ら
の
雪
は
似
せ
物
そ
か
し

(29　

ひ
く
ら
し
に
せ
み
や
む
か
し
に
い
に
し
へ
も
楓
に
紅
葉
折
を
替
へ
し

(30　

一
文
字
は
面
を
嫌
へ
其
外
の
数
の
字
は
た
ゝ
折
を
替
へ
し

131
ａ
嫌
ぬ
は
い
さ
り
釣
に
舟
の
文
字

(32　

三
字
か
な
面
を
替
よ
扨
は
又
御
階
御
ま（

檻
）し

は
事
に
よ
る
へ
し

131
ｂ
御
祓
に
は
し
へ
難
面
に
な
を

(33　

比
の
字
は
韻
に
四
也
其
外
の
中
に
有
て
は
い

（

字

さ

り

な

る

へ

し

）

く
つ
な
り
と
も

134
ａ
間
の
字
に
は
夕
間
暮
共
付
て
せ
よ

(35　

岩
に
石
筆
の
詞
に
鳥
の
跡
懐
帋
付
て
有
へ
き
と
し
の

（
マ
マ
「
れ
」
か
）

　
　

(36　

岩
二
住
所
や
岩
尾
の
外
に
又
真
砂
は
面
嫌
ふ
と
そ
聞
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134
ｂ
蛙
に
川
の
文
字
も
嫌
わ
す

(37　

さ
ゝ
と
し
の
面
を
替
よ
神
に
又
神
楽
の
文
字
は
同
か
る
へ
し

138
ａ
付
る
に
は
老
に
昔
を
嫌
ね
は

(39　

竹
と
す
ゝ
三
句
隔
よ
竹
に
ま
た
さ
ゝ
と
い
ふ
字
は
五
句
嫌
な
り

(40　

月
日
星
三
句
隔
よ
七
夕
の
天
の
河
原
も
嫌
は
さ
ら
め
や

138
ｂ
老
に
若
も
く
る
し
か
ら
し
な

(4(　

ふ
り
物
の
数
は
雨
露
雪
霰
こ
の
類
ひ
を
は
三
句
隔
よ

142
ａ
何
の
字
に
□
と
い
ふ
文
字
替
れ
共

(43　

霞
霧
雲
や
煙
の
そ
ひ
き
物
之
は
三
句
嫌
な
る
へ
し

142
ｂ
付
る
は
三
句
嫌
ふ
へ
き
な
り

(44　

三
嫌
ふ
物
は
木
に
草
鳥
に
虫
鳥
獣
に
魚
の
た
く
ひ
そ

(45　

名
所
に
は
越
路
の
類
二
句
嫌
名
所
に
名
所
三
句
去
へ
し

146
ａ
さ
ひ
し
さ
に
さ
ほ
の
詞
に
小
の
字
を
は

(47　

風
や
雲
野
山
海
川
夜
る
や
日
や
草
木
の
文
字
は
五
句
去
と
し
れ

(48　

述
懐
や
神
祇
尺
教
旅
に
恋
何
れ
の
句

（

文

字

）
を
も
五
句
去
と
知
れ

146
ｂ
付
計
を
嫌
と
そ
き
く

(49　

苔
衣
墨
の
衣
や
身
を
捨
る
老
の
古
へ
述
懐
と
し
の

（
れ
）

(50　

隠
家
や
浮
身
の
命
世
の
昔
生
死
ゆ
か
り
述
懐
と
し
れ
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151
ａ
獣
を
狩
は
も
あ
ら
は
か
り
に
鷹

(52　

朝
附
日
朝
日
計
の
事
な
か
ら
双
ひ
の
岡
は
月
日
に
そ
な
る

(53　

夢
枕
衣
の
泪
月
に
ふ
ね
い
つ
れ
も
七
句
隔
て
そ
よ
き

151
ｂ
付
る
の
心
思
ひ
定
め
よ

(54　

松
や
季
や
竹
田
の
煙
何
れ
を
も
七
句
隔
て
思
ひ
よ
る
へ
し

155
ａ
山
か
つ
に
山
の
字
計
五
句
嫌
へ

(56　

水
辺
に
天
川
舟
な
ら
ね
共
舟
の
文
字
に
は
七
句
去
へ
し

155
ｂ
山
類
な
ら
す
横
川
小

（

マ

マ

）
鳥

(57　

舟
岡
や
竹
田
松
嶋
衣
川
同
し
文
字
を
は
五
句
嫌
へ
し

158
ａ
獣
に
定
め
か
た
き
は
龍
な
れ
や

(59　

衣
類
に
は
嫌

（

な

ら

ぬ

物

か

ら

）

わ
さ
れ
共
七
夕
や
霞
の
衣
七
句
去
へ
し

(60　

似
物
の
花
の
瀧
波
花（

雲
の
水
）

の
波
水
辺
な
ら
ぬ

（
ぬ
「
物
」
の
「
物
」
脱
か
）

と
こ
そ
聞

158
ｂ
賢
人
の
言
の
葉
を
見
よ

(6(　

波
の
雪
木
葉
衣
は
季
を
持
て
植
物
に
な
る
降
物
に
な
る

162
ａ
水
辺
に
な
ら
さ
る
物
は
早
苗
菅

(63　

松
垣
と
言
こ
そ
替
れ
桜
戸
は
花
の
あ
た
り
の
住
居
と
そ
知

(64　

袖
の
露
降
物
に
な（

そ
か
し
扨
は
又
）

り
句
作
の
心
に
よ
り
て
恋
と
し
り
な
ん

162
ｂ
鴫
と
鷺
と
の
類
ひ
な
り
け
り
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(65　

水
辺
を
の
か
る
ゝ
と
知
れ
須
磨
明
石

　
*

下
句
欠
。
『
歌
新
式
』
に
は
「
上
野
や
岡
の
詞
有
て
は
」
と
あ
り
。

166
ａ
鞠
の
庭
秋
の
詞
の
な
く
は
只

(67　

浦
な
み
の
詞
そ
わ
す
は
水
辺
に
難
波
も
志
賀
も
な
ら
さ
る
と
知
れ

166
ｂ
里
の
庭
と
一
つ
な
り
け
り

(68　

か
き
つ
は
た
せ
う
ふ
や
蓬
ま
こ
も
草
ひ
む
ろ
た
ら
ひ
の
水
も
水
辺

(69　

水
辺
を
の
か
る
ゝ
物
は
な
み
た
川
硯
の
水
に
軒
の
玉
水

(70
ａ
国
の
名
に
国
の
海
に
ま
た

(7(　

た
る
ひ
又
月
の
氷
に
苗
代
や
霞
の
網
も
水
辺
の
外

(72　

相
坂
は
山
類
そ
か
し
扨
は
又
清
見
か
関
は
水
辺
と
し
れ

170
ｂ
名
所
の
句
を
は
三
句
隔
よ

(73　

山
類
に
嫌
ぬ
物
は
川
嶋
や
田
蓑
の
嶋
に
浮
嶋
か
原

174
ａ
も
ろ
こ
し
の
後
に
唐
国
又
そ
有

(75　

岩
橋
や
薪
瀧
つ
瀬
猿
句
は
山
類
な
ら
ぬ
物
と
こ
そ
聞

(76　

清
見
寺
只
水
辺
に
成
な
れ
は
泊
瀬
の
寺
は
山
類
そ
か
し

174
ｂ
あ
つ
ま
に
越
路
二
句
隔
へ
し

(77　

小
野
の
奥
吉
野
の
奥
も
山
類
に
な
ら
す
と
そ
し
れ
き
そ
ち
鈴
か
路

178
ａ
春
秋
と
恋
の
句
は
五
句
夏
と
冬
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(79　

鷲
の
嶺み

ね

鶴
の
林
は
山
類
や
植
物
な
ら
は
理
を
し
れ

(80　

杣
人
や
室
の
八
嶋
や
雪
山
を
山
類
な
ら
ぬ
物
と
こ
そ
聞

178
ｂ
旅
の
類
は
三
句
つ
ゝ
け
よ

(8(　

恋
の
山
句
に
そ
寄
へ
き
三
嶋
江
や
淡
路
の
嶋
は
山
類
の
外

182
ａ
岡
や
峯
ほ
ら
や
尾
上
の
麓
坂

(83　

鳥
（
鳰
）

の
巣
や
鶴
の
古
巣
を
雑さ

う

に
し
て
只
鳥
の
巣
を
春
と
知
へ
し

(84　

あ
さ
鷹
や
聞
す
へ
鳥
の
詞
に
て
狩
場
は
春
に
な
る
と
こ
そ
き
け

182
ｂ
そ
わ
谷
嶋
は
山
の
躰
な
り

(85　

年
越
て
氷
な
か
る
ゝ
雪
の
ひ
ま
霰
は
し
り
を
春
と
し
ら
な
ん

186
ａ
村
や
瀧
や
杣
や
炭
か
ま
の

(87　

あ
か
た
め
し
須
磨
の
御
祓
も
遅
桜
白
尾
継
尾
の
鷹
も
春
な
り

(88　

ふ
か
み
草
又
牡
丹
神
祭
り
榊
を
と
る
も
夏
に
な
る
な
り

186
ｂ
類
は
山
の
用
と
知
へ
し

(89　

毛
を
か
ふ
る
鷹
や
と
や
鷹
清
水
汲
ひ
ら
の
ま
つ
り
も
夏
に
な
る
な
り

190
ａ
海
川
や
嶋
や
泉
や
江
の
淀

(9(　

う
き
く
さ
浮
も
花
を
結
ひ
そ
へ
鮎
を
は
夏
の
物
と
知
へ
し

(92　

散
と
い
ふ
詞
の
有
も
秋
な
れ
や
つ
た
の
葉
か

（
柳
）

つ
ら
も
み
ち
桐
の
は

190
ｂ
み
き
は
も
沖

（
お
き
）も

水
辺
の
躰
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(93　

ほ
や
造
る
う
つ
ら
に
忍
ふ
草
芭は

せ

う蕉
に
鷹
は
秋
と
こ
そ
な
れ

(94　

草
枯
に
花
を
む
す
ひ
て
は
つ
嵐

　

*
下
句
欠
。
『
歌
新
式
』
に
は
「
野
へ
の
裏
枯
秋
に
こ
そ
な
れ
」
と
あ
り
。

195
ａ
水
辺
の
用
は
浪
水
塩
氷

(96　

七
夕
の
詞
や
相
ま
ふ
つ
か
さ
め
し
鵙も

す

や
鴫

（
鶉
）

を
は
秋
と
知
な
ん

195
ｂ
ひ
む
ろ
清
水
か
も
と
ゝ
知
な
ん

(97　

ひ
や
ゝ
か
に
夜
寒
身
に
入
冷
き
扇
を
置
も
秋
に
成
な
り

198
ａ
か
け
ひ
又
塩
や
塩
焼
あ
か
結
ふ

(99　

北
祭
神
楽
の
詞
年
の
内
春
の
来
ぬ
る
も
冬
そ
成
け
り

198
ｂ
た
ら
い
の
水
は
躰
用
の
外

200　

梢
（
椿
）

に
は
花
を
く
わ
へ
て
若
み
と
り
緑
り
立
を
や
春
の
松
か
ゑ

201
ａ
軒
や
床
里
窓
門
に
か
わ
ら
か
へ

202　

里
神
楽
塩
屋
宮
井
や
古
寺
や
家
を
出
る
も
居
所
の
外
な
り

203　

百
敷
の
事
に
し
あ
れ
は
な
へ
て
皆
居
所
の
詞
も
居
所
に
嫌
わ
す

201
ｂ
と
な
り
や
垣
も
居
所
の
躰
也

204　

松
の
門
妻
木
柴
人
杉
の
窓
草
の
枕
は
植
物
の
外

205　

花
の
木
の
衣
の
色
も
季
を
持
は
植
物
に
二
句
嫌
ふ
物
な
り

206　

木
を
き
る
や
し
ほ
り
芦
田
鶴
竹
の
宮
う
へ
物
な
ら
す
浮
木
流
木
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207
ａ
庭
屋
ま
た
外
面
の
詞
其
外
に

208　

篠
樹え

た

の
き
の
あ
や
め
に
草
む
し
ろ
草
を
か
る
を
も
植
物
と
し
れ

207
ｂ
簾
も
居
所
の
用
と
こ
そ
聞

209　

莚
床
水か

い

す鶏
や
蛍
夕
や
み
や
い

（
橛
）

さ
り
や
又
ね
蚊
も
夜
分
な
り

210
ａ
父
母
や
独

ひ
と
り

中
立
我
と
人

2((　

夢
の
世
や
常
の
灯
か
ね
か
す
む
鳥
の
ぬ
る
を
も
夜
分
に
は
せ
す

2(2　

夜
分
に
も
あ
ら
ぬ
詞
は
明
は
な
れ
明
は
て
ゝ
と
も
明
過
て
と
も

210
ｂ
友
関
守
を
人
倫
と
知
れ

2(3　

三
日
月
の
出
る
詞
も
有
明
の
入
も
夜
分
に
あ
ら
す
と
そ
し
れ

214
ａ
飛

（
花
を
あ
る
）

か
わ
し
使
や
ふ
た
り
日

（
月
）

を
友

2(5　

夕
に
は
蜩
付
よ
さ
て
は
ま
た
春
日
に
は
る
ひ
橘
に
花

214
ｂ
僧
津
大
君
人
倫
の
外

2(6　

な
る
神
に
か
み
の
文
字
を
付
さ
れ
は
あ
し
た
に
嫌
へ
あ
さ
か
を
の
花

2(7　

稲
妻
に
月
日
嫌
ぬ
物
な
れ
は
日
に
ひ
る
も
又
同
し
事
也

218
ａ
雉
は
只
か
り
に
結
へ
は
冬
そ
か
し

2(9　

下
紐
の
言
の
葉
あ
ら
は
衣
類
に
も
夜
分
に
も
た
ゝ
五
句
嫌
へ
し

218
ｂ
な
く
声
あ
ら
は
春
と
知
な
ん

220　

衣
〳
〵
は
夜
分
也
け
り
衣
裳
に
は
二
句
隔
て
や
句
を
は
付
へ
き
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22(　

平
秋
に
恋
の
秋
の
句
有
な
ら
は
恋
の
秋
に
て
は
た
す
へ
き
な
り

222　

朽
木
に
は
杣
を
は
付
よ
三
句
目
は
に（

気

色

）

し
き
の
詞
あ
し
か
り
ぬ
へ
し

223　

鏡
に
は
山
は
付
よ
□
得
に
名
所
の
田
あ
し
か
り
ぬ
へ
し

　

*

『
歌
新
式
』
に
223
欠
。

224　

真
木
の
戸
に
木
の
字
を
嫌
木
の
字

（
「
に
も
」
欠
か
）

槙
立
山
は
付
る
な
る
へ
し

225　

柳
（
卯
）

の
花
［　

欠　

］
散
や
ま
ふ
き
は
草
と
し
ら
な
ん

　

*

［
欠
］
は
『
歌
新
式
』
に
は
「
棡
も
さ
て
は
木
の
た
く
ひ
」
と
あ
り
。

226　

さ
ほ
姫
は
春
に
て
秋
の
龍
田
姫
た
ゝ
山
姫
は
さ
う
と
こ
そ
聞

227　

述
懐
や
［　

欠　

］
引
合
宛
嫌
へ
き
な
り 

　

*

［
欠
］
は
『
歌
新
式
』
に
は
「
無
常
懐
旧
是
は
た
ゝ
」
と
あ
り
。

228　

述
懐
の
の
こ
る
詞
の
尺
教
は
尺
教
の
句
と
思
定
め
よ

229　

上
の
句
の
韻
字
に
又
下
の
句
の
同
し
折
合
嫌
ふ
へ
き
な
り

230　

求
子
や
星
や
榊
葉
蟀
う
た
ふ
類
は
神
祇
冬（

を
し
れ
）

な
り

23(　

桜
貝
な
つ
む
詞
に
水
ぬ
る
む
う
ゑ（

暖

な

る

も

春

）

ゆ
か
た
二
句
嫌
ふ
へ
き
な
り

232　

桜
人
青
柳
う
た
ふ
春
な
れ
や
う
へ
も
の
に
二
句
き
ら
ふ
へ
き
也

　

*

『
歌
新
式
』
に
226
欠
。

233　

古
畑
を
焼
と
う
つ
と
は
春
そ
か
し
山
類
に
又
嫌
ふ
へ
き
な
り

234　

若
葉
に
は
花
の
文
字
を
は
加
て
も
夏
の
一
句
に
な
り
と
知
る
ら
ん
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235　

う
ゑ
物
に
紅
葉
の
は
し
は
な
ら
ね
共
ち
る
と
も
あ
ら
は
二
句
嫌
ふ
へ
し

三

　

文
学
・
文
芸
か
ら
の
視
点
で
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
形
式
を
用
い
た
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
歌
を
み
た
場
合
、
そ
れ
は
「
自
己
」

と
深
く
か
か
わ
る
こ
と
が
多
く
、
自
己
の
心
情
や
自
己
の
視
点
で
み
た
自
然
が
述
べ
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
自
己
表
現

は
、
平
安
貴
族
ら
に
と
っ
て
は
身
に
つ
け
る
べ
き
能
力
と
し
て
優
先
度
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
勅
撰
和
歌
集

の
撰
集
に
あ
た
っ
て
将
軍
家
が
か
か
わ
る
以
前
の
武
士
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
く
、
橘
成
季
『
古
今
著
聞
集
』
（
巻
九
）
に
載
る
義
家

と
貞
任
の
短
連
歌
（
衣
川
連
歌
）
の
話
や
『
平
家
物
語
』
（
巻
十
一
）
に
載
る
京
都
の
公
家
に
「
わ
が
国
の
梅
の
花
…
」
の
和
歌
で
応
じ

た
宗
任
の
話
が
成
さ
れ
る
背
景
に
は
、
都
か
ら
遠
距
離
の
陸
奥
に
住
む
武
士
に
は
和
歌
的
な
教
養
は
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

( 2

(

　

一
方
、「
自
己
」
の
表
現
と
は
直
接
関
係
が
な
い
歌
も
存
在
す
る
。
学
習
・
記
憶
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
実
学
的
歌
」
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
廣
木
氏
が
執
筆
さ
れ
た
『
連
歌
辞
典
』
の
項
目
を
引
用
し
た
が
、
そ
の
引
用
部
分
に
続
き

い
ず
れ
に
せ
よ
、
歌
だ
け
で
式
目
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
一
応
の
知
識
の
あ
る
者
が
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
た
め
に
用
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
式
目
歌
が
「
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
た
め
に
」
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
か
つ

て
山
田
孝
雄
・
星
加
宗
一
編
『
連
歌
法
式
綱
要
』
（
昭
和
十
一
年
、
岩
波
書
店
）
に
翻
刻
紹
介
さ
れ
た
「
連
歌
秘
鈔
」
に
「
連
歌
去
嫌
の
哥
」
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が
五
十
二
首
が
載
り

右
ハ
宗
硯
が
宗
祇
に
差
合
の
こ
と
な
と
を
問
ハ
れ
し
と
き
答
ら
れ
た
る
歌
也
ト
云

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
事
実
か
否
か
は
と
も
か
く
、
「
差
合
の
こ
と
」
を
問
わ
れ
た
と
き
に
、
答
え
た
「
歌
」
は
、
学
習
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
た
め
の
も
の
か
、
記
憶
す
る
た
め
の
も
の
か

は
と
も
か
く
、
木
藤
才
蔵
氏
が
『
連
歌
新
式
の
研
究
』
（
一
七
三
頁
）
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に

連
歌
の
制
作
に
必
要
な
規
則
や
知
識
を
歌
に
よ
み
こ
ん
で
記
憶
に
役
立
て
よ
う
と
し
た

も
の
が
「
式
目
歌
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

馬
術
、
剣
術
、
礼
法
等
と
い
っ
た
「
習
い
事
」
に
は
、
い
わ
ば
「
学
習
補
助
教
材
」
と
し
て
、
学
習
す
べ
き
内
容
が
詠
み
こ
ま
れ
た
歌

が
作
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
自
己
表
現
」
と
深
く
か
か
わ
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
文
芸
的

に
評
価
対
象
に
な
り
が
た
い
作
品
の
た
め
か
、
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

　

し
か
し
、
「
学
習
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
単
純
に
箇
条
書
に
す
る
と
い
っ
た
方
法
を
と
ら
ず
、
い
わ
ば
「
知
識
情
報
を
媒
介
す
る

メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
「
歌
」
の
形
式
を
用
い
た
と
い
う
事
実
は
、
「
和
歌
文
化
」
「
文
化
装
置
」
の
観
点
か
ら
多
少
な
り
と
も
注
目
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
「
式
目
和
歌
」
は
、
諸
本
に
お
い
て
、
歌
そ
の
も
の
の
内
容
は
変
わ
ら
な
い
が
、
文
末
表
現
な
ど
に
異
同
が
あ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
う
し
た
異
同
が
生
じ
る
理
由
は
、
文
字
資
料
が
書
写
さ
れ
て
伝
わ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
和
歌
形
式
で
記
さ
れ
た
文
字
資
料
を
記
憶
し
、

記
憶
を
た
よ
り
と
し
て
文
字
化
す
る
と
い
っ
た
伝
わ
り
方
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
を
暗
誦
す
る
こ
と
は
、
リ
ズ
ム
感
が
あ
る

ゆ
え
に
容
易
と
考
え
ら
れ
る
が
、
暗
誦
す
る
歌
数
が
大
量
で
、
短
期
に
な
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
一
字
一
句
異
な
る
こ
と
な
く
暗
誦
す
る
こ

と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
場
合
、
文
字
を
転
写
す
る
場
合
よ
り
異
同
が
生
じ
や
す
く
、
「
式
目
和
歌
」
も
そ
う
し
た
伝



－ 376 －－ 377 －

小松天満宮所蔵『新式今案歌』について（綿抜）

わ
り
方
を
し
た
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
細
か
な
異
同
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
「
伝
授
」
に
用
い
ら
れ
る
歌
は
、
師
か
ら
弟
子
に
何
が
伝
え

ら
れ
た
か
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
も
多
少
な
り
と
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
文
化
的
に
み
た
「
式
目
歌
」
の
評
価
が
あ
げ
ら
れ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
『
連
歌
新
式
の
研
究
』
（
平
成
十
四
年
、
三
弥
井
書
店
）
。

（
２
） 

貞
任
・
宗
任
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
星
野
岳
義
「
安
倍
貞
任
ま
た
は
安
倍
宗
任
に
関
す
る
伝
承
―
語
り
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
日

本
列
島
―
」
（
『
社
学
研
論
集
（
(9
）
』 

二
〇
一
二
年
）
を
参
照
し
た
。

〔
附
記
〕 

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
を
調
査
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
小
松
天
満
宮
・
北
畠
能
房
先
生
に
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
ま
た
本
稿
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
共
同
研
究
「
国
文
学
研
究
資
料
館
木
藤
才
蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
基
礎
的
研
究
」

（
二
〇
二
一
年
度
）
に
よ
る
も
の
で
す
。




