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は
じ
め
に
 
 

和
歌
（
短
歌
）
 
の
形
式
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
芸
能
な
ど
の
技
芸
や
教
訓
を
定
着
さ
せ
る
方
法
は
、
我
が
国
の
伝
統
の
中
で
け
っ
 
 

し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
と
に
江
戸
時
代
に
は
、
思
想
や
技
芸
を
広
く
宣
撫
す
る
た
め
に
敦
歌
・
道
歌
の
形
式
が
取
り
入
れ
 
 

（
1
）
 
 

ら
れ
て
い
っ
た
。
道
歌
は
そ
れ
自
体
美
的
表
現
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
文
芸
と
し
て
は
質
的
に
低
い
存
在
で
あ
る
こ
と
 
 

は
否
定
で
き
な
い
。
何
か
を
覚
え
や
す
く
し
た
り
記
憶
に
定
着
さ
せ
る
た
め
に
韻
文
を
利
用
す
る
と
い
う
目
的
そ
の
も
の
が
文
芸
を
 
 

軽
視
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
低
俗
な
短
歌
を
研
究
し
て
も
文
芸
性
の
探
究
に
つ
な
 
 

が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
か
に
拙
劣
な
歌
の
集
ま
り
と
は
い
え
、
ひ
る
が
え
 
 

っ
て
言
え
ば
、
こ
う
し
た
営
為
は
短
歌
の
一
受
容
史
と
も
言
え
る
。
短
歌
と
い
う
形
式
を
利
用
し
て
広
く
「
伝
え
る
」
と
い
う
行
為
 
 

を
思
い
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、
短
歌
の
持
つ
韻
文
と
し
て
の
特
性
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
社
会
的
背
景
が
前
提
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
 
 

と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
今
回
取
り
あ
げ
た
茶
道
の
分
野
で
敦
歌
・
道
歌
の
活
用
が
な
さ
れ
た
の
は
、
歌
道
と
茶
道
と
が
密
接
な
影
 
 

響
関
係
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
井
原
西
鶴
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
花
車
の
道
」
は
 
 

ヘ
リ
】
）
 
 

風
雅
の
第
一
の
道
で
あ
り
、
茶
道
は
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
か
ら
こ
そ
正
当
性
を
持
っ
た
「
文
化
」
と
な
る
と
い
う
見
方
が
、
こ
う
し
 
 

利
休
教
歌
の
系
統
と
展
開
1
百
首
歌
を
中
心
に
 
 

石
 
塚
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た
教
歌
・
道
歌
の
成
立
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

ま
ず
「
利
休
放
歌
」
に
つ
い
て
、
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
 
の
解
説
を
見
て
み
る
と
、
 
 

千
利
休
に
よ
る
茶
道
教
歌
を
集
め
た
と
伝
え
る
も
の
。
裏
千
家
十
一
世
玄
々
斎
宗
室
に
よ
る
「
茶
道
教
諭
百
首
」
が
よ
く
知
 
 

ら
れ
て
い
る
…
…
こ
の
よ
う
な
教
歌
は
先
行
す
る
「
鷹
百
首
」
な
ど
に
倣
っ
て
室
町
時
代
に
は
作
り
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
 
 
 

茶
の
湯
に
関
し
て
は
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
 
に
板
行
さ
れ
た
「
茶
湯
百
首
歌
」
が
比
較
的
早
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
 
 

「
紹
鴎
百
首
」
「
遠
州
百
首
」
「
南
坊
百
首
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
 
に
至
っ
て
「
利
休
茶
 
 
 

道
和
歌
百
首
」
が
現
れ
る
。
内
容
は
紹
鴎
百
首
・
遠
州
百
首
に
比
し
て
大
き
な
差
は
み
ら
れ
な
い
。
後
に
収
録
数
を
増
や
し
て
 
 

「
茶
之
湯
三
百
首
」
「
南
坊
二
百
首
」
「
利
休
三
百
首
」
な
ど
も
現
れ
た
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
「
利
休
敦
歌
三
十
一
首
」
 
 

が
あ
る
。
利
休
が
南
坊
宗
啓
に
示
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
、
「
羽
帯
に
目
に
見
ぬ
物
の
か
ゝ
れ
る
は
残
る
心
の
塵
や
あ
る
 
 
 

ら
む
」
な
ど
、
利
休
百
首
歌
に
比
し
て
精
神
性
を
中
心
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
同
種
の
「
利
休
七
十
 
 
 

首
」
も
利
休
が
南
坊
宗
啓
に
示
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
が
、
先
の
三
十
一
首
に
三
十
九
首
を
追
加
し
た
も
の
で
、
点
茶
法
や
曲
 
 

（
ユ
ニ
 
 
尺
割
（
か
ね
わ
り
）
な
ど
具
体
性
に
富
む
歌
が
多
い
 
 

と
い
、
つ
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
「
利
休
教
歌
」
 
の
な
か
で
も
百
首
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
「
利
休
百
首
」
に
つ
い
て
は
、
『
利
休
大
事
典
』
 
に
、
 
 

利
休
が
和
歌
に
託
し
て
茶
の
湯
の
教
え
を
示
し
た
と
さ
れ
る
百
首
の
歌
。
天
正
八
年
 
（
一
五
八
〇
）
 
の
年
記
を
も
つ
一
本
も
 
 
 

伝
え
ら
れ
る
が
 
（
『
千
利
休
全
集
』
）
、
玄
々
斎
の
写
本
に
は
 
『
茶
道
教
諭
百
首
歌
』
 
の
題
名
が
あ
る
。
巻
頭
に
茶
道
の
心
得
を
 
 

あ
げ
、
続
い
て
具
体
的
な
道
具
の
扱
い
が
詠
わ
れ
、
最
後
に
目
指
す
境
地
が
示
さ
れ
る
。
同
様
の
も
の
に
弟
子
の
南
坊
宗
啓
に
 
 

（
4
こ
 
 
 
示
し
た
と
伝
え
る
（
利
休
教
歌
三
十
一
首
）
、
同
じ
く
宗
啓
に
示
し
た
と
さ
れ
る
 
（
利
休
七
十
首
）
な
ど
も
あ
る
。
 
 

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
桑
田
恩
親
は
「
利
休
百
首
」
 
に
つ
い
て
、
 
 

利
休
茶
湯
教
諭
百
首
と
も
い
う
。
茶
道
の
極
意
、
点
茶
の
技
術
、
主
客
の
心
得
な
ど
を
初
心
者
に
教
え
諭
す
た
め
の
道
歌
を
 
 

百
首
あ
つ
め
た
も
の
。
「
紹
鴎
盲
首
」
 
（
「
続
群
書
類
従
」
飲
食
部
所
収
）
 
と
大
た
い
大
同
小
異
な
点
か
ら
推
測
す
る
と
、
紹
鴎
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か
ら
授
け
ら
れ
た
百
首
の
道
歌
を
少
々
書
き
直
し
て
利
休
に
伝
え
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
は
、
そ
 
 
 

の
後
茶
人
が
さ
ら
に
加
筆
し
た
点
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
但
し
、
本
に
な
っ
た
紹
鴎
百
首
が
果
た
し
て
紹
鴎
の
自
作
か
ど
う
か
 
 
 

確
認
さ
れ
な
い
現
在
と
し
て
、
利
休
百
首
も
な
お
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
「
浦
の
と
ま
屋
」
「
茶
の
湯
道
し
る
べ
」
「
妙
々
茶
話
 
 
 

集
」
「
茶
道
問
答
集
」
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
…
…
百
首
と
い
っ
て
、
百
首
に
少
し
不
足
す
る
も
の
も
、
百
余
首
の
も
の
 
 
 

も
あ
る
。
な
お
、
「
利
休
敦
歌
三
十
一
首
」
と
か
、
「
利
休
七
十
首
」
な
ど
と
題
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
す
べ
て
利
休
百
首
に
類
 
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
 

と
解
説
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
原
色
茶
道
大
辞
典
』
 
で
は
、
 
 

利
休
の
道
歌
・
敦
歌
を
百
首
集
め
た
も
の
。
一
巻
。
百
首
と
い
う
が
お
よ
そ
百
（
当
百
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
玄
々
斎
宗
 
 

マ
マ
 
 
 

室
の
写
本
（
今
日
庵
蔵
）
 
に
は
『
茶
湯
教
諭
百
首
』
 
の
題
名
が
あ
る
（
茶
道
古
典
全
集
第
十
一
巻
所
収
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
 
 
 

本
書
は
も
と
「
茶
湯
百
首
」
と
い
う
よ
う
な
題
名
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
『
紹
鴎
茶
湯
百
首
』
と
い
う
の
が
『
続
 
 

群
書
類
従
』
 
（
飲
食
部
）
 
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
利
休
百
首
』
同
然
の
も
の
だ
か
ら
、
「
茶
湯
百
首
」
に
か
り
そ
め
に
 
 

へ
h
－
 
 

紹
鴎
の
名
が
冠
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 

と
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
茶
道
古
典
全
集
第
十
巻
』
 
の
「
茶
道
教
諭
百
首
詠
」
の
以
下
の
解
説
に
従
っ
て
い
る
も
の
と
考
 
 

え
ら
れ
る
。
 
 

『
利
休
百
首
』
は
、
ま
た
『
紹
鴎
百
首
』
の
称
で
世
上
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
塙
検
校
家
の
編
集
に
か
か
る
『
続
 
 

群
書
類
従
』
 
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
紹
鴎
百
首
』
と
対
校
す
る
と
、
両
者
が
同
じ
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
状
は
、
本
文
に
校
 
 

合
を
ほ
ど
こ
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
若
干
の
相
違
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
程
度
な
ら
ば
、
同
じ
と
断
じ
て
も
よ
か
 
 

ろ
、
つ
。
 
 

『
利
休
百
首
』
あ
る
い
は
『
紹
鴎
百
首
』
と
い
つ
て
も
、
利
休
な
り
紹
鴎
な
り
が
自
ら
集
め
て
一
巻
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
 
 

後
世
の
人
士
が
、
利
休
あ
る
い
は
紹
鴎
の
道
歌
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
集
め
て
一
巻
の
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
 
 

の
編
集
年
代
は
、
な
お
明
ら
か
で
な
い
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
ま
た
利
休
な
り
紹
鴎
な
り
の
道
歌
と
し
て
、
当
時
流
伝
し
て
い
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た
も
の
を
採
用
し
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
誤
り
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 

も
と
も
と
、
百
首
と
い
う
験
の
よ
い
数
を
ま
づ
設
定
し
、
そ
こ
に
茶
道
人
の
教
養
と
し
て
必
須
と
す
る
茶
道
精
神
や
作
法
を
 
 

マ
マ
 
 

説
こ
う
と
い
う
の
が
編
集
者
の
企
図
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
利
休
の
道
歌
す
べ
て
を
も
う
ら
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
し
、
 
 

編
集
者
が
自
己
の
茶
道
観
を
以
て
取
捨
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
編
集
当
時
の
時
代
色
が
加
味
さ
れ
た
と
い
わ
ね
 
 

ば
な
る
ま
い
。
 
 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
必
然
的
に
追
加
や
補
正
を
促
し
た
。
と
く
に
啓
蒙
的
な
も
の
だ
か
ら
、
読
者
も
用
意
に
補
正
を
加
え
る
 
 

（
7
）
 
 
 
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
流
布
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
若
干
の
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

『
群
書
解
題
第
十
五
』
 
に
あ
る
 
『
紹
鴎
百
首
』
 
の
解
題
を
見
る
と
、
 
 

茶
道
の
書
。
一
巻
。
〔
作
者
〕
武
野
紹
鴎
 
（
一
五
〇
二
－
一
五
五
五
）
 
の
作
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
あ
 
 

ろ
う
か
。
利
休
百
首
と
も
い
わ
れ
る
。
〔
内
容
〕
茶
道
の
心
得
や
そ
の
式
法
を
道
歌
め
い
た
和
歌
に
し
て
伝
え
た
も
の
。
百
首
 
 
 

と
い
う
が
、
百
三
首
あ
る
。
奥
に
「
右
百
四
首
有
」
と
あ
り
、
然
ら
ば
一
首
欠
け
て
い
る
。
奥
に
「
振
舞
は
酢
皿
屏
風
に
味
噌
 
 
 

畳
亭
主
機
嫌
に
天
気
能
酒
」
と
い
う
狂
歌
の
よ
う
な
一
首
を
添
え
て
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
百
四
首
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
利
休
 
 

へ
只
こ
 
 
 
百
首
と
題
す
る
本
は
な
お
他
の
歌
も
あ
る
か
ら
、
後
人
が
次
第
に
追
加
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

茶
道
関
係
の
各
事
典
類
で
の
 
「
利
休
教
歌
」
と
「
利
休
百
首
」
 
の
解
説
を
並
べ
た
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
成
立
過
程
に
つ
 
 

い
て
は
、
き
わ
め
て
お
お
ま
か
な
説
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
「
編
集
者
が
自
己
の
茶
道
観
を
以
て
取
捨
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

ま
た
編
集
当
時
の
時
代
色
が
加
味
さ
れ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
解
説
さ
れ
る
も
の
の
、
何
が
ど
こ
ま
で
「
加
味
」
さ
れ
た
の
 
 

か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
考
究
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
茶
道
の
稽
古
場
で
は
、
し
ば
し
ば
 
 

稽
古
の
は
じ
め
に
唱
え
ら
れ
た
り
、
稽
古
の
最
中
に
も
茶
道
指
導
者
た
ち
が
こ
の
教
歌
の
一
節
を
引
用
し
な
が
ら
弟
子
た
ち
に
指
導
 
 

し
て
い
る
場
面
は
現
在
で
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
淵
源
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
深
く
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
 
 

あ
る
。
 
 

24   



石 塚  166  

1
 
『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
 
か
ら
見
た
利
休
道
歌
 
 

各
事
典
の
解
説
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
茶
道
文
化
史
の
上
か
ら
は
、
利
休
道
歌
の
発
生
に
つ
い
て
一
般
的
に
「
利
休
百
首
」
 
 

と
「
紹
鴎
百
首
」
を
内
容
的
に
同
一
視
す
る
見
解
が
と
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
利
休
放
歌
」
 
（
茶
道
百
首
歌
）
 
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
を
行
っ
た
筒
井
紘
一
は
、
こ
う
し
た
茶
の
湯
に
関
す
る
道
歌
の
始
源
 
 

を
『
細
川
玄
旨
教
訓
百
首
』
 
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
茶
道
百
首
」
に
は
「
『
紹
鴎
百
首
』
 
『
利
休
百
首
』
 
『
遠
州
百
首
』
 
『
南
 
 

坊
二
百
首
』
と
称
す
る
四
つ
が
残
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
現
存
最
古
の
も
の
と
し
て
『
茶
湯
秘
抄
』
 
（
元
文
三
年
二
七
三
八
 
土
 
 

門
元
亮
編
）
 
に
収
め
ら
れ
て
い
る
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
 
に
松
屋
久
充
が
書
写
し
た
「
茶
湯
百
首
」
を
指
摘
し
、
今
日
庵
文
庫
蔵
 
 

の
元
禄
乙
丑
 
（
た
だ
し
元
禄
に
は
乙
丑
の
年
は
な
く
、
乙
亥
か
丁
丑
、
元
禄
八
年
か
十
年
だ
ろ
う
と
す
る
）
 
の
奥
書
の
あ
る
 
『
茶
之
 
 

揚
百
首
 
附
続
茶
之
湯
百
首
』
の
存
在
を
紹
介
す
る
。
こ
の
本
の
初
め
の
九
十
首
の
あ
と
に
「
利
休
製
」
と
あ
り
「
慶
長
三
年
三
月
」
 
 

の
奥
書
が
あ
る
こ
と
に
は
疑
義
を
唱
え
つ
つ
も
、
「
本
書
が
 
『
利
休
』
を
冠
し
た
最
初
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
見
解
 
 

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
成
立
を
「
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
迎
え
た
利
休
百
年
忌
前
後
」
に
は
『
利
休
茶
湯
百
首
』
 
 

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
後
に
二
百
首
・
三
百
首
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
 
 

（
n
）
 
 

と
そ
の
成
立
過
程
を
検
証
し
て
い
る
。
こ
の
筒
井
氏
の
指
摘
は
、
先
の
事
典
類
の
解
説
の
よ
う
に
「
利
休
教
歌
」
を
単
純
に
一
系
統
 
 

の
存
在
と
し
て
し
ま
う
こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
利
休
敦
歌
」
に
は
、
い
く
つ
か
の
伝
本
 
 

系
統
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
捷
に
し
て
調
査
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
こ
の
筒
井
氏
の
見
解
を
参
考
と
し
て
、
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
を
基
に
、
「
利
休
 
 

百
首
」
 
の
伝
本
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
は
、
縦
十
三
・
五
セ
ン
チ
・
横
十
八
・
五
セ
ン
チ
（
大
本
・
美
濃
本
二
つ
切
り
塑
）
、
墨
付
十
一
丁
。
 
 

｛
1
0
）
 
 

表
・
裏
表
紙
。
樽
紙
二
つ
折
り
仮
綴
じ
本
で
あ
る
。
大
き
さ
は
、
大
本
（
美
濃
本
）
 
二
つ
切
り
型
と
判
定
で
き
る
。
奥
書
に
、
 
 

文
化
八
 
束
四
月
 
 
直
進
庵
写
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と
あ
り
、
紙
の
状
態
か
ら
も
、
文
化
八
年
 
（
一
八
一
一
）
 
当
時
の
写
本
と
断
定
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
 
 
 

『
補
訂
版
 
国
書
総
目
録
』
 
お
よ
び
 
『
古
典
籍
総
合
日
録
』
 
に
も
同
一
書
名
は
見
え
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
書
の
み
が
確
認
さ
 
 

れ
る
。
た
だ
し
書
名
に
つ
い
て
は
、
題
食
も
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
便
宜
上
付
け
ら
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
他
の
類
似
本
と
の
 
 

内
容
の
比
較
検
討
を
十
分
に
行
っ
た
う
え
で
、
著
名
は
確
定
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
の
収
録
歌
数
は
一
四
五
首
で
あ
り
、
書
 
 

名
に
あ
る
一
四
七
首
よ
り
も
少
な
い
こ
と
か
ら
鑑
み
て
も
、
本
書
の
書
写
が
終
了
し
た
段
階
で
 
『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
と
遷
さ
 
 

れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
以
前
に
そ
の
よ
う
に
称
さ
れ
て
い
た
本
を
書
写
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
 
 
 

『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
 
の
一
四
七
首
と
い
う
中
間
的
な
歌
数
は
、
茶
人
の
手
控
え
的
な
性
質
に
よ
る
未
確
定
な
歌
数
で
あ
る
 
 

可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
百
首
か
ら
二
百
首
へ
と
進
展
し
て
い
く
中
間
の
過
程
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
の
写
本
の
可
能
性
が
あ
る
 
 

へ
‖
｝
 
 

と
推
定
で
き
る
。
そ
こ
で
そ
の
出
自
を
探
る
べ
く
所
収
歌
の
う
ち
利
休
敦
歌
 
（
茶
道
百
首
歌
）
 
と
重
な
る
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
 
 

で
活
字
本
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
他
本
と
の
異
同
を
確
認
し
た
。
 
 
 

今
回
、
『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
 
と
の
校
合
を
行
っ
た
も
の
は
以
下
の
八
本
で
あ
る
。
 
 

▲
1
2
）
 
1
 
『
紹
鴎
茶
湯
百
首
』
 
 

奥
書
「
文
政
十
一
（
つ
ち
の
へ
子
）
 
年
臓
月
念
六
一
問
了
恩
碓
」
 
（
一
八
二
八
年
）
 
 

（
1
3
）
 
2
 
『
遠
州
侯
茶
道
百
首
』
 
 

奥
書
「
右
遠
州
公
被
吟
侯
茶
道
百
首
和
歌
以
無
物
庵
宗
茶
翁
写
之
託
但
一
首
不
足
之
間
得
善
本
可
補
之
整
三
堂
旭
岱
子
」
 
 

天
保
頃
写
 
（
一
八
三
〇
～
一
八
四
四
年
ご
ろ
）
 
 

（
1
4
）
 
 

3
 
『
利
休
茶
湯
百
首
』
慶
鷹
大
学
図
書
館
蔵
 
 

駿
 
「
宝
暦
二
年
壬
申
冬
十
一
月
 
名
倉
翰
林
堂
」
刊
記
「
束
陽
 
丹
波
屋
基
四
郎
 
摂
陽
本
屋
又
兵
衛
梓
」
 
（
一
七
五
 
 

二
年
）
 
 

奥
書
「
愛
に
し
る
せ
る
趣
は
、
茶
礼
執
学
の
人
の
望
み
に
ま
か
せ
、
昏
つ
ゞ
る
ほ
ど
に
、
や
が
て
百
首
に
満
ち
ぬ
。
俗
姿
 
 

俗
詞
を
の
ぞ
く
べ
き
歌
の
す
べ
も
し
ら
ぬ
ま
ゝ
、
只
一
道
の
便
に
な
し
ぬ
べ
き
た
め
、
つ
ね
の
物
が
た
り
に
な
づ
ら
へ
侍
 
 

26   



修  石 塚  164   

な
お
、
『
国
書
総
目
録
』
 
に
よ
る
と
、
『
利
休
百
首
』
 
の
一
本
が
束
京
教
育
大
学
蔵
の
町
野
庸
次
編
『
燈
下
雑
記
』
巻
二
十
一
に
あ
 
 

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
調
査
で
、
当
該
の
巻
二
十
一
は
欠
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
『
国
書
総
目
録
』
は
、
『
東
京
 
 

文
理
科
大
学
附
属
図
書
館
和
漢
書
分
類
目
録
』
 
に
は
所
蔵
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
諸
本
と
『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
を
校
合
し
た
結
果
、
本
文
に
も
配
列
に
も
異
同
が
見
ら
れ
た
。
と
く
に
配
列
に
つ
 
 

い
て
整
理
す
る
と
図
表
1
～
3
の
よ
う
な
結
果
に
な
り
、
『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
 
の
配
列
は
、
『
紹
鴎
茶
湯
百
首
』
 
に
近
い
系
統
 
 

8
 
 
 

る
。
ゆ
め
ゆ
め
他
見
有
ま
じ
き
物
欺
、
あ
な
か
し
こ
。
天
正
八
年
 
孟
春
 
他
室
斎
千
利
休
 
（
花
押
）
」
 
 

（
1
5
Y
 
『
茶
道
教
諭
百
首
詠
』
 
 
 

奥
書
「
弘
化
二
巳
年
首
夏
書
焉
 
利
休
居
士
十
一
世
孫
（
玄
々
斎
）
花
押
」
 
（
一
八
四
五
年
）
 
 

（
1
6
Y
 
『
法
護
普
須
磨
「
利
休
居
士
教
諭
百
首
詠
」
』
 
 
 

序
 
「
安
政
三
辰
仲
」
 
（
一
人
五
六
年
）
 
 
 

奥
書
「
大
正
四
乙
卯
歳
初
春
円
能
斎
大
宗
匠
の
命
こ
依
り
一
能
斎
瓦
秀
宗
猿
謹
模
写
之
 
（
花
押
）
」
 
 

（
一
九
一
五
年
）
 
 

■
け
ー
 
『
茶
之
湯
百
首
 
全
 
附
続
茶
の
湯
百
首
』
 
 
 

奥
書
「
百
首
奥
書
 
此
百
首
は
利
休
宗
易
老
人
の
詠
作
な
り
好
事
者
宜
暗
諦
写
 
慶
長
三
年
 
三
月
日
」
 
 

「
競
百
首
奥
書
 
元
禄
乙
丑
三
月
上
巳
後
一
本
陳
老
翁
書
干
武
陵
僑
居
一
枝
庵
下
松
猿
写
」
 
 

（
1
8
｝
 
『
茶
湯
秘
抄
』
 
 
 

奥
書
「
元
文
三
年
戊
午
夏
六
月
下
浣
繕
写
 
南
京
土
門
元
亮
世
明
」
 
（
一
七
三
八
年
）
 
 

「
百
首
奥
書
 
宝
永
五
年
子
ノ
二
月
廿
日
 
久
充
写
之
」
 
（
一
七
〇
八
年
）
 
 

▲
柑
一
 
『
茶
湯
秘
抄
』
 
 
 

与
七
郎
安
倫
控
」
 
（
一
八
三
四
年
）
 
 

奥
書
「
天
保
五
年
午
年
八
月
写
之
 
 

「
青
首
奥
書
 
宝
永
五
年
子
の
二
月
 
日
 
久
充
書
写
之
」
（
一
七
〇
八
年
）
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に
属
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
 
 
 

さ
ら
に
、
他
本
と
の
校
合
を
整
理
す
る
と
、
「
利
休
敦
歌
」
 
（
茶
道
百
首
歌
）
 
に
は
少
な
く
と
も
大
き
く
三
系
統
が
あ
る
こ
と
が
認
 
 

め
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
利
休
敦
歌
（
茶
道
百
首
歌
）
 
の
全
伝
本
を
完
全
に
精
査
せ
ず
に
、
三
系
統
と
し
て
結
論
づ
け
て
 
 

し
ま
う
の
に
は
問
題
が
残
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
現
在
一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
 
『
茶
道
教
諭
百
首
詠
』
t
『
法
護
普
須
磨
』
系
 
 

統
と
は
配
列
の
異
な
る
百
首
歌
が
、
現
段
階
で
他
に
二
系
統
確
認
で
き
た
。
 
 
 

具
体
的
に
は
、
『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
お
よ
び
『
紹
鴎
茶
揚
百
首
』
と
『
遠
州
侯
茶
道
百
首
』
の
系
統
、
『
茶
道
教
諭
宙
首
詠
』
 
 

と
『
法
護
普
第
磨
「
利
休
居
士
教
諭
百
首
泳
」
』
 
の
系
統
、
『
利
休
茶
湯
百
首
』
お
よ
び
『
茶
之
湯
百
首
 
全
 
附
続
茶
の
湯
百
首
』
 
 

と
 
『
茶
湯
秘
抄
』
系
統
と
い
う
三
つ
の
配
列
系
統
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
表
か
ら
照
ら
し
て
も
、
歌
の
配
列
や
採
録
 
 

に
つ
い
て
、
こ
の
系
統
ご
と
で
似
た
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

こ
の
結
論
に
つ
い
て
は
、
矢
野
環
が
別
し
て
「
利
休
教
歌
」
 
（
茶
道
宙
首
歌
）
 
の
本
文
を
調
査
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
結
論
に
至
 
 

A
2
〇
一
 
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
紹
介
し
て
お
く
。
 
 
 

先
に
示
し
た
よ
う
に
各
事
典
類
な
ど
の
解
説
の
多
く
は
、
そ
の
内
容
を
「
大
同
小
異
」
と
し
て
「
同
内
容
」
で
あ
る
と
扱
っ
て
き
 
 

た
「
利
休
教
歌
」
 
（
茶
道
百
首
歌
）
 
に
は
、
内
容
の
異
同
の
み
な
ら
ず
、
配
列
に
お
い
て
も
編
者
に
る
改
変
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
 
 

が
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
く
に
『
茶
道
教
諭
官
首
詠
』
・
『
法
護
普
須
磨
』
は
、
他
系
統
の
宵
首
歌
と
は
異
な
る
独
自
の
配
列
・
選
歌
の
傾
向
を
明
確
に
持
 
 

っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
選
定
に
深
く
関
与
し
た
裏
千
家
十
一
世
玄
々
斎
宗
室
（
一
八
一
〇
～
一
八
七
七
）
 
 

の
茶
道
に
た
い
す
る
理
念
の
あ
り
方
と
当
時
の
茶
道
界
の
あ
り
よ
う
を
も
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

2
 
『
茶
道
教
諭
首
肯
詠
』
・
『
法
護
普
須
磨
』
 
に
み
ら
れ
る
「
利
休
教
歌
」
 
（
茶
道
青
首
歌
）
 
の
編
集
意
識
 
 

な
ぜ
 
『
茶
道
教
諭
百
首
詠
』
・
『
法
護
普
須
磨
』
 
に
強
い
編
集
意
識
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
第
一
の
理
由
と
し
て
、
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「
百
首
」
を
概
数
で
は
な
く
確
定
数
と
し
て
整
え
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
の
本
の
中
に
は
「
百
首
」
と
は
冠
し
て
い
て
は
い
 
 

る
も
の
の
、
『
紹
鴎
茶
湯
百
首
』
が
百
四
首
、
『
茶
之
湯
百
首
 
全
 
附
続
茶
の
湯
百
首
』
が
九
十
首
、
『
茶
湯
秘
抄
』
が
九
十
二
首
 
 

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
歌
数
は
明
確
で
は
な
い
。
も
と
も
と
和
歌
の
「
百
首
歌
」
そ
の
も
の
の
は
「
百
」
と
い
う
定
数
歌
で
あ
っ
た
 
 

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
敦
歌
の
場
合
の
「
百
首
」
は
厳
密
に
定
数
歌
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
 
 

た
中
で
こ
の
二
本
だ
け
が
「
百
首
」
に
整
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
積
極
的
に
編
集
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
 
 

か
ろ
う
か
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
の
二
本
に
は
、
以
下
の
A
か
ら
E
の
よ
う
な
他
の
本
と
は
異
な
る
歌
の
異
同
も
見
ら
れ
る
。
 
 

『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
・
『
紹
鴎
茶
湯
百
首
』
 
 

A
 
 

0
 
 

6
 
 

1
 
 

仁
U
 
 

2
 
 

6
 
 

3
 
6
 
 

4
 
 

6
 
 

炭
置
も
習
ひ
斗
り
に
か
ゝ
は
り
て
 
 
 

場
の
た
き
ら
さ
る
炭
は
消
し
炭
 
 

炭
置
も
た
と
へ
な
ら
ひ
に
そ
む
く
と
も
 
 
 

湯
の
よ
く
た
き
る
炭
は
炭
也
 
 

客
に
な
り
底
と
る
な
ら
は
い
つ
と
て
も
 
 
 

囲
炉
裏
の
炭
を
く
つ
し
崩
な
 
 

炭
置
は
五
徳
は
さ
む
な
十
文
字
 
 
 

緑
を
き
ら
す
な
つ
り
合
を
知
れ
 
 

崩
れ
た
る
白
炭
あ
ら
は
す
て
お
き
て
 
 
 

ま
き
よ
き
炭
を
置
も
の
そ
か
し
 
 

風
炉
に
て
は
炭
は
な
き
も
の
見
ぬ
と
て
も
 
 

3
 
 

2
 
 

4
 
 

2
 
 

5
 
 

2
 
 

6
 
 

∩
′
】
 
 

7
 
 

2
 
 

8
 
 

2
 
 

『
茶
道
教
諭
百
首
詠
』
・
『
法
護
普
須
磨
』
 
 

炭
置
も
た
と
へ
な
ら
ひ
に
そ
む
く
と
も
 
 
 

湯
の
よ
く
た
き
る
炭
は
炭
也
 
 

客
に
な
り
炭
次
な
ら
は
い
つ
と
て
も
 
 
 

薫
も
の
杯
は
く
へ
ぬ
物
な
り
 
 

炭
置
は
五
徳
は
さ
む
な
十
文
字
 
 
 

緑
を
き
ら
す
な
つ
り
合
を
み
よ
 
 

崩
れ
た
る
白
炭
あ
ら
は
す
て
お
き
て
 
 
 

ま
た
よ
き
炭
を
置
物
そ
か
し
 
 

炭
置
も
た
と
へ
な
ら
ひ
に
背
と
も
 
 
 

湯
の
た
き
ら
さ
る
炭
は
消
し
炭
 
 

崩
た
る
其
自
炭
を
と
り
揚
て
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こ
の
A
の
部
分
は
、
炭
点
前
に
つ
い
て
の
部
分
に
な
る
。
炭
点
前
の
こ
こ
で
の
歌
の
配
列
を
見
る
と
、
『
吃
茶
詠
一
百
四
十
七
首
』
・
 
 

『
紹
鴎
茶
湯
百
首
』
と
 
『
茶
道
教
諭
百
首
詠
』
・
『
法
護
普
須
磨
』
 
の
配
列
と
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
6
1
は
、
炉
の
後
炭
の
 
 

炭
所
望
点
前
に
つ
い
て
の
歌
で
あ
る
が
、
2
4
は
初
炭
・
後
炭
所
望
に
通
じ
る
客
の
心
得
の
歌
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
6
1
が
 
 

3
0
の
位
置
に
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
初
炭
点
前
と
後
炭
点
前
の
区
別
を
意
識
的
に
し
た
た
め
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

0
0
 
 

6
 
 

9
 
 

6
 
 

見
ぬ
社
猶
も
見
る
と
知
へ
し
 
 

6
5
 
 
客
に
な
り
風
炉
の
其
内
見
る
と
き
は
 
 

灰
崩
な
ん
気
遣
を
せ
よ
 
 

絵
に
も
又
左
右
真
向
も
あ
り
そ
す
る
 
 
 

も
し
又
床
の
勝
手
に
も
よ
る
 
 

こ
し
き
釜
は
い
ろ
り
緑
よ
り
六
七
歩
 
 
 

高
く
す
ゆ
る
を
よ
き
と
社
聞
 
（
け
）
 
 

姥
口
は
囲
炉
裏
縁
よ
り
六
七
歩
下
け
て
 
 
 

す
ゆ
る
を
習
い
と
そ
聞
 
 

5
 
 

3
 
 3

4
 
 
冬
は
釜
囲
炉
裏
稼
よ
り
六
七
歩
 
 

高
く
す
ゆ
る
か
習
な
り
け
る
 
 

9
 
 

2
 
 

0
 
 

3
 
 

1
 
 

3
 
 
 

絵
に
も
ま
た
左
右
む
き
む
か
ふ
む
き
 
 
 

有
し
も
床
の
勝
手
に
そ
よ
る
 
 

姥
口
は
囲
炉
裏
縁
よ
り
六
七
歩
下
け
て
 
 
 

す
ゆ
る
か
習
い
と
そ
聞
 
 
 

ま
た
も
又
置
事
は
な
き
な
り
 
 

風
炉
の
炭
み
る
事
は
な
し
見
ぬ
と
て
も
 
 
 

見
ぬ
こ
そ
猶
も
見
る
と
知
へ
し
 
 

客
に
な
り
底
と
る
な
ら
は
い
つ
と
て
も
 
 
 

開
炉
塞
の
角
を
崩
し
く
つ
す
な
 
 

客
に
な
り
風
炉
の
其
内
見
る
時
は
 
 
 

灰
く
つ
れ
な
ん
気
遣
を
せ
よ
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B
で
は
、
釜
の
歌
が
6
8
・
6
9
と
二
首
続
い
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
6
7
の
絵
の
歌
を
挟
み
込
ん
で
い
る
。
続
け
る
こ
と
が
覚
え
や
す
い
 
 

と
い
う
考
え
方
と
、
変
化
を
持
た
せ
た
方
が
覚
え
や
す
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
は
変
化
を
持
た
せ
た
と
考
え
る
べ
き
 
 

所
で
あ
ろ
う
。
 
 

C
の
部
分
は
、
『
利
休
茶
湯
百
首
』
と
『
茶
湯
秘
抄
』
と
同
じ
配
列
を
示
し
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
独
自
の
作
為
と
言
う
よ
り
も
、
 
 

C
 
 

1
3
4
 
 
余
所
な
と
へ
花
を
送
ら
は
そ
の
は
な
の
 
 

ひ
ら
き
多
く
は
や
ら
ぬ
も
の
也
 
 

1
3
5
 
 
釣
舟
は
鈍
り
の
あ
い
だ
八
寸
に
 
 

出
舟
入
ふ
ね
さ
さ
は
置
ふ
ね
 
 

1
3
6
 
 
壷
な
ど
を
床
に
か
さ
ら
む
心
あ
ら
は
 
 

花
よ
り
上
に
か
さ
る
も
の
也
 
 

1
3
7
 
 
夏
手
前
か
な
ら
す
釜
に
水
さ
す
と
 
 

一
す
し
に
云
ふ
人
は
あ
や
ま
り
 
 

1
3
8
 
 
夏
な
り
と
湯
の
た
き
ら
す
は
ふ
た
〆
て
 
 

な
と
あ
や
ま
り
に
な
り
は
せ
ま
し
そ
 
 

1
3
9
 
 
水
さ
し
に
手
桶
出
さ
は
ふ
た
は
ま
た
 
 

ま
へ
の
ふ
た
取
上
へ
重
ね
よ
 
 

8
 
 

7
 
 

9
 
 

7
 
 

0
 
 

8
 
 

1
 
 

8
 
 

2
 
 

4
 
 

3
 
 

4
 
 

余
所
な
と
へ
花
を
贈
ら
は
其
花
の
 
 
 

ひ
ら
き
過
ぎ
し
は
や
ら
ぬ
物
な
り
 
 

水
さ
し
に
手
桶
出
さ
は
蓋
は
ま
た
 
 
 

ま
へ
の
ふ
た
と
り
先
へ
重
ね
よ
 
 

釣
舟
は
鎖
の
有
無
室
に
よ
り
 
 
 

出
舟
入
ふ
ね
ま
た
は
浮
舟
 
 

壷
な
と
を
床
に
か
さ
ら
む
心
あ
ら
は
 
 
 

花
よ
り
先
に
飾
を
そ
よ
き
 
 

夏
手
前
か
な
ら
す
釜
に
水
さ
す
と
 
 
 

ひ
と
す
し
に
思
ふ
人
は
誤
り
 
 

夏
な
れ
と
湯
の
た
き
ら
す
は
ふ
た
〆
て
 
 
 

な
と
誤
り
に
な
り
や
せ
ま
し
を
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お
そ
ら
く
は
元
と
し
た
本
文
の
配
列
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
た
め
に
起
こ
っ
た
異
同
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
 
 

l
 
 

D
は
、
7
6
の
よ
う
に
柄
杓
の
扱
い
に
関
す
る
歌
を
先
に
出
し
、
5
2
の
茶
先
の
歌
を
後
に
し
た
た
め
に
起
き
た
配
列
の
変
化
と
考
え
 
 

ら
れ
る
。
茶
の
湯
の
点
前
の
順
序
と
し
て
、
柄
杓
で
湯
を
汲
ん
で
茶
碗
に
注
ぎ
、
茶
寛
で
茶
を
点
て
る
と
い
う
順
序
に
従
っ
て
整
え
 
 

た
も
の
と
言
え
よ
う
。
 
 

1
2
9
 
 
日
に
て
見
よ
耳
に
ふ
れ
つ
ゝ
香
を
か
き
て
 
 

事
を
問
つ
ゝ
よ
く
合
点
せ
よ
 
 

D
 
 
 

4
 
 

7
 
 

5
 
 

7
 
 

茶
人
よ
り
其
茶
す
く
は
ゝ
心
得
て
 
 
 

初
中
後
こ
と
に
心
置
へ
し
 
 

△
茶
を
ふ
ら
は
手
先
て
ふ
る
と
思
ふ
な
よ
 
 

肘
に
て
ふ
る
を
そ
れ
か
ひ
く
也
 
 

湯
を
汲
は
ひ
し
や
く
に
心
月
の
輪
の
 
 
 

そ
こ
ね
ぬ
よ
ふ
に
心
得
て
汲
め
 
 

茶
を
点
は
茶
菟
に
心
よ
く
つ
け
て
 
 
 

茶
碗
の
底
に
つ
よ
く
当
る
な
 
 

「
⊥
 
 

9
 
 

2
 
 

9
 
 

3
 
 

9
 
 

7
 
 

4
 
 

0
0
 
 

4
 
 

稽
古
と
は
一
よ
り
な
ら
ひ
十
を
し
れ
 
 
 

十
よ
り
帰
る
本
の
其
一
 
 

茶
の
湯
を
は
心
に
染
て
日
に
懸
す
 
 
 

耳
を
そ
は
め
て
聞
く
事
も
な
し
 
 

茶
を
点
は
茶
せ
ん
に
心
能
付
て
 
 
 

茶
人
よ
り
茶
を
す
く
ふ
に
は
心
得
て
 
 
 

初
中
復
す
く
へ
夫
ケ
秘
事
な
り
 
 

湯
を
汲
は
柄
杓
に
心
月
の
輪
の
 
 
 

そ
こ
ね
ぬ
や
う
に
覚
悟
し
て
汲
 
 

茶
を
ふ
ら
は
手
先
を
ふ
る
と
思
ふ
な
よ
 
 
 

常
に
て
振
そ
そ
れ
が
秘
事
也
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こ
の
五
首
に
は
玄
々
斎
宗
室
が
和
歌
で
茶
の
湯
の
教
導
を
意
図
し
た
こ
と
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
彼
自
身
も
和
歌
の
詠
み
手
と
し
 
 

て
長
じ
た
才
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
今
日
庵
の
歴
代
の
中
で
も
遺
作
の
多
い
家
元
の
一
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
茶
 
 

の
湯
の
業
と
和
歌
と
を
疎
く
関
連
づ
け
て
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
「
半
白
の
歳
旦
大
福
点
茶
に
家
例
の
和
巾
を
用
ひ
始
め
け
れ
ば
」
 
 

と
し
て
、
 
 

一
引
▼
 
 
 
明
て
け
さ
茶
色
の
ふ
く
さ
う
ち
捌
き
千
と
せ
の
春
を
か
ぞ
へ
そ
め
け
む
 
 

E
は
百
首
に
整
え
る
た
め
に
、
玄
々
斎
が
加
え
た
部
分
で
あ
り
、
そ
こ
に
4
6
の
歌
が
混
入
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
初
案
で
 
 

は
削
除
の
対
象
で
あ
っ
た
も
の
を
最
終
的
に
整
備
す
る
際
に
、
再
度
挿
入
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

『
茶
道
教
諭
百
首
詠
』
 
で
は
さ
ら
に
以
下
の
歌
を
続
け
て
い
る
。
 
 

100 99 98 97 96  1
3
0
 
 
稽
古
と
は
一
よ
り
習
ひ
十
を
し
れ
 
 

十
よ
り
か
ゑ
る
も
と
の
英
一
 
 

1
3
1
 
 
習
ひ
を
ば
塵
 
（
チ
リ
）
 
あ
く
た
そ
と
 
 

是
を
し
れ
書
物
は
反
古
腰
は
り
に
せ
よ
 
 

水
と
湯
と
茶
巾
茶
釜
に
箸
楊
枝
柄
杓
と
心
あ
た
ら
し
き
よ
し
 
 

茶
は
さ
ひ
て
心
は
厚
く
持
な
せ
よ
道
具
は
い
つ
も
有
合
よ
し
 
 

茶
の
湯
に
は
梅
寒
菊
に
木
葉
み
落
青
竹
か
れ
木
あ
か
つ
き
の
霜
 
 

茶
の
湯
と
は
只
湯
を
沸
し
茶
を
点
て
飲
は
か
り
な
る
事
を
知
へ
し
 
 

本
来
も
な
き
い
に
し
へ
の
法
な
れ
と
今
そ
極
る
本
来
の
法
 
 

ち
ゃ
碗
の
底
に
つ
よ
く
あ
た
る
な
 
 

9
4
 
 
眼
に
も
見
よ
耳
に
も
ふ
よ
か
を
き
ゝ
て
 
 

こ
と
に
と
ひ
つ
ゝ
能
合
点
せ
よ
 
 

9
5
 
 
習
ひ
を
ば
塵
芥
と
そ
思
へ
か
し
 
 

書
も
の
は
反
古
腰
張
に
せ
よ
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と
い
う
歌
の
作
り
方
か
ら
も
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
玄
々
斎
は
和
歌
を
茶
の
湯
の
習
得
に
お
い
て
意
義
あ
る
存
在
と
し
て
評
価
し
て
い
 
 

た
。
そ
の
こ
と
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
 
の
「
稽
古
の
席
掟
」
に
 
 
 

一
先
祖
己
釆
教
示
の
詩
歌
 
 

（
2
2
）
 
 
 
 
 
文
章
の
意
町
有
会
得
事
 
 

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
年
は
 
『
法
護
普
須
磨
』
 
が
整
え
ら
れ
た
年
で
も
あ
り
、
和
歌
の
存
在
を
流
儀
の
定
着
に
生
 
 

か
そ
う
と
し
た
玄
々
斎
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
う
し
た
立
場
か
ら
9
6
か
ら
1
0
0
の
歌
を
見
直
す
と
、
彼
の
「
わ
び
茶
」
の
本
意
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
。
 
 

9
6
の
 
「
あ
た
ら
し
さ
」
 
の
提
唱
は
、
『
茶
話
指
月
集
』
 
に
み
ら
れ
る
、
 
 

さ
る
田
舎
の
俺
、
休
へ
金
子
一
両
の
ほ
せ
て
、
何
に
て
も
茶
湯
道
具
求
て
給
ハ
れ
と
也
、
休
、
こ
の
金
に
て
、
残
ら
す
白
布
 
 

｛
2
3
一
 
 
 
を
買
て
つ
か
ハ
す
と
て
、
俺
は
何
な
く
て
も
、
茶
巾
だ
に
き
れ
い
な
れ
ハ
、
茶
ハ
の
め
る
と
そ
い
ひ
や
り
て
け
る
 
 

の
挿
話
な
ど
と
対
照
す
る
と
、
佗
び
茶
が
本
来
目
指
し
て
い
く
理
想
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
9
8
の
歌
も
、
枯
れ
葉
が
み
な
貴
ば
み
 
 

落
ち
た
後
に
見
る
口
切
り
の
垣
根
の
「
青
竹
」
を
見
い
だ
す
茶
の
湯
を
あ
り
方
を
強
調
し
て
い
る
。
9
9
も
「
利
休
七
則
」
と
い
わ
れ
 
 

る
 
 

一
、
花
は
野
の
花
の
や
う
に
 
 

一
、
炭
は
湯
の
沸
く
や
う
に
 
 

一
、
夏
は
涼
し
く
 
 

一
、
冬
を
暖
か
に
 
 

一
、
刻
限
は
早
め
に
 
 

一
、
降
ら
ず
と
も
雨
の
用
意
 
 

一
、
相
客
に
心
を
つ
け
よ
 
 
 

右
の
通
り
相
心
得
申
す
可
き
事
、
と
か
く
茶
ノ
湯
ハ
結
構
を
好
ま
ず
、
き
れ
い
に
さ
び
た
る
様
仕
る
可
く
候
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【
糾
▼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
東
京
芸
大
所
蔵
「
利
休
七
箇
条
」
）
 
 

と
い
っ
た
「
俺
び
茶
」
 
の
精
神
性
に
則
っ
た
歌
と
言
え
る
。
 
 
 

弘
化
二
年
 
（
一
八
四
五
）
奥
書
の
 
『
茶
道
教
諭
百
首
詠
』
 
は
、
や
が
て
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
奥
書
の
 
『
法
護
普
須
磨
』
 
へ
と
 
 

編
集
を
重
ね
ら
れ
た
。
そ
の
変
更
が
F
・
G
で
あ
る
。
 
 

F
と
G
は
、
玄
々
蔚
自
身
で
8
1
か
ら
4
6
へ
点
前
の
手
続
き
の
問
題
と
し
て
の
変
更
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
8
2
は
「
わ
ざ
は
軽
か
れ
」
 
 

の
表
現
に
問
題
を
覚
え
た
た
め
か
と
も
推
測
で
き
る
。
1
0
0
は
、
最
終
的
に
百
首
の
捧
尾
を
飾
る
一
首
と
し
て
お
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
 
 

「
守
・
破
・
離
」
と
い
う
日
本
の
伝
統
文
化
に
見
ら
れ
る
理
念
を
茶
の
湯
に
取
り
入
れ
て
詠
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

玄
々
斎
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
 
の
『
喫
茶
敵
門
瓦
子
』
 
の
な
か
で
も
「
守
・
破
・
離
」
を
と
り
あ
げ
、
「
弟
子
守
を
習
 
 

（
お
）
 
 

ひ
尽
し
、
能
成
候
へ
ハ
、
自
然
卜
破
ル
」
と
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
理
念
を
大
切
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

H
 
『
茶
道
教
諭
百
首
詠
』
 
『
法
護
普
須
磨
』
 
で
は
削
除
さ
れ
た
歌
 
 

5
1
 
 
藻
に
て
こ
ゆ
茶
を
点
は
い
つ
と
て
も
蓋
す
る
時
に
和
巾
に
て
ふ
け
 
 

82 81 F 100 46 G  

『
茶
道
教
諭
百
首
詠
』
 
に
は
あ
る
が
 
『
法
護
普
須
磨
』
 
で
は
削
除
さ
れ
た
歌
 
 

夏
な
れ
と
湯
の
た
き
ら
す
は
ふ
た
〆
て
な
と
誤
り
に
な
り
や
せ
ま
し
を
 
 

兼
て
よ
り
約
束
し
け
る
客
な
ら
は
こ
ゝ
ろ
は
真
に
わ
さ
は
軽
か
れ
 
 

『
法
護
普
須
磨
』
 
に
の
み
み
ら
れ
る
歌
 
 

掛
も
の
ゝ
釘
打
な
ら
ハ
大
輪
よ
り
九
分
さ
け
て
打
く
き
も
九
分
な
り
 
 

規
矩
作
法
護
り
尽
く
し
て
破
る
と
も
離
る
ゝ
と
て
も
本
を
わ
す
れ
な
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「
利
休
百
首
」
 
の
な
か
か
ら
、
H
の
九
首
が
削
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
削
除
の
根
拠
を
当
時
の
点
茶
作
法
を
克
明
に
追
 
 

っ
て
吟
味
す
る
必
要
性
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
す
く
な
く
と
も
点
茶
の
手
続
き
上
の
問
題
か
ら
こ
れ
ら
が
削
除
さ
れ
た
 
 

で
あ
ろ
う
事
は
想
像
で
き
る
。
 
 
 

玄
々
斎
は
、
点
前
が
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
た
教
歌
を
削
除
し
て
、
精
神
性
の
あ
る
歌
を
加
え
、
百
首
と
い
う
定
数
に
整
え
る
 
 

こ
と
で
自
己
の
家
元
と
し
て
の
権
威
を
保
全
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
姿
勢
は
、
明
治
維
新
を
き
っ
か
け
と
し
て
茶
道
各
家
元
に
芸
人
 
 

鑑
札
を
下
付
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
に
反
対
し
て
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
 
に
三
千
家
を
代
表
し
て
京
都
府
知
事
長
谷
川
信
篤
に
射
 
 

し
「
茶
道
の
源
意
」
を
建
白
し
、
 
 
 

…
…
斯
業
を
教
諭
の
道
政
に
茶
会
の
規
矩
厳
重
礼
節
正
数
五
体
崩
さ
ず
、
誠
心
を
以
て
執
行
な
す
事
業
也
。
依
而
縫
か
薄
茶
一
 
 

点
中
に
も
此
意
趣
悉
皆
顕
然
と
表
示
畢
 
 

衣
食
住
道
具
も
路
地
も
替
り
な
く
 
 

（
2
6
）
 
 
 
 
誠
意
を
励
む
茶
味
の
明
く
れ
 
 
 

111103 94 83 70 58   

我
の
み
し
す
ゝ
き
の
跡
を
い
た
ゝ
き
 
（
て
）
 
（
春
は
）
 
誤
る
あ
し
ら
ひ
と
聞
 
 

輪
口
を
は
姥
口
す
へ
に
す
る
も
よ
し
さ
れ
と
も
恰
好
見
合
に
せ
□
 
（
よ
）
 
 

香
合
か
く
わ
ん
か
羽
帯
か
さ
り
お
か
は
右
羽
左
羽
吟
味
し
て
お
け
 
 

薄
板
の
長
さ
一
尺
三
寸
 
有
横
の
広
さ
は
九
寸
と
そ
聞
 
 

絵
に
よ
り
て
花
に
心
は
多
か
ら
ん
風
に
た
て
つ
く
草
花
は
な
し
 
 

小
壷
に
て
茶
を
た
つ
る
に
□
□
□
□
扱
と
も
い
は
す
さ
し
ぬ
く
と
い
ふ
 
 

（
は
す
く
ふ
と
も
）
 
 

茶
杓
に
て
こ
ほ
し
を
た
ゝ
く
人
多
し
と
て
も
和
巾
て
ふ
く
も
の
ぞ
か
し
 
 

中
央
に
き
や
う
し
こ
し
さ
す
其
時
は
灰
出
し
き
り
火
は
し
右
な
り
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と
主
張
し
た
玄
々
斎
の
意
気
込
み
と
も
相
通
じ
て
い
る
。
茶
の
湯
を
習
い
事
で
は
な
く
し
て
、
国
家
と
し
て
正
統
に
継
承
さ
れ
る
べ
 
 

き
伝
統
文
化
と
し
て
扱
う
べ
き
だ
と
し
た
玄
々
斎
の
強
い
意
識
が
、
「
利
休
教
歌
」
を
明
確
に
百
首
に
整
え
、
最
終
部
分
に
教
訓
性
 
 

の
高
い
歌
を
配
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
1
）
 
石
塚
修
「
『
道
二
翁
通
話
』
 
に
お
け
る
韻
文
利
用
に
つ
い
て
」
桑
原
博
編
 
『
日
本
古
典
文
学
の
諸
相
』
 
平
成
九
年
 
勉
誠
社
 
六
六
九
 
 

～
六
八
六
頁
 
 

（
2
）
 
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
巻
五
の
一
「
灯
挑
に
朝
顔
」
に
「
心
あ
る
人
は
歌
こ
そ
和
国
の
風
俗
な
れ
。
何
に
寄
ら
ず
、
花
車
の
道
こ
そ
一
 
 

興
な
れ
」
と
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
林
屋
辰
三
郎
ほ
か
 
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
平
成
九
 
項
目
担
当
 
谷
端
昭
夫
 
二
四
二
五
頁
 
 

（
4
）
 
千
宗
左
ほ
か
 
『
利
休
大
事
典
』
 
淡
交
社
 
平
成
元
 
七
二
九
頁
 
 

（
5
）
 
桑
田
忠
親
『
茶
道
辞
典
』
東
京
堂
出
版
 
昭
和
三
一
 
六
一
三
頁
 
 

（
6
）
 
井
口
海
仙
ほ
か
 
『
原
色
茶
道
大
辞
典
』
淡
交
社
 
昭
和
五
五
 
九
三
六
頁
 
 

（
7
）
 
千
宗
室
 
（
淡
々
斎
）
 
編
 
『
茶
道
古
典
全
集
第
十
巻
』
 
淡
交
社
 
昭
和
三
一
一
四
八
～
一
四
九
頁
 
 

（
8
）
 
続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
群
書
解
題
第
十
五
』
 
続
辞
書
類
従
完
成
会
 
昭
和
三
七
一
二
二
頁
 
 

（
9
）
 
筒
井
紘
一
『
茶
番
の
系
譜
』
 
Ⅳ
－
2
「
道
歌
の
成
立
と
展
開
」
 
淡
交
社
 
二
〇
〇
三
 
三
九
一
～
四
三
二
頁
 
 

（
1
0
）
 
中
野
三
敏
『
江
戸
の
版
本
』
 
岩
波
書
店
一
九
九
五
 
六
六
頁
 
に
「
（
大
本
二
つ
切
り
型
は
）
小
ぶ
り
な
も
の
で
縦
一
四
横
二
〇
 
 

セ
ン
チ
当
た
り
が
標
準
か
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
 
 

（
1
1
）
 
こ
の
歌
数
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
孝
弘
氏
よ
り
「
百
首
」
と
「
い
ろ
は
四
十
七
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で
な
い
か
と
の
ご
示
唆
を
頂
い
た
が
、
 
 

今
回
の
考
察
で
は
そ
の
結
論
ま
で
は
導
け
な
か
っ
た
。
 
 

（
1
2
）
 
塙
保
己
一
編
・
太
田
藤
四
郎
補
『
続
辞
書
類
従
』
第
十
九
輯
下
 
続
群
書
類
従
完
成
会
 
大
正
十
三
発
行
・
昭
和
三
十
二
訂
正
三
版
 
 

四
四
七
～
四
五
三
頁
 
 

（
u
）
 
旭
岱
子
『
豊
海
山
筆
』
所
収
 
内
閣
文
庫
蔵
 
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
 

（
1
4
）
 
鈴
木
半
茶
編
『
千
利
休
全
集
』
 
『
や
き
も
の
趣
味
』
臨
時
増
刊
号
 
昭
和
十
六
 
 

鈴
木
半
茶
は
「
天
正
八
年
の
奥
書
は
信
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
ふ
」
と
指
摘
す
る
。
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（
1
5
）
 
千
宗
室
校
注
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
十
巻
 
淡
交
社
 
昭
和
三
一
一
三
三
～
一
五
〇
頁
 
 

（
1
6
）
 
茶
道
資
料
館
編
『
近
代
黎
明
期
の
茶
の
湯
 
裏
千
家
玄
々
斎
宗
室
の
時
代
』
 
平
成
十
三
年
一
七
八
～
一
八
〇
頁
 
 

（
1
7
）
 
今
日
庵
文
庫
蔵
 
写
本
 
今
日
六
三
〇
 
チ
ャ
ノ
一
〇
六
六
七
 
 

（
1
8
）
 
有
水
博
物
館
所
蔵
 
神
津
朝
夫
ほ
か
翻
刻
・
名
和
修
校
閲
『
茶
の
湯
文
化
学
』
 
7
 
二
〇
〇
〇
 
六
六
～
一
一
七
頁
 
 

（
1
9
）
 
東
大
寺
博
物
館
所
蔵
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
 

（
空
 
矢
野
環
氏
よ
り
茶
の
湯
文
化
学
会
の
発
表
題
目
公
開
後
同
様
の
調
査
を
別
系
統
で
さ
れ
て
い
る
旨
の
連
絡
を
頂
き
、
合
わ
せ
て
同
様
の
 
 

結
論
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
 
 

（
2
1
）
 
茶
道
資
料
館
『
徳
川
斉
荘
公
と
玄
々
斎
宗
室
』
展
図
録
 
平
成
十
五
年
 
他
に
も
「
今
日
庵
九
景
」
・
「
詠
月
十
五
首
」
と
い
っ
た
歌
業
 
 

が
散
見
で
き
る
。
 
 

（
2
2
）
 
茶
道
資
料
館
編
『
近
代
黎
明
期
の
茶
の
湯
 
裏
千
家
玄
々
斎
宗
室
の
時
代
』
 
平
成
十
三
年
一
八
六
貢
 
 

（
2
3
）
 
久
須
美
疎
庵
『
茶
話
指
月
集
』
干
宗
室
校
注
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
十
巻
 
淡
交
社
 
昭
和
三
一
l
山
〇
九
頁
 
 

（
聖
 
林
屋
辰
三
郎
ほ
か
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
平
成
九
「
利
休
七
則
」
 
（
担
当
 
筒
井
紘
一
）
一
四
二
六
京
 
 

（
2
5
）
 
納
屋
轟
治
編
『
玄
々
斎
精
中
居
士
』
淡
交
社
 
昭
和
五
一
年
一
九
三
頁
 
 

（
2
6
）
 
茶
道
資
料
館
『
徳
川
斉
荘
公
と
玄
々
斎
宗
室
』
展
図
録
 
平
成
十
五
年
 
三
三
貫
 
 

＊
表
の
「
そ
の
他
」
の
「
州
」
は
『
石
州
三
百
ケ
茶
』
、
「
宗
」
は
『
宗
甫
公
茶
洛
教
訓
百
首
和
歌
』
 
（
筒
井
紘
一
『
茶
番
の
研
究
』
Ⅳ
「
数
寄
 
 

と
首
歌
」
 
に
よ
る
）
 
を
示
す
。
 
 
 

本
稿
は
平
成
十
六
年
度
第
十
回
茶
の
湯
文
化
学
会
大
会
で
の
研
究
発
表
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
ご
助
言
を
下
さ
っ
た
谷
晃
氏
 
 

を
は
じ
め
、
資
料
の
閲
覧
を
お
許
し
下
さ
っ
た
今
日
庵
文
庫
等
の
各
機
関
に
も
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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茶道官営歌校合表－1  

152  

喫茶  紹鴎  遠州  利休  教諭  ■丘  今日  東大  石水   そ の 他   

34  

2  35  2  2  2  2  2  2  2  2  

3  36  3  3  3  3    3  3  3  

4  37  4  4  4  4  4  4  4  4  

38  5  ×      5  5  5  5  

6  39  6  5      6  6  6  6  

7  40  7  6  ×  7  7  ×  ×  〉く  

8  41  8  7    8  8  7  7  7  

9  42  9  8  8  9  9  ×  8  8  

10  43  10  9    10  10  8  9  9  

44    10  ×      ×  ×  〉く  

12  45  12  田  10  12  12  9  10  10  州81   
13  46  13  12  田  93  92  10  田  四  州87   
14  47  14  13  12  13  13    12  12  

1．5  48  15  14  13  14  14  12  13  13  州69   

16  49  16  15  14  15  15  13  14  14  州69   
17  50  17  16    16  16  14  15  15  

18    18  17  16  ×  ×  15  16  16  

19  52  19  18  17  17  17  16  17  17  

20  53  20  19  18  18  18  17  18  18  

21  54  21  20  19  19  19  18  19  19  

22  55  22  21  20  20  20  19  20  20  

23  56  23  22  21  21  21  20  21  21  

24．  57  24  23  22  22  22  21  22  22  

25  58  25  ×  23  ×  ×  22  23  23  

26  59  26  24  ×  27  27  ×  ×  ×  

27  60  27  25  24  23  23  23  24  24  州76 宗イ   
28  61  28  26  ×  30  30  ×  〉く  ×  

×  29  27  25  24  24  24  25  25  客になり炭慣 州72   

29  62  30  28  26  25  25  25  26  26  州76   
30  63  31  29  27  26  26  〉〈  27  27  州72  

×  32  32  28  28  28  26  28  28  崩れたるその白炭は 州72   

31  64  33  30  29  29  29  27  29  29  

32  65  34    30  31  31  28  30  30  

33  66  35  33  31  32  32  29  31  31  

×  36  34  32  田  33  30  32  32  絵のものを懸ける時   

34  67  37  35  ×    35  ×  ×  ×  

35  68  38  36  33  34  34  31  33  33  

36  69  39  37  34  36  36  32  34  34  

39   
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茶道百首歌校合表－2  

喫茶  紹鴎  遠州  利休  教諭  法護  今日  束大  石水   そ の 他   
37  70  40  38  35  ×  〉く  33  35  35  
38  71  41  39  36  37  37  35  36  36  
39  72  42  40  37  38  38  34  37  37  
40  73  43  41  38  39  39  36  38  38  
41  74  58  55  48  47  48  49  48  48  
42  △75  59  56  ×  52  53  ×  ×  ×  宗ロ   
43  76  60  57  49  48  49  50  49  49  
44  77  〉〈  ×  ×  ×  〉く  ×  ×  ×  

45  78  61  58  50  49  50  51  50  50  
46  79  62  59    50  51  52    51  
47  80  63  60  52  51  52  53  52  52  

48  81  64  61  53  53  54  54  53  53  
49  82  65  62  54  54  55  55  54  54  
50  83  66  63  55  ×  ×  56  ×  ×  

×  ×  ×  ×  55  56  ×  ×  ×  羽帯は風炉に右羽   

84  67  64  56  56  57  57  55  55  
52  85  68  65  57  57  58  58  56  56  
53  86  69  66  58  58  59  59  57  57  

×  【69】  67  59  59  60  ×  58  58  ともし火に陰と勝との   
54  87  70  68  60  60    60  59  59  
55  88  71  69    61  62  61  60  60  

×  72  70  62  62  63  62  61  61  いにしへは名物などの  
×  73  71  63  63  64  63  62  62  夏などは炭も菜籠   

56  89  【73】  72  ×  ×  ×  ×  ×  ×  
57  90  74  73  64  64  65  64  63  63  
58    75  74  65  65  66  65  64  64  
59  92  76  75  66  66  67  66  65  65  
60  93  77  76  67  67  68  67  66  66  
61  94  78  77  68  ×  ×  68  67  67  
62  95  79  79  69  68  69  69  68  68  
63  96  80  ×  70  69  70  70  69  69  
64  97  81  80    70  71  71  70  70  
65  98  82  81  72  71  72  72  71  71  
66    83  82  73  72  73  73  72  72  
67  100  84  83  74  73  74  74  73  73  
68  101  85  84  75  74  75  75  74  74  
69  102  86  85  76  75  76  76  75  75  
70  103  87  86  77  ×  ×  77  76  76  
71  104  88  87  78  76  77  78  77  77  

40   



石 塚   修   

茶道青首歌校合表－3  

150  

喫茶  紹鴎  遠州  利休  教諭  法護  今日  東大  石水   そ の 他   
72  105  89  88  79  77  78  79  78  78  
73  106  90  89  83  82  〉く  80  82  82  

74  10ア  91  90  84  83  82  81  83  83  

75  108  92  91  85  84  83  82  84  84  
76  109  93  92  ×  86  85  〉く  ×  ×  

77  110  94  93  86  85  84  83  85  85  

78    95  94  87  ×  ×  84  86  86  

79  112  96  95  88  87  86  85  87  87  
80  113  97  96  89  88  87  86  88  88  
81  114  98  97  90  89  88  87  89  89  
82  115  99  98  91  90  89  88  90  90  
83  116  100  99  〉く  ×  ×  89  ×  ×  

84  129  101  ×  ×  94  93  ×  ×  ×  

85  130  102  ×  92  91  90  90  91  

86  131  103  ×  〉く  95  94  ×  ×  ×  

87  132  44  42  39  40  40  37  39  39  

88  133  45  43  40  41  41  38  40  40  

89  134  46  44  41  42  42  39  41  41  

90  135  47  45  80  78  79  40  79  
91  136  48  46  81  79  80  41  80  80  

92  137  49  47  82  80  81  42  8ユ  81  

93  138  50  48  ×  81  ×  ×  ×  ×  

94  139  51  49  42  43  43  43  42  42  
95  140  52  50  43  44  44  44  43  43  
96  141  53  51  44  45  45  45  44  44  
97  142  54  52  ×  ×  ×  ×  ×  ×  

98  143  55  53  45  ×  46  46  45  45  

99  144  56  ×  46  ×  ×  47  46  46  

100  145  57  54  47  46  47  48  47  47  
×  ×  ×  93  92  91  ×  92  92  茶の湯をは心に染めて  

×  ×  ×  ×  96  95  ×  ×  ×  水と港と茶巾茶釜に  

×  〉く  ×  ×  97  96  ×  ×  ×  茶はさびて心は厚く  

×  〉く  ×  〉く  98  97  ×  ×  ×  茶の湯には梅寒菊に  

×  ×  ×  〉く  99  98  〉く  ×  ×  茶の湯とは只港を沸かし 南方  

×  〉く  ×  ×  100  99  ×  ×  ×  本来もなきいにしへの  

×  104  ×  ×  ×  ×  ×  〉く  ×  振舞は酢皿屏風に  

×  ×  ×  〉く  〉く  100  〉く  ×  ×  規矩左法護り尽くして  

×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  茶の法は教の外を行く 宗ニ  

×  ×  ×  ×  〉く  ×  ×  ×  ×  まよはぬは迷うもおなし 宗ホ   

41   


	0151.tif
	0152.tif
	0153.tif
	0154.tif
	0155.tif
	0156.tif
	0157.tif
	0158.tif
	0159.tif
	0160.tif
	0161.tif
	0162.tif
	0163.tif
	0164.tif
	0165.tif
	0166.tif
	0167.tif
	0168.tif
	0169.tif
	0170.tif
	0171.tif

