
遣
水
の
滝
を
詠
む
和
歌

『

伊
勢
集』

と
敦
忠
の
音
羽
山
荘
か
ら

倉

田

実

は
じ
め
に

藤
原
時
平
男
の
敦
忠

(

九
〇
六
〜
九
四
三)

は
、
京
北
東
の
郊
外
、
小
野
の
音

羽
川
に
沿
っ
た
地
に
、
遣
水
に
滝
が
造
作
さ
れ
た
庭
園
の
あ
る
山
荘
を
営
ん
で
い

た
。
こ
の
山
荘
に
関
す
る
当
代
の
歴
史
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
庭
園
の
様
子

は
伊
勢

(

１)

な
ど
の
詠
歌
に
よ
っ
て
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
詠
歌
自
体

が
和
歌
史
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
敦
忠
の
山
荘
を

｢

音
羽
山

荘｣

と
し
、
遣
水
や
滝
と
、
そ
れ
が
あ
る
山
荘
な
ど
を
確
認
し
た
う
え
で
、
伊
勢

詠
の
意
義
と
和
歌
史
と
の
か
か
わ
り
を
い
さ
さ
か
検
討
し
て
み
た
い
。
和
歌
の
引

用
は
、『

新
編
国
歌
大
観』

に
よ
り
、
表
記
は
私
に
換
え
た
。

一

伊
勢
の
音
羽
山
荘
の
歌

最
初
に
、
伊
勢
の
音
羽
山
荘
を
詠
ん
だ
歌
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
現
在
の
と

こ
ろ
一
首
の
み
が
知
ら
れ
、『

伊
勢
集』

と

『

拾
遺
集』

に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

伊
勢
以
外
の
歌
人
に
よ
る
詠
歌
は
後
に
引
用
す
る
。

[

資
料
①

伊
勢
集

(

西
本
願
寺
本)

・
四
六
八

(

２)]

あ
る
大
納
言
、
比
叡
坂
本
に
、
音
羽
と
い
ふ
山
の
麓
に
、
い
と
を
か
し

き
家
造
り
た
り
け
る
に
、
音
羽
川
を
遣
水
に
堰
き
入
れ
て
、
滝
落
し
な

ど
し
た
る
を
見
て
、
遣
水
の
面
な
る
石
に
書
き
付
く

音
羽
川
堰
き
れ
て
落
す
滝
つ
瀬
に
人
の
心
の
見
え
も
す
る
か
な

[

資
料
②

拾
遺
集
・
雑
上
・
四
四
五
・
伊
勢
。
拾
遺
抄]

権
中
納
言
敦
忠
が
西
坂
本
の
山
荘
の
滝
の
岩
に
書
き
つ
け
侍
り
け
る

音
羽
川
堰
き
入
れ
て
落
す
滝
つ
瀬
に
人
の
心
の
見
え
も
す
る
か
な

①
の
詞
書
は

｢

あ
る
大
納
言｣

、
②
は

｢

権
中
納
言
敦
忠｣

と
な
っ
て
い
て
官

名
表
記
が
相
違
し
て
い
る
が
、
内
容
に
齟
齬
は
な
い
。
①
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に

朧
化
し
た
の
か
の
事
情
は
未
詳
で
あ
り
、｢

大
納
言｣

も
権
中
納
言
が
極
官
で
あ
っ

た
敦
忠
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
し
か
し
、
①
の

｢

あ
る
大
納
言｣

は
、
②
や
後
に
引
用

す
る
詠
歌
か
ら
、
敦
忠
の
こ
と
と
見
て
間
違
い
な
い
。
誤
記
か
誤
写
に
な
り
そ
う

だ
が
、
こ
れ
も
後
に
挙
げ
る

『

栄
花
物
語』

で
は
、
敦
忠
を

｢

大
納
言｣

と
し
て

お
り
、
こ
う
し
た
伝
承
が
あ
っ
た
事
態
も
想
定
で
き
よ
う
。
ど
ち
ら
も
敦
忠
の
音

羽
山
荘
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
間
違
い
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
歌
句
に
つ
い
て
は
、

①
が

｢
堰
き
れ
て
落
す｣

、
②
が

｢

堰
き
入
れ
て
落
す｣

と
異
同
が
あ
る
が
、
前

者
は
、
後
者
の
形
が
約
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
意
味
的
な
相
違
は
な
い
。
以
下
、

歌
は
、
②
の
本
文
で
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

次
に
①
を
訳
出
し
て
お
き
た
い
。
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あ
る
大
納
言
が
、
比
叡
山
の
坂
本
の
、
音
羽
と
い
う
山
の
麓
に
、
ま
こ

と
に
す
ば
ら
し
い
家
を
造
っ
た
の
だ
っ
た
が
、
音
羽
川
を
遣
水
に
堰
き

入
れ
て
、
滝
を
落
し
な
ど
し
て
い
る
の
を
見
て
、
遣
水
の
ほ
と
り
の
石

に
書
き
付
け
る

音
羽
川
を
堰
き
入
れ
て
落
す
滝
の
流
れ
に
、
こ
れ
を
造
っ
た
人
の
心
が
う
か

が
い
知
ら
れ
る
こ
と
だ
よ
。

伊
勢
詠
は
、
訪
れ
た
山
荘
の
、
意
匠
を
凝
ら
し
た
庭
の
造
作
を
愛
で
て
、
そ
の

主
人
の
風
流
心
を
称
え
た
歌
と
な
ろ
う
。
詠
み
ぶ
り
は
素
直
で
、
音
羽
川
の
水
を

堰
き
入
れ
て
落
す
滝
の
流
れ
に
、
造
作
主
の
心
が
見
え
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
上
句
の
庭
園
の
風
情
を
言
う
こ
と
が
、
下
句
で
は
反
転
し
て
、
そ
こ
に

｢

人
の
心｣

が
見
え
る
と
し
た
と
こ
ろ
が
絶
妙
と
な
ろ
う
。
伊
勢
の
見
て
い
る
光

景
は
、
音
羽
山
を
背
景
と
し
た
音
羽
川
の
流
れ
、
そ
こ
か
ら
引
く
導
水
路
、
庭
園

の
遣
水
の
流
し
方
、
滝
の
石
組
、
落
下
す
る
水
と
い
う
よ
う
に
辿
ら
れ
て
い
て
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
視
線
の
動
き
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
動
き
が
造
作
主

の
心
を
探
り
当
て
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
川
水
を
｢

堰
き
入
れ
て
落
す｣

滝
の
風

情
に
、｢

人
の
心｣

を
見
出
し
た
と
こ
ろ
が
、
歌
の
趣
向
な
の
で
あ
る
。

｢

を
か
し
き
家｣

を
愛
で
、
家
主
を
賛
美
す
る
こ
の
歌
は
、
敦
忠
の
心
を
動
か

し
た
に
違
い
な
い
が
、
後
代
の
歌
人
た
ち
の
心
も
動
か
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌

の
影
響
は
大
き
い
も
の
が
あ
り
、｢

堰
き
入
れ
て
落
す｣

と
し
て
遣
水
の
滝
を
詠

ん
だ
こ
と
、
そ
こ
に
作
り
主
の

｢

心｣

を
見
た
こ
と
、
ま
た
、
山
科
で
は
な
く
、

小
野
の

｢

音
羽
川｣

を
歌
枕
化
し
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
点
を
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

伊
勢
に
詠
ま
れ
た
音
羽
山
荘
を
敦
忠
が
い
つ
造
作
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

敦
忠
が
権
中
納
言
に
な
っ
た
の
は
、
死
去
の
前
年
、
天
慶
五
年

(

九
四
二)

三
月

二
九
日
で
あ
り
、
そ
の
任
官
中
と
す
る
と
敦
忠
は
わ
ず
か
な
期
間
し
か
音
羽
山
荘

を
使
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
造
作
は
も
っ
と
以
前
に
開
始
さ
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
音
羽
山
荘
の
造
作
時
期
、
伊
勢
の
訪
問
時
期
は
分
か
ら
な

い
わ
け
だ
が
、
も
し
、
天
慶
五
年
が
目
安
と
な
れ
ば
、
伊
勢
に
と
っ
て
の
最
晩
年

に
当
た
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
伊
勢
の
歌
で
判
明
す
る
最
も
晩
年
の
歌
は
、
天
慶

元
年

(

九
三
八)

の
勤
子
内
親
王
死
去
を
詠
じ
た

『

伊
勢
集』

四
四
七
番
歌
と
せ

ざ
る
を
得
な
い
が
、
音
羽
山
荘
を
詠
ん
だ
四
六
八
番
歌
が
天
慶
五
年
作
と
す
れ
ば
、

｢

伊
勢
の
晩
年
の
足
跡
と
し
て
は
最
後
の
も
の

(

３)｣

と
な
る
。
詠
作
時
期
と
し
て
、

一
応
こ
の
天
慶
五
年
を
目
安
と
し
て
お
き
た
い
。

伊
勢
と
敦
忠
と
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
交
渉
を
持
つ
に
到
っ
た
か
も
不
明
で

あ
る
。
直
接
的
な
交
流
を
示
す
史
料
と
な
る
の
は
、
こ
の
歌
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、『

伊
勢
集』

に
は
、｢

八
条
の
大
将

(

保

忠

)

の
四
十
の
賀
、
権
中
納
言

(

敦

忠

)

の
し
た
ま
ふ｣

(

一
八
四
詞
書)

と
あ
り
、
兄
の
八
条
大
将
保
忠

(

八
九
〇
〜
九
三
六)

四
十
の

賀
用
の
屏
風
歌
を
、
弟
の
敦
忠

(

権
中
納
言
は
極
官
で
の
呼
称)

の
采
配
で
伊
勢

が
詠
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
辺
り
で
二
人
の
接
点
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
延
長
七
年

(

九
二
九)

の
こ
と
で
あ
り
、
伊
勢
は
推
定
五
六
歳
、
敦
忠

は
二
四
歳
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『

秦
箏
相
承
血
脈』

に
は
、
保
忠
が
伊
勢
か
ら
箏

を
伝
授
さ
れ
た
と
し
て
お
り
、
敦
忠
も
和
琴
・
琵
琶
の
名
手
で
あ
っ
た
の
で
、
音

楽
関
係
で
の
交
渉
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
敦
忠
の
父
時
平
は
、
伊

勢
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

｢

伊
勢
日
記｣

の
九
〜
一

三
番
歌
他
が
そ
の
当
時
の
も
の
と
な
る
。
伊
勢
と
敦
忠
と
は
、
そ
れ
な
り
の
親
密

な
交
渉
が
あ
り
得
た
こ
と
だ
け
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二

遣
水
に
つ
い
て

伊
勢
詠
の
眼
目
は
、
遣
水
を

｢

堰
き
入
れ
て
落
す
滝
つ
瀬｣

と
表
現
し
た
こ
と

に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
迂
遠
な
よ
う
だ
が
、｢

遣
水｣

を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

一
般
的
に
遣
水
は
、
園
内
の
池
に
井
戸
や
湧
水
地
な
ど
か
ら
水
を
引
く
細
い
流

水
路
を
言
い
、
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
置
石
や
植
栽
を
ほ
ど
こ
し
て
意
匠
化
さ
れ
た

も
の
を
指
し
て
い
よ
う
。
遣
水
は
、
湧
水
箇
所
や
地
形
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
造

作
主
の
裁
量
が
加
わ
る
の
で
多
様
な
形
態
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
長
さ
・
幅
・
深
さ
な
ど
か
ら
す
る
形
態
的
規
定
は
難
し
い
。

具
体
的
に
は
、
院
政
期
の
史
料
と
な
る
、『

年
中
行
事
絵
巻』

の

｢

闘
鶏｣

｢

駒
競

行
幸｣

な
ど
の
絵
画
や

『

作
庭
記』

の
記
述
、
及
び
、
発
掘
・
復
元
資
料

(

４)

な
ど
に
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拠
っ
て
、
そ
の
形
状
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
単
な
る
導
水
路
で
は
な
く
、

意
匠
化
さ
れ
た
流
水
路
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

遣
水
と
い
う
語
の
用
例
が
見
出
せ
る
史
料
は
、
当
代
の
和
歌
文
学
、
そ
れ
も
伊

勢
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『

日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版』

は
、｢

亡
き
人
の
影

だ
に
見
え
ぬ
遣
水
の
そ
こ
は
涙
に
な
が
し
て
ぞ
こ
し｣

(

後
撰
・
哀
傷
・
一
四
〇

二
・
伊
勢)
を
最
初
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
遣
水
は
、
敦
忠
の
音
羽
山
荘
の
も
の

で
は
な
い
が
、
四
六
八
番
歌
詞
書
と
と
も
に
伊
勢
に
よ
る
も
の
が
初
出
な
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
遣
水
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
な
ぜ
、
伊
勢
の
時
代
以
前

に
用
例
が
見
出
せ
な
い
の
か
は
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
つ
ご
ろ
か
ら
遣
水
と
呼
ば
れ
た
の
か
は
明
確
に
し
が
た
い
こ
と
に
な
る
が
、

導
水
路
的
な
も
の
は
、
飛
鳥
時
代
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
飛
鳥
の

小
墾
田
宮
跡
庭
園
に
は
、
池
に
つ
づ
く
幅
の
狭
い
Ｓ
字
形
の
溝
が
発
掘
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
導
水
路
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
こ
れ
以
前
の
古
墳
時
代
前
期
の

城
之
越
遺
跡

(

三
重
県
伊
賀
市)

に
は
、
祭
祀
用
と
さ
れ
る
Ｙ
字
形
の
大
溝
が
、

三
ヶ
所
の
井
泉
か
ら
流
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
溝
が
遣
水
に
な
っ
た

と
言
え
る
か
と
な
る
と
、
に
わ
か
に
断
定
は
で
き
な
い
。
庭
園
史
や
考
古
学
の
記

述
は
、
平
安
前
期
ま
で
の
遺
構
等
に
対
し
て
慎
重
に
遣
水
と
い
う
語
の
使
用
を
避

け
て
お
り
、
必
ず
し
も
遣
水
の
成
立
を
明
確
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
。

近
年
、
右
の
他
に
も
多
様
な
古
代
庭
園
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中

で
、
復
元
さ
れ
た
平
城
京
の
左
京
三
条
二
坊
宮
跡
庭
園
に
注
目
し
て
み
た
い

(

５)

。
こ

の
庭
園
に
は
、
Ｓ
字
形
の
池
が
構
え
ら
れ
、
檜
を
刳
り
貫
い
た
長
さ
五
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
木
樋
暗
渠
か
ら
導
水
さ
れ
て
い
た
。
排
水
路
も
木
製
暗
渠
で
設
け
ら
れ
て

い
た
の
で
、
池
の
水
は
ゆ
る
や
か
に
流
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
池
は
、
最
大
幅
五

メ
ー
ト
ル
、
平
均
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
と
な
り
、｢

曲
池｣

と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
よ
う
。『

万
葉
集』

の

｢

島
の
宮
勾
ま
が
り

の
池
の
放
ち
鳥
人
目
に
恋
ひ
て
池
に
潜

か
ず｣

(

二
・
一
七
〇)

と
同
じ
も
の
に
な
ろ
う
か
。
遣
水
は
な
か
っ
た
が
、
こ

の
Ｓ
字
形
の
池
、
す
な
わ
ち
曲
池
は
、
曲
水
宴
で
活
用
さ
れ
た
と
す
る
説
が
有
力

で
あ
り
、
ま
さ
に
今
日
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
遣
水
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
曲
池
は
、
そ
も
そ
も
は
中
国
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
日

本
化
し
、
寝
殿
造
系
庭
園
が
形
成
さ
れ
る
に
及
ん
で
形
を
変
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
大
海
の
象
徴
と
な
る
南
池
と
、
河
川
の
象
徴
と
な
る
流
水
部
に
分
化

し
、
流
水
部
に
も
意
匠
を
凝
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
、
遣
水
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
曲
池
か
ら
流
水
部
が
分
化
し
、
単
な
る
導
水
路
も
整

備
さ
れ
て
、
ど
ち
ら
も
遣
水
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

遣
水
が
池
か
ら
分
化
し
た
と
す
る
証
拠
と
な
る
よ
う
な
記
述
は
あ
っ
た
。

為た
め

親ち
か

が
兄
弟

は
ら
か
ら

の
た
め
く
に

(

為

正

カ

)

、
頭神

(

に)

な
り
、
五
月
五
日
参ま
ゐ

り
て
、
宮

の
御
前
の
遣や

り

水
を
御み

溝か
は

の
池い

け

と
な
む
言い

ふ
な
る
、
台大

盤ば
ん

所
に
て

今こ

年と
し

生お

ひ
の
御み

溝か
は

の
池い
け

の
菖
蒲
あ
や
め

草ぐ
さ

長な
が

き
例
た
め
し

に
人
の
引ひ

か
な
む

(

斎
宮
女
御
集
・
一
二
八)

底
本
の
表
記
を
残
し
た
が
、
こ
こ
は

｢

遣
水｣

を

｢

御
溝
の
池｣

と
呼
ぶ
と
し

て
い
る
。
こ
の
宮
は
、
天
延
三

(

九
七
五)

年
二
月
二
七
日
に
斎
宮
に
卜
定
さ
れ

た
規
子
内
親
王

(

九
四
九
〜
九
八
六)

で
あ
り
、
場
所
は
斎
宮
寮
の
内
院
と
考
え

ら
れ
て
い
る

(

６)

。
古
い
風
儀
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
斎
宮
寮
で
は
、
遣
水
も
池

と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。｢

御
溝
の
池｣

と
い
う
名
称
は
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
う

呼
ば
れ
た
か
ら
に
は
、｢

御
溝
水｣

の
よ
う
な
流
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
池
と

さ
れ
る
か
ら
に
は
曲
池
と
な
ろ
う
か
。
曲
池
は
、
遣
水
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
の

で
、
や
は
り
、
曲
池
か
ら
遣
水
が
分
化
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

曲
池
が
あ
れ
ば
遣
水
が
な
く
て
も
済
む
の
は
当
然
な
の
で
、
平
安
京
の
他
所
で

も
造
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『

本
朝
文
粋』

巻
十
二
の
前
中
書
王
兼
明
親
王

(

九
一
四
〜
九
八
七)

の

｢

池
亭
記｣

に
も
見
出
せ
る
。

亭
在
曲
池
之
北
、
小
山
之
西
、
傍
山
臨
流
、
結
茅
開
宇
。

こ
の
曲
池
も
、
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
宮
跡
庭
園
の
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

平
安
京
は
平
城
京
よ
り
も
傾
斜
が
あ
る
の
で
、
流
れ
は
目
に
見
え
よ
う
。
し
た
が
っ

て
、｢
臨
流｣

は
、
曲
池
が
流
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
平
安
朝
中
期
で
も
、

遣
水
と
し
て
整
備
せ
ず
、
曲
池
だ
け
を
造
作
す
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
池
と
遣
水
が
未
分
化
で
あ
っ
た
形
状
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
後
代
の
、
俊
乗
坊
重
源

(

一
一
二
一
〜
一
二
〇
六)

の
ゆ
か
り
と
な
る
醍

遣
水
の
滝
を
詠
む
和
歌
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醐
の
栢
の
杜
庭
園
遺
跡
に
認
め
ら
れ
た
幅
の
広
い
遣
水
は
、｢

曲
池｣

を
引
き
継

い
だ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

＊

＊

＊

古
代
庭
園
の
源
流
を
中
国
や
朝
鮮
半
島
に
求
め
、
遣
水
の
場
合
は
、
曲
水
宴
と

の
か
か
わ
り
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

(

７)

。
中
国
の
場
合
、
遣
水
に
相
当
す
る

も
の
は
、｢
流
水｣

｢

潺
湲｣

な
ど
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
一
方
、
曲
水
宴
の
場
と

な
る

｢

曲
水｣
も
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
巴
と
い
う
字
を
湾
曲
化
し
た
よ
う
な
形

の
場
合

(

８)

と
、
遣
水
の
よ
う
な
自
然
を
模
し
た
一
筋
の
流
れ
の
場
合
と
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
曲
水
宴
が
行
な
わ
れ
始
め
た
頃
の
王
羲
子

(

三
二
一
〜
三
七
九)

『

蘭
亭
集
序』

に

｢

有
清
流
激
湍
、
映
帶
左
右
、
引
以
為
流
觴
曲
水｣

と
あ
る
の

は
、
一
筋
の
流
れ
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
蘭
亭
の
鵞
池
に
注
ぐ

｢

流
觴
曲
水｣

は
、

ま
さ
に
遣
水
で
あ
る
。

｢

流
水｣

｢

潺
湲｣

は
、
日
本
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
用
例
と
し
て
は
、『

経

国
集』

巻
十
一
に
、｢

五
言
。
竹
樹
新
栽
、
流
水
遠
引
。
即
事
有
興
。
…｣

と
す

る
小
野
岑
守

(

七
七
八
〜
八
三
〇)

の
題
が
あ
り
、『

本
朝
文
粋』

巻
十
に
、
源

順

(

九
一
一
〜
九
八
三)

の

｢

初
冬
過
源
才
子
文
亭
同
賦
紅
葉｣

に

｢

至
彼
潺
湲

映
而
影
半
沈｣

と
い
う
例
な
ど
が
あ
る
。
漢
詩
文
な
の
で
、
中
国
の
例
に
倣
っ
て

｢

流
水｣

｢

潺
湲｣

と
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
平
安
朝
初
期
の
こ
れ
ら
は
、
植
栽
と
と

も
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
す
で
に
遣
水
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

漢
詩
文
隆
盛
が
続
い
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
新
た
な
和
語
に
な
る

と
思
わ
れ
る
遣
水
を
使
用
し
な
く
て
も
済
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
和
文
和

歌
が
復
興
す
る
に
及
ん
で
遣
水
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
始
め
た
と
い
う
事
情
を
想

定
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
臆
説
か
。

二
例
挙
げ
た
日
本
の

｢

流
水｣

｢

潺
湲｣

の
例
は
、
曲
水
宴
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
曲
水
宴
の
例
と
な
る
と

｢

曲
水｣

が
宴
の
意
を
含
ん
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

先
に
示
し
た
巴
字
型
の
流
水
は
、
日
本
に
見
出
し
に
く
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
な
り

に
指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。『

禁
秘
抄』

上
・
草
木
・
御
溝
に
、
上
古
の
清
涼

殿
東
庭
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
巴
字
型
に
該
当
し
よ
う
か
。

近
来
東
庭
潺
湲
任
甃
流
。
上
古
ハ
或
風
流
さ
ま
�
�
也
。
流
非
一
脈
、
且

古
立
石
等
在
籬
砌
也
。

上
古
の
清
涼
殿
東
庭
に
は
、
一
筋
だ
け
で
な
い

｢

潺
湲｣

が
あ
っ
た
と
さ
れ
、

砌
に
は
立
石
も
あ
っ
て
、
こ
れ
は
今
日
知
ら
れ
る
御
溝
水
で
は
な
い
。
こ
の

『

禁

秘
抄』

の
説
は
、『

三
代
実
録』

元
慶
八

(

八
八
四)

年
二
月
二
八
日
条
に
、
新

帝
光
孝
帝
が
仁
寿
殿
に
入
御
す
る
に
際
し
て
、
庭
を

｢

栽
樹
種
竹
、
布
沙
控
水
、

效
承
和
天
子
之
旧
風｣

に
し
た
と
さ
れ
る
の
と
符
号
し
よ
う
。
こ
の
庭
は
清
涼
殿

東
庭
に
も
な
り
、
遣
水
と
い
っ
て
も
い
い
流
れ
が
幾
条
か
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す

る
と
巴
字
状
と
な
ろ
う
。

巴
字
の
こ
と
は
、
菅
原
道
真

(

八
四
五
〜
九
〇
三)

の

『

菅
家
文
草』

巻
五

｢

三
月
三
日
、
同
賦
花
時
天
以
酔
、
応
製｣

の
序
に
記
さ
れ
て
い
る
。

我
君
一
日
之
沢
、
万
機
之
余
、
曲
水
雖
遥
、
遺
塵
雖
絶
、
書
巴
字
而
知
地

勢
、
思
魏
文
以
翫
風
流
。

曲
水
宴
な
の
で
、｢

書
巴
字｣

と
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
古
典
大
系
本
の
頭
注
で

は

｢

曲
水
の
形
容｣

と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
巴
の
字
を
書
く
こ
と
で
地
勢
を

知
り
と
あ
り
、『

禁
秘
抄』

や

『

三
代
実
録』

か
ら
す
る
と
、
実
際
に
巴
字
型
の

流
水
を
構
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
の
が
、『

北
野
天

神
縁
起
絵
巻』

一
巻
一
段
、
三
巻
十
段
な
ど
の
道
真
の
紅
梅
殿
や
、
五
巻
十
七
段

の
僧
坊
の
遣
水
が
、
分
流
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
見
よ
う
に
よ
っ
て

は
巴
字
と
も
見
え
な
く
は
な
く
、
一
三
世
紀
初
頭
の
成
立
と
さ
れ
る
こ
の
絵
巻
は
、

紅
梅
殿
に
そ
の
よ
う
な
遣
水
が
あ
っ
た
と
す
る
伝
承
に
基
づ
い
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

後
代
の
も
の
に
な
る
が
、
実
際
に
巴
字
状
に
流
そ
う
と
し
た
例
と
思
わ
れ
る
記

述
が
、『

古
今
著
聞
集』

巻
十
三
・
哀
傷
廿
一

｢

後
京
極
良
経
曲
水
宴
を
催
さ
ん

と
し
日
到
ら
ず
し
て
薨
逝
の
事｣

に
あ
る
。

後
京
極
殿
は
、
詩
歌
の
道
に
長
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
寛
弘
・
寛
治
の
昔
の

跡
を
尋
ね
て
、
建
永
元
年
三
月
に
、
京
極
殿
に
て
、
曲
水
宴
を
お
こ
な
は
ん

と
お
ぼ
し
た
ち
け
り
。
巴
字
の
潺
湲
を
流
し
、
住
吉
の
松
を
引
き
植
ゑ
な
ど

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
御
営
み
あ
り
け
る
に
、(

略)

慈
鎮
和
尚
往
時
を
思
ひ
出
で
た
ま
ひ
て
、｢

寄
水
懐
旧｣

に
詠
み
た
ま
ひ
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け
る
、思

ひ
出
で
て
音
を
の
み
ぞ
泣
く
行
く
水
に
書
き
し
巴は

の
字
の
春
の
夜
の
夢

良
経

(

一
一
六
九
〜
一
二
〇
六)

は
、
実
際
に

｢

巴
字
の
潺
湲
を
流｣

そ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
遣
水
を
構
え
た
こ
と
の
文
飾
と
も
と
れ
な
く
は
な
い
が
、

｢

巴
字
の
潺
湲｣

が

｢

寛
弘
・
寛
治
の
昔
の
跡｣

に
あ
っ
た
と
の
認
識
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
際
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。
一
方
、
良
経
の
故
事

を
想
起
し
た
慈
鎮

(

慈
円)

は
、
曲
水
宴
の
こ
と
な
の
で
、｢

書
き
し
巴
の
字｣

と
詠
ん
で
い
る
。
先
の
道
真
の
詩
序
は

『

和
漢
朗
詠
集』

に
も
収
載
さ
れ
て
い
る

の
で
、
慈
円
は
こ
う
し
た
故
実
も
想
起
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
伊
勢
詠
か
ら
逸
脱
し
、
素
人
の
憶
説
と
な
る
が
、｢

曲
池｣

か
ら
遣
水

が
分
化
し
た
こ
と
、
遣
水
以
前
に
は

｢

流
水｣

｢

潺
湲｣

｢

曲
水｣

な
ど
が
使
用
さ

れ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
み
た
。

三

山
荘
と
遣
水

音
羽
山
荘
を
詠
ん
だ
伊
勢
歌
の
背
景
と
な
る
遣
水
に
つ
い
て
確
認
し
た
つ
い
で

に
、
山
荘
の
営
み
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。
貴
族
た
ち
が
京
を
離
れ
て
山
荘

を
営
む
こ
と
は
、
上
代
か
ら
認
め
ら
れ
、
平
安
朝
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

文
献
的
に
は
、
聖
武
天
皇

(

七
〇
一
〜
七
五
六)

が
奈
良
市
東
部
の
高
円
山
に
営

ん
だ
離
宮

｢

高
円
の
尾
上
の
宮｣

(

万
葉
集
・
二
〇
・
四
五
〇
六
〜
七)

が
、
山

荘
の
初
出
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
著
名
な
も
の
と
し
て
は
、『

続
日
本
紀』

天
平

一
二

(

七
四
〇)

年
五
月
に
聖
武
天
皇
は
、｢

右
大
臣
の
相
楽
の
別
業｣
に
行
幸

し
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
橘
諸
兄

(

六
八
四
〜
七
五
七)

の
井
手
の
山
荘
で
あ
っ
た
。

山
吹
で
知
ら
れ
る
井
手
の
地
は
、
諸
兄
の
造
営
し
た
井
提
寺
ほ
か
の
遺
跡
が
あ
り
、

二
〇
〇
四
年
か
ら
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
山
荘
の
実
態
も
明

ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
成
果
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
山
荘
に
は
庭
園
が
造
作

さ
れ
、
玉
川
、
あ
る
い
は
湧
水
地
か
ら
引
い
た
導
水
路
や
池
が
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
上
代
以
来
の
伝
統
が
平
安
朝
に
も
引
き
継
が
れ
て
山
荘
が
営
ま
れ
た

の
で
あ
り
、
遣
水
の
よ
う
な
流
れ
も
造
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
平
安
朝
初
期
の
例

を
い
く
つ
か
見
て
お
き
た
い
。

著
名
な
山
荘
と
し
て
は
、
清
原
夏
野

(

七
八
二
〜
八
三
七)

の
双
ヶ
丘
山
荘
が

挙
げ
ら
れ
る
。『

続
日
本
後
紀』

承
和
元

(

八
三
四)

年
四
月
二
一
日
条
に
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

先
太
上
天
皇
降
臨
右
大
臣
清
原
真
人
夏
野
双
岡
山
庄
、
愛
賞
水
木
。

｢

先
太
上
天
皇｣

が
双
ヶ
丘
山
荘
に
御
幸
し
て

｢

水
木｣

を
賞
味
し
た
と
す
る

記
事
で
あ
る
。
こ
の
上
皇
は
、
仁
明
朝
で

｢

先｣

と
あ
る
の
で
、
前
代
の
淳
和
天

皇
で
は
な
く
、
ま
だ
健
在
の
嵯
峨
上
皇

(

七
八
六
〜
八
四
二)

と
な
る
。
こ
の

｢

水｣

は
、
山
荘
の
も
の
で
あ
り
、
遣
水
の
よ
う
な
流
れ
や
池
を
含
ん
で
い
よ
う
。

ま
た

｢

木｣

は

｢

水｣

に
臨
ん
で
植
栽
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
を
嵯
峨
上
皇
が
愛

で
た
の
で
あ
る
。
こ
の
山
荘
の
こ
と
は
、『

三
代
実
録』

天
安
二

(

八
五
八)

年

一
〇
月
一
七
日
条
に
、｢

陵
辺
修
三
昧
沙
弥
廿
口
、
令
住
双
丘
寺
、
元
是
右
大
臣

清
原
真
人
夏
野
之
山
庄
、
今
所
謂
天
安
寺
也｣

と
あ
り
、
同
年
八
月
に
亡
く
な
っ

た
文
徳
天
皇
の
田
邑
陵
辺
で
三
昧
を
修
す
る
沙
弥
を
双
丘
寺
に
住
ま
わ
せ
た
と
い

う
記
事
で
あ
る
。
そ
の
寺
は
か
つ
て
の
清
原
夏
野
の
山
荘
で
あ
り
、
今
は
天
安
寺

と
呼
ぶ
と
す
る
注
記
が
入
っ
て
い
る
。
夏
野
死
後
に
施
入
さ
れ
て
双
丘
寺
と
な
り
、

さ
ら
に
天
安
年
間

(

八
五
七
〜
五
九)

に
天
安
寺
と
改
名
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

天
安
寺
は
、
一
一
世
紀
中
ご
ろ
に
は
衰
退
す
る
が
、
こ
の
地
に
鳥
羽
天
皇
中
宮
待

賢
門
院
璋
子

(

一
一
〇
一
〜
一
一
四
五)

に
よ
っ
て
大
治
四

(

一
一
二
九)

年
に

建
立
さ
れ
た
の
が
今
日
に
続
く
法
金
剛
院
と
な
る
。
そ
の
際
に
石
立
僧
林
賢
及
び

静
意
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
滝
は
、
清
女
の
滝
と
呼
ば
れ
、
落
下
し
た
水
は
遣
水

と
な
っ
て
苑
池
に
注
い
で
い
る
。
嵯
峨
上
皇
が
愛
賞
し
た

｢

水
木｣

の
場
所
と
同

じ
か
ど
う
か
は
も
と
よ
り
不
明
だ
が
、
山
荘
に
も
水
は
必
須
な
の
で
あ
っ
た
。

清
原
夏
野
と
同
時
代
の
滋
野
貞
主

(

七
八
五
〜
八
五
二)

に
も
山
荘
が
あ
り
、

小
野
篁

(

八
〇
二
〜
八
五
二)

は

｢

慈
恩
院
初
会
序｣

で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。

滋
相
公
有
城
南
別
業
。
住
此
三
十
年
、
…
故
捨
此
以
為
慈
恩
仏
堂
。
手
栽

�
樹
之
花
、
自
買
独
園
之
地
、
不
改
朝
天
之
門
、
便
作
求
車
之
所
、
不
変
閲

遣
水
の
滝
を
詠
む
和
歌
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水
之
橋
、
以
為
到
岸
之
途
。

(『

本
朝
文
粋』

巻
十
・
法
会)

貞
主
の
別
業
は
城
南
の
地
に
あ
る
の
で
、
山
荘
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
当
時
と
し
て
は
そ
の
趣
で
あ
ろ
う
。
植
樹
さ
れ
、｢

閲
水
之
橋｣

が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
岸
へ
の
比
喩
的
な
措
辞
の
よ
う
だ
が
、
山
荘
の
庭
園

の
様
と
な
ろ
う
。｢

閲
水｣

は
、｢

流
水｣

｢

水
流｣

の
意
で
あ
り
、
遣
水
の
よ
う

な
も
の
に
な
る
が
、｢

曲
池｣

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『

百
錬
抄』

に

｢

慈
恩

寺
焼
亡
。
此
寺
者
、
是
滋
野
貞
主
遣
唐
使
之
間
、
模
漢
朝
慈
恩
寺
建
立
之｣

(

保
延
二
年

(

一
一
三
六)

一
二
月
条)

と
さ
れ
、
異
国
情
緒
が
漂
っ
て
い
た
寺
院
な
の
で
、
庭

園
の
流
れ
も
そ
の
印
象
に
か
か
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

次
は
、
源
順

(

九
一
一
〜
九
八
三)

が
記
し
た
庭
園
で
あ
る
。
こ
こ
に
来
る
と

や
や
具
体
的
に
様
子
が
判
明
す
る
。

夏
日
与
王
才
子
過
貞
上
人
禅
房
翫
庭
前
水
石
叙

源
順

夫
貞
上
人
者
我
師
也
、
王
才
子
者
我
友
也
。
尋
師
結
友
、
寔
有
縁
哉
。
干

時
有
一
流
水
、
横
干
庭
中
。
疑
是
長
風
浦
之
玄
孫
乎
、
為
当
明
月
池
之
赤
子

歟
。
其
底
鏡
徹
、
沙
石
不
能
穢
之
、
其
声
琴
清
、
詠
歌
不
能
和
之
。
況
上
人

之
引
此
水
也
、
心
匠
択
地
、
神
仙
譲
居
。
臨
則
洗
六
根
之
塵
、
聴
亦
散
五
酔

之
気
。
濡
筆
柱
而
聊
記
、
帰
紙
窓
而
豈
忘
云
爾
。

(『

本
朝
文
粋』

巻
八
・
山
水)

源
順
が
、｢

王
才
子

(

源
文)｣

と
共
に

｢

貞
上
人

(

９)｣

の
禅
房
を
訪
問
し
、｢

庭

前
水
石｣

を
愛
で
た
こ
と
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
。｢

貞
上
人｣
が
造
作
し
た
庭

は
、｢

一
流
水｣

｢

沙
石｣

で
結
構
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

｢

流
水｣

は

｢
横
干
庭
中｣

と
あ
る
の
で
、
一
筋
の
流
れ
が
庭
中
を
横
切
っ
て
お
り
、
遣
水
の
よ
う
で
あ
る
が
、

源
順
に
中
国
の

｢

長
風
浦｣

｢

明
月
池｣

な
ど
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。｢

流
水｣
が

｢

浦｣

や

｢

池｣

を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
こ
れ
も
曲
池
と
な
ろ
う
。｢

沙
石｣

は
洲

浜
と
思
わ
れ
る
の
で
、｢

浦｣

の
面
影
が
造
作
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。｢

其
声
琴

清｣

と
あ
る
の
は
、｢

流
水｣

が
、
琴
の
調
べ
の
よ
う
な
水
音
を
た
て
て
流
れ
て

い
る
さ
ま
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に

｢

庭
前
水
石｣

が
捉
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、

｢

引
此
水
也
、
心
匠
択
地｣

と
あ
る
の
で
、
貞
上
人
が
心
を
凝
ら
し
て
土
地
を
選

び
、
わ
ざ
わ
ざ
水
を
引
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
意
匠
が
凝
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。庭

前
の
光
景
は
、
源
順
に
神
仙
郷
や
中
国
の

｢

長
風
浦｣

｢

明
月
池｣

な
ど
を

想
起
さ
せ
な
が
ら
、
造
作
主
の
心
が
こ
の
庭
に
反
映
し
て
い
た
と
捉
え
た
わ
け
で

あ
り
、
伊
勢
が
音
羽
山
荘
に
敦
忠
の
心
を
見
た
と
す
る
の
と
近
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

山
荘
に
も
流
水
が
あ
り
、
そ
の
流
れ
を
賞
味
し
て
い
た
次
第
を
見
た
こ
と
に
な

る
が
、
さ
ら
に

『

伊
勢
物
語』

七
八
段
を
見
て
お
き
た
い
。
八
二
・
八
三
段
の

｢

水
無
瀬
の
宮｣

な
ど
も
山
荘
の
趣
に
な
る
が
、
庭
が
特
に
話
題
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

昔
、
多
賀
幾
子
と
申
す
女
御
お
は
し
ま
し
け
り
。
う
せ
た
ま
ひ
て
、
七
七

日
の
み
わ
ざ
安
祥
寺
に
て
し
け
り
。
右
大
将
藤
原
常
行
と
い
ふ
人
い
ま
そ
か

り
け
り
。
そ
の
み
わ
ざ
に
ま
う
で
た
ま
ひ
て
帰
さ
に
、
山
科
の
禅
師
の
皇
子

お
は
し
ま
す
、
そ
の
山
科
の
宮
に
、
滝
落
し
、
水
走
ら
せ
な
ど
し
て
、
お
も

し
ろ
く
造
ら
れ
た
る
に
、
ま
う
で
た
ま
う
て
、｢

年
ご
ろ
余
所
に
は
つ
か
う

ま
つ
れ
ど
、
近
く
は
い
ま
だ
つ
か
う
ま
つ
ら
ず
。
今
宵
は
こ
こ
に
さ
ぶ
ら
は

む｣

と
申
し
た
ま
ふ
。
皇
子
、
喜
び
た
ま
う
て
、
夜
の
御
座
の
設
け
せ
さ
せ

た
ま
ふ
。

さ
る
に
、
か
の
大
将
出
で
て
た
ば
か
り
た
ま
ふ
や
う
、｢

宮
仕
の
初
め
に
、

た
だ
な
ほ
や
は
あ
る
べ
き
。
三
条
の
大
行
幸
せ
し
時
、
紀
の
国
の
千
里
の
浜

に
あ
り
け
る
、
い
と
お
も
し
ろ
き
石
奉
れ
り
き
。
大
行
幸
の
後
、
奉
れ
り
し

か
ば
、
あ
る
人
の
曹
司
の
前
の
溝
に
据
ゑ
た
り
し
を
、
島
好
み
た
ま
ふ
君
な

り
、
こ
の
石
を
奉
ら
む｣

と
の
た
ま
ひ
て
、
御
随
身
、
舎
人
し
て
取
り
に
遣

は
す
。
い
く
ば
く
も
な
く
て
持
て
来
ぬ
。

こ
の
石
、
聞
き
し
よ
り
は
見
る
は
ま
さ
れ
り
。｢

こ
れ
を
た
だ
に
奉
ら
ば
、

す
ず
ろ
な
る
べ
し｣

と
て
、
人
々
に
歌
詠
ま
せ
た
ま
ふ
。
右
馬
頭
な
り
け
る

人
の
を
な
む
、
青
き
苔
を
き
ざ
み
て
蒔
絵
の
か
た
に
、
こ
の
歌
を
付
け
て
奉

り
け
る
。

あ
か
ね
ど
も
岩
に
ぞ
か
ふ
る
色
見
え
ぬ
心
を
見
せ
む
よ
し
の
な
け
れ
ば

と
な
む
詠
め
り
け
る
。

右
大
将
藤
原
常
行

(

八
三
六
〜
八
七
五)

が
、｢

山
科
の
禅
師
の
皇
子｣

に
石
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を
奉
り
、
右
馬
頭

(

業
平
を
暗
示)

が
そ
れ
に
相
応
し
い
歌
を
詠
ん
だ
と
す
る
段

で
あ
る
。
こ
の
皇
子
は
、｢

山
科
宮｣

と
呼
ば
れ
た
仁
明
天
皇
の
人
康
親
王

(

八

四
五
元
服
〜
八
七
二)

と
も
、
業
平
の
叔
父
で

｢

禅
師
親
王｣

と
記
さ
れ
た
平
城

天
皇
の
高
岳
親
王

(

推
定
七
九
九
〜
八
六
五)

と
も
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
問
わ

な
い
。
こ
の
皇
子
は

｢

山
科
の
宮｣

に
住
ん
だ
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
は
山
荘
の

趣
で
あ
り
、｢

島
好
み
た
ま
ふ
君｣

で
あ
っ
た
。｢

島｣

は

｢

山
斎｣

で
、
庭
の
こ

と
で
あ
り
、｢
滝
落
し
、
水
走
ら
せ｣

な
ど
し
て
、｢

お
も
し
ろ
く｣

造
作
さ
れ
て

い
た
。
こ
の

｢
滝
落
し
、
水
走
ら
せ｣

は
、｢

石
走
る
垂
水
の
上
の
早
蕨
の
萌
え

出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も｣

(

万
葉
集
・
八
・
一
四
一
八
・
志
貴
皇
子)

の

｢

走
る｣

と
同
じ
く
、
滝
の
石
組
に
沿
っ
て
伝
い
落
ち
る
水
流
を
言
う
の
で
あ
ろ

う
。
遣
水
そ
の
も
の
を
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
水
流
は
お
の
ず
と
遣
水
の
よ
う

に
な
っ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
近
辺
に
は
置
石
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
常
行
が

｢

千
里
の
浜｣

に
あ
っ
た
石
を
献
呈
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
先
に
見
た

｢

庭
前
水
石｣

と
な
る
。
な
お
、
皇
子
に
献
呈
さ
れ
る
前
に
、

こ
の
石
が

｢

曹
司
の
前
の
溝｣

に
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

｢

溝｣

が
遣
水
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。｢

溝｣

で
遣
水
を
指
す
用
例
と
な
る
か
も
し

れ
な
い
。

右
馬
頭
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
歌
は
、
伊
勢
詠
と
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
注

意
さ
れ
よ
う
。
皇
子
に
信
実
お
仕
え
す
る
私
の
心
の
色
は
見
え
な
い
も
の
で
す
の

で
十
分
と
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
せ
め
て
こ
の
岩
に
代
え
て
お
示
し
い
た
し
ま
す
と

し
て
い
る
。｢

岩｣

の
盤
石
さ
が
、
忠
誠
心
の
表
象
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

｢

岩｣

に

｢

心｣

を
託
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
右
馬
頭
は

｢

岩｣

に
心
を
込
め
た

と
し
た
の
に
対
し
て
、
伊
勢
は

｢

滝
つ
瀬
に
人
の
心｣

を
見
た
の
で
あ
る
。
伊
勢

詠
の
背
景
と
な
る
歌
と
な
ろ
う
。

以
上
、
山
荘
に
お
け
る

｢

庭
前
水
石｣

の
例
を
見
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

遣
水
と
池
が
未
分
化
で
あ
っ
た
よ
う
な

｢

流
水｣

の
存
在
も
確
認
で
き
た
。
そ
こ

に
は
、
造
作
主
の
心
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
発
想
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四

音
羽
山
荘
の
遣
水
と
滝

伊
勢
は
、
音
羽
山
荘
の
遣
水
を
詠
ん
だ
わ
け
だ
が
、
そ
の
形
状
を
改
め
て
考
え

て
お
き
た
い
。『

伊
勢
集』

に
は
、｢

音
羽
川
を
遣
水
に
堰
き
入
れ
て
、
滝
落
と
し

な
ど
し
た
る
を
見
て
、
遣
水
の
面
な
る
石
に
書
き
付
く｣

と
あ
っ
て
、｢

音
羽
川

堰
き
れ
て
落
す
滝
つ
瀬
に
人
の
心
の
見
え
も
す
る
か
な｣

の
詠
歌
が
置
か
れ
て
い

た
。
こ
れ
は
、
音
羽
川
の
流
れ
を
堰
き
と
め
て
庭
内
に
引
き
入
れ
、
遣
水
と
し
て

流
し
、
滝
を
設
け
た
の
で
あ
る
。｢

中
川
の
わ
た
り
な
る
家
な
ん
、
こ
の
ご
ろ
水

堰
き
入
れ
て
、
涼
し
き
蔭
に
は
べ
る｣

(

源
氏
物
語
・
帚
木
巻)

と
あ
る
の
は
、

似
た
よ
う
な
仕
組
み
と
な
ろ
う
。
河
川
か
ら
導
水
路
で
庭
中
に
水
を
入
れ
た
の
で

あ
る
。
な
お
、｢

帚
木｣

巻
の

｢

堰
き
入
れ
て｣

は
、『

伊
勢
集』

引
用
の
可
能
性

が
あ
ろ
う
。
こ
の
巻
な
ど
で
展
開
す
る
空
蝉
物
語
は
、『

伊
勢
集』

の
影
響
が
顕

著
で
あ
っ
た
。

音
羽
山
荘
の
遣
水
は
、｢

滝
落
し
な
ど｣

さ
れ
て
い
た
。
岩
で
堰
を
作
っ
て
遣

水
の
水
を
溜
め
、
滝
と
し
て
落
し
た
の
で
あ
る
。
滝
の
形
状
は
、『

作
庭
記』

に

多
様
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
音
羽
山
荘
の
実
際
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

遣
水
の
滝
は
、
実
際
に
あ
っ
た
音
羽
の
滝
を
模
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『

作
庭

記』

に
は
、
立
石
に
関
し
て
、｢

生
得
の
山
水
を
思
は
へ
て
、
そ
の
所
々
は
、
こ

こ
ぞ
あ
り
し
か
と
思
ひ
寄
せ
�
�
立
つ
べ
き
な
り｣

、｢

国
々
の
名
所
を
思
ひ
巡
ら

し
て
お
も
し
ろ
き
所
々
を
、
我
が
も
の
に
な
し
て
、
思
す
方
を
そ
の
所
々
に
准
え

て
、
や
は
ら
げ
立
つ
べ
き
な
り｣

と
し
て
い
た
。
国
々
の
名
所
を
髣
髴
と
さ
せ
る

立
石
が
い
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
貞
上
人
邸
で
は
、
源
順
に

｢

長
風

浦｣
｢

明
月
池｣

な
ど
を
想
起
さ
せ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
敦
忠
の
場
合
は
、｢

音

羽
の
滝｣

(

後
述)

を
模
し
た
こ
と
も
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
。

滝
は
、
視
覚
的
な
形
状
と
と
も
に
、
そ
の
水
音
を
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
た
。

｢

遣
水
の
音
ま
さ
る
べ
き
巌
た
て
加
へ
、
滝
落
し
て
、
秋
の
野
を
遙
か
に
作
り
た

る｣
(

源
氏
物
語
・
乙
女
巻)

と
あ
る
の
は
、
こ
の
次
第
を
示
し
て
い
る
。
歌
の

方
で
は
、｢

落
す
滝
つ
瀬
に｣

と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
落
下
す
る
水
音
が
暗

遣
水
の
滝
を
詠
む
和
歌
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示
さ
れ
て
い
よ
う
。｢

滝
つ
瀬｣

は
、
滝
の
流
れ
の
意
で
あ
る
が
、｢

た
き
つ
瀬｣

と
作
っ
て
、
激
し
い
流
れ
の
意
に
も
解
せ
よ
う
。
こ
こ
は

｢

滝
の
瀬｣

で
い
い
と

思
わ
れ
る
。｢

人
の
家
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
遣
水
に
滝
い
と
お
も
し
ろ
か
り

け
れ
ば
、
帰
り
て
遣
は
し
け
る
／
滝
つ
瀬
に
誰
白
玉
を
み
だ
り
け
ん
拾
ふ
と
せ
し

に
袖
は
ひ
ち
に
き｣

(

後
撰
・
雑
三
・
一
二
三
五)

も
同
じ
事
情
を
指
摘
で
き
よ

う
。
し
か
し
、
流
れ
の
早
さ
は
汲
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

音
羽
山
荘
の
遣
水
の
流
れ
に
は
、
滝
の
石
組
の
他
に
も
立
石
が
さ
れ
て
い
た
。

伊
勢
が
詠
歌
を

｢
石
に
書
き
付
く｣

と
し
た

｢

石｣

は
、
滝
の
石
組
で
は
な
く
、

山
野
の
風
情
を
醸
す
た
め
の
置
石
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の

｢

石
に
書
き
付
く｣

は
分

か
り
に
く
い
が
、
実
際
に
墨
で
歌
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
居
易
の
著
名
な

句

｢

林
間
煖
酒
焼
紅
葉

石
上
題
詩
掃
緑
苔｣

と
あ
る
よ
う
な
こ
と
を
、な
ぞ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
関
根
慶
子
・
山
下
道
代

『

伊
勢
集
全
釈』

(

風
間
書
房
、

一
九
九
六
年
二
月)

は
、｢

料
紙
に
書
い
て
石
に
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う｣

と
し
て

い
る
。

伊
勢
が
記
し
た
音
羽
山
荘
の
庭
園
の
様
子
は
以
上
に
な
る
が
、
他
の
歌
人
た
ち

の
歌
も
見
て
お
き
た
い
。
伊
勢
詠
の
他
に
、
次
の
四
首
が
あ
る
。

[

資
料
③

拾
遺
集
・
雑
上
・
四
四
六
・
中
務
。
拾
遺
抄]

君
が
来
る
宿
に
絶
え
せ
ぬ
滝
の
糸
は
へ
て
見
ま
ほ
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

[

資
料
④

朝
忠
集
・
五
四]

権
中
納
言
、
音
羽
の
家
に
て

音
羽
山
水
は
た
ぎ
り
て
流
る
と
も
君
宿
ら
ず
は
ま
さ
り
し
も
せ
じ

[

資
料
⑤

後
撰
集
・
哀
傷
・
一
四
一
六
・
藤
原
清
正]

敦
忠
朝
臣
み
ま
か
り
て
又
の
年
、
か
の
朝
臣
の
小
野
な
る
家
見
む
と
て

こ
れ
か
れ
ま
か
り
て
、
物
語
し
は
べ
り
け
る
つ
い
で
に
詠
み
は
べ
り
け

る

君
が
去
に
し
方
や
い
づ
れ
ぞ
白
雲
の
主
な
き
宿
と
見
る
が
悲
し
さ

[

資
料
⑥

拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
二
七
九
・
藤
原
伊
尹
。
拾
遺
抄
。
一
条
摂
政

御
集
・
五
〇
・
詞
書

｢

小
野
殿
に
て
桜
の
散
る
を
見
た
ま
て｣

。
和
漢

朗
詠
集
。
金
玉
集
。
深
窓
秘
抄]

中
納
言
敦
忠
ま
か
り
隠
れ
て
後
、
比
叡
の
西
坂
本
に
は
べ
り
け
る
山
里

に
、
人
々
ま
か
り
て
花
見
は
べ
り
け
る
に

い
に
し
へ
は
散
る
を
や
人
の
惜
み
け
ん
花
こ
そ
今
は
昔
恋
ふ
ら
し

い
ず
れ
も
敦
忠
の
音
羽
山
荘
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
③
は
生
前
の
、
④
⑤
⑥
は

死
後
の
も
の
に
な
る
。
④
朝
忠

(

九
一
〇
〜
九
六
六)

の
歌
は
敦
忠
生
前
と
解
す

る
説

(

�)

が
あ
る
が
、｢

君
宿
ら
ず
は｣

は
、
死
去
し
た
こ
と
を
暗
示
し
よ
う
。
死
後

の
も
の
は
敦
忠
懐
旧
の
念
が
主
題
で
あ
り
、
⑤
清
正

(

？
〜
九
五
八)

と
⑥
伊
尹

(

九
二
四
〜
九
七
二)

の
歌
に
は
、
邸
宅
や
庭
園
そ
の
も
の
は

｢

花｣

の
ほ
か
に

詠
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
③
中
務

(

生
没
年
未
詳)

の
歌
に
は

｢

滝

の
糸｣

、
④
朝
忠
歌
に
は

｢

水
は
た
ぎ
り
て
流
る
と
も｣

と
、
そ
れ
ぞ
れ
遣
水
の

滝
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
④
は
、
音
羽
川
の
こ
と
で
は
な
く
、
遣
水
の
流
れ
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
務
の
歌
は
、『

拾
遺
集』

で
伊
勢
歌
と
並
列
さ
れ
て
い

る
の
で
、
同
時
期
の
も
の
と
見
る
の
が
定
説
で
あ
る
。
伊
勢
は
、
中
務
を
伴
っ
て

音
羽
山
荘
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。
伊
勢
と
、
歌
人
た
ち
の
交
友
関
係
は
別
稿
に
委

ね
た
い
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
伊
勢
と
中
務
、
そ
し
て
、
朝
忠
の
三
人

が
音
羽
山
荘
の
遣
水
の
滝
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
ほ
ど
、

遣
水
と
そ
の
滝
に
意
匠
が
凝
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
遣
水
の
滝
の
意
匠
は
ど
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
幾
つ
か
考
え
て
み
た
い
。
一
点
目
と
し
て
、
音
羽
川
の
流
れ
を

｢

堰
き
入
れ

て｣

造
作
さ
れ
た
遣
水
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。｢

堰
き
入
れ
て｣

と
す
る
あ
り
よ

う
は
、
後
代
の
歌
人
た
ち
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
の
で
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
後

に
触
れ
た
い
。
二
点
目
は
、
遣
水
は
曲
池
の
よ
う
に
流
れ
て
、
そ
の
途
中
に
滝
が

置
か
れ
た
仕
組
み
で
あ
る
。
寝
殿
造
系
庭
園
の
南
池
の
よ
う
で
は
な
く
、
遣
水
の

流
れ
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
三
点
目
は
、
滝
の
高
さ
が
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
に
傾
斜
し
た
地
勢
の
京
都
で
は
、
上
京
あ
た
り
の
一
町
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以
上
の
邸
宅
内
部
で
、
一
・
三
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
低
差
が
と

れ
た
よ
う
で
あ
る

(

�)

。
逆
に
言
え
ば
、
滝
の
石
組
の
高
さ
は
、
南
庭
内
部
で
は
こ
の

半
分
以
下
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
音
羽
山
荘
の
滝
は
、
そ
の
二
、

三
倍
ほ
ど
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
③
の
中
務
は
、｢

滝
の
糸｣

を
詠
ん
で
い
た
。

誇
張
的
表
現
で
は
な
く
、｢

糸｣

と
し
た
か
ら
に
は
、
長
さ

(

滝
の
高
さ)

が
必

要
で
あ
ろ
う
。
一
メ
ー
ト
ル
に
も
満
た
な
い
高
さ
で
は
な
く
、
青
女
の
滝
の
よ
う

に
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
れ
ば
、｢

糸｣

と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
か
ろ
う
。

伊
勢
は
、｢

堰
き
入
れ
て
落
す
滝
つ
瀬｣

と
詠
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
、
京
内
の
邸

宅
で
は
あ
り
得
な
い
滝
の
高
さ
へ
の
驚
嘆
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
④
の
朝
忠
が

｢

た
ぎ
り
て
流
る｣

と
し
た
の
は
、
落
下
し
て
渦
巻
く
流
れ
の
こ
と
と
見
ら
れ
よ

う
。
高
さ
が
な
け
れ
ば
、
不
可
能
で
あ
る
。

敦
忠
の
音
羽
山
荘
は
、
遣
水
と
そ
の
滝
に
、
こ
う
し
た
意
匠
が
凝
ら
さ
れ
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
伊
勢
は

｢

人
の
心｣

を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
斬
新
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

五

遣
水
を
詠
む
和
歌

伊
勢
の
詠
歌
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
遣
水
や
そ
の
滝
を
詠
ん
だ
歌
を
幾

つ
か
参
照
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
文
献
的
な
成
立
は
前
後
す
る
と
し
て
も
、
伊

勢
以
前
に
遣
水
が
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
歌
で
あ
る
。

�

遣
水
に
菊
の
花
の
浮
き
た
り
し
に

滝
の
水
の
木
の
も
と
近
く
流
れ
ず
は
う
た
か
た
花
も
あ
り
と
見
ま
し
や

(

小
町
集
・
七
〇)

�

弥
生
の
下
の
十
日
ば
か
り
に
、
三
条
右
大
臣
、
兼
輔
の
朝
臣
の
家
に
ま

か
り
て
侍
り
け
る
に
、
藤
の
花
咲
け
る
遣
水
の
ほ
と
り
に
て
、
か
れ
こ

れ
お
ほ
み
き
た
う
べ
け
る
つ
い
で
に

限
な
き
名
に
負
ふ
藤
の
花
な
れ
ば
そ
こ
ひ
も
知
ら
ぬ
色
の
深
さ
か

(

後
撰
・
春
下
・
一
二
五
・
藤
原
定
方)

�
の
小
町
歌
は
、
滝
と
そ
の
側
の
植
栽
を
詠
ん
で
い
て
、
滝
に
比
重
が
あ
り
そ

う
だ
が
、『

古
今
集』

や

『

後
撰
集』

に
未
収
で
あ
り
、
本
人
の
歌
か
ど
う
か
は

疑
わ
し
く
、
後
代
歌
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

�
の
三
条
右
大
臣
定
方

(

八
七
三
〜
九
三
二)

の
歌
は
、
別
に

｢

弥
生
の
つ
ご

も
り
に
中
納
言
兼
輔
の
京
極
の
家
に
お
は
し
て
、
遣
水
の
ほ
と
り
に
藤
の
花
の
盛

り
な
り

(

み)

け
れ
ば
、
あ
る
じ
の
た
ま
へ
り
け
る
／
限
り
な
き
名
に
負
ふ
藤
の
花
な
れ

ば
そ
こ
ひ
も
知
ら
ぬ
色
の
深
さ
か｣

(

三
条
右
大
臣
集
・
六)

、｢

京
極
の
家
の
藤

の
賀
、
三
月
一
日
し
け
る
に
、
三
条
の
右
大
臣
殿
／
限
り
な
く
名
に
負
ふ
藤
の
花

な
れ
ば
そ
こ
ひ
も
知
ら
ず
色
の
深
さ
に｣

(

兼
輔
集
・
二
五)

な
ど
と
あ
る
の
で
、

賀
茂
川
堤
に
あ
っ
た
兼
輔

(

八
七
七
〜
九
三
三)

の
邸
宅
の
こ
と
と
見
て
間
違
い

は
な
く
、
そ
の
庭
に
藤
が
植
栽
さ
れ
た
遣
水
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
遣
水
の

用
例
と
し
て
は
、
伊
勢
歌
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
が
初
例
と
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、

遣
水
自
体
が
注
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
池
畔
の
藤
で
は
な
く
、
遣
水
の

藤
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
注
意
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

次
は
、『

三
条
左
大
臣
殿
前
栽
歌
合』

の
序
の
前
半
と
、
遣
水
を
詠
み
込
ん
だ

歌
一
首
で
あ
る
。

�

(

貞
元
二
年

(

九

七

七

)

八
月)

十
六
日
、
左
大
臣
殿
の
遣
水
虫
の
宴
せ
ら
る
る
作

法
、
寝
殿
と
東
の
対
と
の
中
な
る
細
殿
に
遣
水
せ
ら
れ
た
り
。
石
畳
を

う
る
は
し
く
敷
き
て
、
遣
水
の
左
右
に
前
栽
植
ゑ
ら
れ
た
り
。
そ
の
中

に
、
黄
朽
葉
の
籠
に
松
虫
を
入
れ
て
、
水
の
西
の
面
な
る
岩
の
傍
ら
に

据
ゑ
、
赤
朽
葉
の
籠
に
鈴
虫
を
入
れ
て
、
下
の
岩
の
面
に
据
ゑ
た
り
。

川
の
中
に
、
黒
き
青
葛
し
て
結
ひ
、
灯
台
に
結
ひ
て
、
二
つ
立
て
た
り
。

末
つ
方
に
篝
火
二
た
灯
し
、
打
松
預
り
て
い
ひ
し
ら
ぬ
男
あ
り
。(

略)

岸
近
く
匂
へ
る
花
は
遣
水
の
底
ひ
に
も
ゆ
る
色
か
と
ぞ
見
る

(

五
六)

左
大
臣
頼
忠

(

九
二
四
〜
九
八
九)

が
催
し
た
歌
合
で
、
題
は
、｢

水
の
上
の

秋
の
月
、
岸
の
ほ
と
り
の
秋
の
花
、
草
の
中
の
秋
の
虫｣

の
三
題
に
な
り
、
内
容

的
に

｢
遣
水
歌
合｣

と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。｢

草
の
中
の
秋
の
虫｣

だ
け

は
、
詠
ま
れ
た
歌
と
と
も
に
遣
水
と
無
関
係
だ
が
、
前
二
者
の

｢

水
の
上｣

や

｢

岸｣

は
遣
水
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
の
遣
水
に
か
か
わ
る
詠
歌
の
最
大
の

特
徴
は
、
題
に
規
定
さ
れ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

｢

水
の
面｣

や

｢

水
の
上｣

、

遣
水
の
滝
を
詠
む
和
歌
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あ
る
い
は
、
そ
の
逆
の

｢

底｣
｢

水
底｣

を
詠
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ

に
伴
っ
て

｢

澄
む｣

も
そ
れ
な
り
に
あ
り
、
流
れ
や
行
く
水
を
詠
む
こ
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
一
〇
二
首
中
の
数
首
に
留
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
遣
水
自
体
よ
り
も
、

�
と
同
じ
よ
う
に
水
辺
の
花
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
遣
水
を
詠
み
込
ん
だ
の
は
、

引
用
し
た
五
六
番
歌
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
も
岸
辺
の
花
が
主
題
で
あ
る
。
流
れ
や

行
く
水
を
詠
み
込
ん
だ
歌
に
し
て
も
、｢

行
く
水
に
影
を
う
つ
す
な
女
郎
花
下
に

心
は
誰
に
通
ふ
ぞ｣

(

五)

の
よ
う
に
、
花
が
主
体
な
の
で
あ
る
。

『

三
条
左
大
臣
殿
前
栽
歌
合』

で
挙
げ
た
特
徴
は
、
他
の
詠
歌
に
も
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
、
当
代
の
詠
風
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次
の
例
は
、
い
ず
れ

も
遣
水
の
も
と
の
前
栽
が
中
心
と
な
る
。

�

花
の
木
の
も
と
人
々
遊
ぶ
、
遣
水
の
も
と
に
山
吹
咲
け
り

山
吹
の
花
の
下
水
咲
か
ね
ど
も
み
な
く
ち
な
し
と
影
ぞ
見
え
け
る

(

順
集
・
二
八
〇)

�

遣
水
に
紅
葉
浮
き
て
流
る

も
み
ぢ
葉
も
落
ち
積
も
り
ぬ
る
谷
水
は
秋
の
深
さ
ぞ
底
に
見
え
け
る

(

中
務
集
・
五
一)

カ○

人
の
家
の
、
遣
水
の
ほ
と
り
に
、
柳
桜

千
歳
す
む
水
に
影
さ
す
山
吹
の
花
を
の
ど
か
に
惜
し
む
べ
き
か
な

(

恵
慶
法
師
集
・
二
八)

キ○

あ
る
山
里
に
行
き
た
れ
ば
、
遣
水
に
紅
葉
の
流
る
る
を
見
て

も
み
ぢ
葉
の
浮
き
て
流
る
る
色
よ
り
も
沈
め
る
影
ぞ
あ
は
れ
な
り
け
る

(

大
弐
高
遠
集
・
一
五
〇)

遣
水
に
は
、｢

下
水｣

｢

底｣
｢

沈
め
る｣

あ
る
い
は

｢

澄
む｣

が
言
わ
れ
、
そ

れ
自
体
よ
り
も
水
辺
の
前
栽
が
注
視
さ
れ
た
の
で
あ
り
、『

三
条
左
大
臣
殿
前
栽

歌
合』

と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
キ○
高
遠

(

九
四
九
〜
一
〇
一
三)

の
山

里
の
遣
水
で
あ
っ
て
も
事
情
は
同
じ
こ
と
と
な
る
。

伊
勢
の
時
代
で
、
遣
水
自
体
が
主
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌
は
あ
ま
り
な
い
。

ク○

人
の
家
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
遣
水
に
滝
い
と
お
も
し
ろ
か
り
け
れ

ば
、
帰
り
て
遣
は
し
け
る

滝
つ
瀬
に
誰
白
玉
を
み
だ
り
け
ん
拾
ふ
と
せ
し
に
袖
は
ひ
ち
に
き

(

後
撰
・
雑
三
・
一
二
三
五)

ケ○

仮
の
宿
り
に
遣
水
を
し
て
心
を
や
れ
ど
、
い
に
し
へ
の
に
は
似
ず
や
あ

り
け
む

行
く
水
に
心
を
添
へ
て
や
り
を
れ
ど
昔
ま
つ
に
は
波
も
返
ら
ず

(

重
之
集
・
二
〇
一)

ク○
は
、
遣
水
の
滝
が
詠
ま
れ
た
歌
と
し
て
注
意
さ
れ
よ
う
が
、
水
滴
を
玉
と
見

立
て
て
、
そ
れ
を
拾
お
う
と
し
て
袖
が
濡
れ
た
と
す
る
も
の
で
、
滝
の
お
も
し
ろ

さ
が
中
心
で
は
な
か
ろ
う
。
ケ○
重
之

(

一
〇
〇
〇
没
か
。
六
〇
余
歳)

の
は
、
遣

水
に
心
を
慰
め
よ
う
と
し
た
歌
で
あ
り
、
遣
水
に
心
を
寄
せ
た
例
と
な
る
が
、
こ

れ
も
遣
水
自
体
よ
り
も
昔
日
と
の
違
い
を
述
懐
す
る
と
こ
ろ
に
趣
向
が
移
っ
て
い

よ
う
。

遣
水
と
か
か
わ
っ
た
歌
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
自
体
を
詠
み
、
そ
こ
に

｢

人
の

心｣

の
所
在
を
探
り
当
て
た
伊
勢
歌
の
独
自
性
は
明
白
と
な
ろ
う
。

六

小
野
の
音
羽
と
山
科
の
音
羽

敦
忠
の
音
羽
山
荘
は
、
伊
勢
に
よ
っ
て
著
名
に
な
る
が
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

音
羽
山
荘
の
位
置
は
、『

日
本
輿
地
通
志』

に
、｢

藤
敦
忠
卿
山
荘｣

は

｢

在
修

学
院
村｣

と
し
て
お
り
、
こ
の
見
解
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
念
の
た
め
に

『

伊

勢
集』

の
詞
書
に
あ
っ
た
地
名
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。｢

比
叡
坂
本
に
、
音
羽

と
い
ふ
山
の
麓
に
、
い
と
を
か
し
き
家
造
り
た
り
け
る
に
、
音
羽
川
を
遣
水
に
堰

き
入
れ
て｣

と
あ
っ
た
地
名
で
あ
る
。

｢
比
叡
坂
本｣

は
、
比
叡
山
の
坂
本
で
あ
り
、｢

坂
本｣

は
、
登
り
口
の
意
で
あ

る
。｢
坂
本｣

は
、
近
江
国
の
琵
琶
湖
西
岸
も
い
う
が
、
こ
こ
は
山
城
国
で
あ
り
、

[

資
料
②]
の

『

拾
遺
集』

の

｢

西
坂
本｣

と
な
る
。
愛
宕
郡
小
野
郷
の
一
画
で
、

現
在
の
京
都
市
左
京
区
の
修
学
院
離
宮
近
辺
に
あ
た
る
。[

資
料
⑤]

の
よ
う
に

｢

小
野
な
る
家｣
と
の
呼
称
も
可
能
で
あ
り
、｢

比
叡
坂
本
に
、
小
野
と
い
ふ
所
に
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ぞ
住
み
た
ま
ひ
け
る｣

(

源
氏
物
語
・
手
習
巻)

な
ど
と
さ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ

る
。

｢

音
羽
と
い
ふ
山｣

と
さ
れ
る
音
羽
山
は
、
比
叡
山
の
端
山
の
一
つ
で
あ
り
、

現
在
の
門
跡
寺
院
曼
殊
院
の
東
裏
山
に
位
置
す
る
四
四
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
山
が

こ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る

(

�)

。
山
科
の
地
に
も
、
下
に
東
海
道
新
幹
線
の
ト
ン
ネ
ル

が
走
る
音
羽
山
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
で
あ
る
。
山
科
の
音
羽
山
詠
の
場
合
は
、

｢

音
に
聞
く｣
や

｢

郭
公｣

あ
る
い
は
近
く
の
逢
坂
の
関
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ

る
。ま

た
、｢

音
羽
川｣
も
、
小
野
の
音
羽
山
に
も
山
科
の
音
羽
山
に
も
流
れ
て
い

る
。
山
科
の
音
羽
川
詠
の
場
合
は
、
音
羽
山
と
同
じ
く
逢
坂
の
関
と
か
か
わ
っ
て

｢

渡
る｣

が
使
用
さ
れ
る
。
小
野
の

｢

音
羽
川｣

は
、
比
叡
山
南
西
斜
面
を
水
源

と
し
て
、
修
学
院
離
宮
と
林
丘
寺
の
間
を
流
れ
て
西
流
し
、
高
野
川
に
注
ぐ
、
一
・

二
キ
ロ
の
川
で
あ
る
。
中
流
に
音
羽
の
滝
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
砂
防
工
事
で
破

壊
さ
れ
て
消
失
し
て
い
る
。｢

そ
の
わ
た
り
は
比
叡
の
坂
本
、
小
野
の
わ
た
り
、

音
羽
川
近
く
て
、
滝
の
音
・
水
の
声
あ
は
れ
に
聞
こ
ゆ
る
所
な
り｣

(

う
つ
ほ
物

語
・
忠
こ
そ
巻)

な
ど
と
も
あ
る
の
で
、
小
野
の
音
羽
川
に
も
滝
が
あ
り
、
さ
ら

に
山
科
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

｢

音
羽｣

の
地
は
、
山
科
と
小
野
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

｢

山｣
｢

川｣

｢

滝｣

も
双
方
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
清
水
寺
境
内
に
も

｢

音
羽
の
滝｣

が
あ
り
、
そ
の
背
後
の
山
を

｢

音
羽
山｣

と
称
し
て
い
る
。
弁
別
が
必
要
で
あ
ろ

う
。清

水
寺
の
音
羽
は
、
歌
枕
と
言
え
る
か
ど
う
か
疑
問
だ
が
、
小
野
の
音
羽
は
、

音
羽
川
に
お
い
て
歌
枕
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
短
い
間
だ
っ
た
よ
う

で
あ
り
、
山
科
の
音
羽
川
と
の
混
線
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
必

ず
し
も
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
片
桐
洋
一

『

歌
枕
歌
こ
と
ば
辞

典

増
訂
版』

(

笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
六
月)

は
小
野
・
清
水
寺
の
音
羽
に

触
れ
る
こ
と
は
な
く
、
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子

『

歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典』

(

角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
五
月)

は

｢

音
羽
山｣

を
立
項

(

山
本
一
執
筆)

し
、

三
地
に
ふ
れ
る
が
、
山
科
と
清
水
寺
に
触
れ
た
最
後
に
、｢

こ
の
ほ
か
、
比
叡
山

西
麓
の
西
坂
本

(

現
在
の
京
都
市
左
京
区
修
学
院
付
近)

に
も
古
く
は

｢

音
羽｣

の
地
名
と
滝
が
あ
っ
て
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る

(

伊
勢
集
・
四
六
八
、
古
今
集
・
雑

上
・
九
二
八)｣

と
し
て
い
る
。
現
在
に
も
音
羽
の
地
名
が
残
り
、
厳
密
に
は
、

｢

音
羽
川｣

が
歌
枕
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
が

｢

音
羽
川
堰
き
入
れ
て
…｣

と
詠
ん
だ
こ
と
を
先
蹤
と
し
て
、
そ
の
後
に
も
小
野

の
音
羽
川
は
詠
み
継
が
れ
た
歌
枕
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
そ
の
次
第
の
一
端
に
つ

い
て
見
て
お
き
た
い
。

七

伊
勢
詠
の
影
響

伊
勢
歌
は
、
人
口
に
膾
炙
し
た
よ
う
で
あ
り
、
本
歌
取
り
の
本
歌
と
し
て
引
用

さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
小
野
の
音
羽
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

�

(

再
建
高
陽
院
に)

東
の
対
は
こ
の
た
び
な
く
て
、
山
川
流
れ
、
滝
の
水

競
ひ
落
ち
た
る
ほ
ど
な
ど
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
院
の
御
方

(

彰
子)

に
、

出
羽
弁
、

滝
つ
瀬
に
人
の
心
を
見
る
こ
と
は
昔
に
今
も
変
ら
ざ
り
け
り

伊
勢
が
、｢

堰
き
入
れ
て
落
す｣

と
言
ひ
た
る
大
納
言
の
家
居
も
、
か
ば
か

り
は
あ
ら
ざ
り
け
ん
と
、
め
で
た
く
い
み
じ
。

(

栄
花
物
語
・
暮
待
つ
星
巻
。
新
古
今
・
一
七
二
七
・
後
朱
雀
院)

�

右
大
弁
の
後
拾
遺
書
き
そ
め
ら
れ
し
を
り
、
ま
づ
片
端
も
ゆ
か
し
く
な

ん
と
聞
こ
え
し
か
ば
、
い
か
で
か
隠
さ
む
と
て
、
ま
だ
清
書
も
せ
ぬ
を

お
こ
せ
た
り
し
か
ば
、
い
と
を
か
し
か
り
し
か
ば

浅
か
ら
ぬ
心
ぞ
見
ゆ
る
音
羽
川
堰
き
入
れ
し
水
の
流
れ
な
ら
ね
ど

伊
勢
が
、
堰
き
れ
て
落
す
と
言
ひ
け
む
も
、
げ
に
と
お
ぼ
ゆ
。
返
し

堰
き
入
る
と
も
か
ひ
な
か
ら
ま
し
音
羽
川
心
を
く
み
て
人
の
知
ら
ず
は

(

周
防
内
侍
集
・
五
七
・
五
八
、
新
古
今
・
一
七
二
八
・
周
防
内
侍)

�

女
院
百
日
の
御
懺
法
の
果
に
僧
の
布
施
に
わ
ら
は
べ
の
装
束
を
し
て
参

ら
す
る
に
、
水
干
装
束
を
親
し
き
人
々
一
具
づ
つ
し
て
つ
か
は
す
中
に
、

遣
水
の
滝
を
詠
む
和
歌
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中
宮
権
大
進
重
家
が
つ
か
は
し
た
る
が
、
こ
と
に
珍
し
く
見
え
侍
り
し

か
ば
、
つ
か
は
し
た
る
返
し
に
申
し
け
る

音
羽
川
堰
き
入
る
る
の
み
か
水
干
す
に
人
の
心
は
見
え
け
る
も
の
を

返
し

音
羽
川
浅
き
心
は
見
え
ぬ
る
を
堰
き
入
れ
し
水
に
よ
そ
へ
ざ
ら
な
ん

こ
れ
は
伊
勢
が
敦
忠
の
中
納
言
の
山
荘
に
滝
落
と
し
た
る
岩
に
書
き
付

け
た
り
け
る
歌
を
思
ひ
出
で
て
詠
み
た
り
け
る
に
や
。

(

頼
政
集
・
六
〇
七
〜
六
〇
八)

�

そ
の
遠
く
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
人
の
、
ま
だ
京
に
お
は
し
け
る
に
、
白

河
に
池
殿
と
い
ふ
所
を
人
の
造
り
て
、｢

御
覧
ぜ
よ｣

な
ど
申
し
け
れ
ば
、

渡
り
て
見
ら
れ
け
る
に
、
い
と
を
か
し
く
見
え
け
れ
ば
、
書
き
付
け
ら
れ
け

る
と
な
む
。

音
羽
川
堰
き
入
れ
ぬ
宿
の
池
水
も
人
の
心
は
見
え
け
る
も
の
を

と
ぞ
聞
き
は
べ
り
し
。

(

今
鏡･

御
子
た
ち
巻
八･

腹
々
の
御
子
。
続
詞
花
集･

七
四
二･

仁
和
寺
一
宮
母)

�

山
風
の
吹
き
ぬ
る
か
ら
に
音
羽
川
堰
き
入
れ
ぬ
花
も
滝
の
白
波

…
右
は
又
、
人
の
心
の
見
え
も
す
る
か
な
と
い
へ
る
歌
を
思
へ
る
、
を

か
し
か
ら
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
侍
れ
ど
、
猶
中
古
の
歌
は
万
葉
の
心
に
及

び
が
た
か
る
べ
し
、
仍
以
左
為
勝
。

(

千
五
百
番
歌
合
・
三
三
四
・
右
・
雅
経
。
明
日
香
井
集
・
二
〇
五)

�

音
羽
川
堰
き
入
る
る
水
の
瀬
を
浅
み
絶
え
行
く
人
の
心
を
ぞ
み
る

右
歌
、
本
歌
の
心
上
下
句
い
く
ほ
ど
か
は
ら
ず
侍
る
に
や
、
左
歌
、
竜

田
川
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
み
え
侍
れ
ば
、
勝
と
し
る
し
侍
り
に
し
な
り
。

(

水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
・
一
三
〇
・
右
・
有
家)

ま
ず
八
首
ほ
ど
引
用
し
た
が
、
小
野
の

｢

音
羽
川｣

が
歌
枕
と
し
て
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
歌
も
、
伊
勢
歌
引
用
は
明
白
で
あ
り
、｢

堰
き
入

れ｣

の
類
が
詠
ま
れ
、
ま
た
、｢

人
の
心｣

｢

心｣

が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、

簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

�
は
一
条
院
内
裏
焼
亡
に
よ
り
彰
子

(

九
八
八
〜
一
〇
七
四)

な
ど
が
第
二
期

高
陽
院
に
移
御
し
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
庭
は

｢

山
川
流
れ
、
滝
の
水
競
ひ
落
ち

た
る
ほ
ど｣

で
あ
っ
た
の
で
、
随
伴
し
て
き
た
出
羽
弁

(

生
没
年
未
詳)

が
そ
れ

を
歌
に
し
た
わ
け
で
あ
り
、｢

滝
つ
瀬
に
人
の
心
を
見｣

る
と
す
る
の
は
伊
勢
歌

の
直
接
的
引
用
で
あ
る
。
語
り
手
は
伊
勢
歌
の
引
用
と
い
う
こ
と
で
、
注
記
的
に

｢

大
納
言
の
家
居｣

も
こ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
敦

忠
を

｢

大
納
言｣

と
し
た
の
は
、『

伊
勢
集』

に
拠
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
と
は
別
に
こ
の
呼
称
で
の
伝
承
が
あ
っ
た
事
態
も
想
定
で
き
よ
う
。『

新
古

今
集』

で
は
詠
者
が
後
朱
雀
院
と
な
っ
て
い
る
。

�
は
、
右
大
弁
通
俊

(

一
〇
四
七
〜
一
〇
九
九)

が

『

後
拾
遺
集』

の
撰
進
を

し
た
折
、
周
防
内
侍
が
早
く
見
た
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
清
書
も
ま
だ
な
の
に
送

ら
れ
て
き
た
の
を
お
か
し
く
思
っ
て
や
り
取
り
し
た
歌
で
あ
る
。
周
防
内
侍

(

生

没
年
未
詳)

の
歌
は
、｢

水
の
流
れ｣

に
水
茎
を
よ
そ
え
て

『

後
拾
遺
集』

の
草

稿
本
を
暗
示
し
、
そ
の
出
来
映
え
と
と
も
に
わ
ざ
わ
ざ
送
付
し
て
く
れ
た
こ
と
を

｢

浅
か
ら
ぬ
心｣

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
通
俊
の
返
歌
は
、
伊
勢
歌
の
引
用
で
あ

る
こ
と
を
察
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

�
は
、
法
会
の
僧
の
布
施
と
し
て
親
し
い
人
々
同
士
で
、
童
の
水
干
装
束
を
賜

う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
中
宮
権
大
進
重
家

(

一
一
二
八
〜
一
一
八
〇)

の
も
の
が

珍
し
か
っ
た
の
で
、
返
し
と
し
て
詠
み
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。｢

堰
き
入
る
る｣

と
反
対
に
な
る

｢

水
干
す｣

に
水
干
装
束
の
意
が
隠
さ
れ
、
そ
こ
に

｢

人
の
心｣

が
見
え
る
と
し
て
い
る
。
伊
勢
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
言
っ
て
も
い
い
言
葉
遣
い
に

な
っ
て
い
よ
う
。

�
は
、
朧
化
さ
れ
て
い
る
が
、
平
忠
盛

(

一
〇
九
六
〜
一
一
五
三)

が
造
っ
た

池
殿
を
重
仁
親
王

(

一
一
四
〇
〜
一
一
六
二)

の
生
母
兵
衛
佐
の
御
覧
に
供
し
た

折
の
歌
で
あ
る
。
池
殿
な
の
で
、｢

音
羽
川
堰
き
入
れ
ぬ｣

と
し
た
の
だ
が
、
そ

れ
で
も

｢

人
の
心｣

が
見
え
る
と
し
て
い
る
。

�
�
は
、
歌
合
の
折
の
も
の
で
あ
り
、
伊
勢
歌
の
本
歌
取
り
で
あ
っ
て
も
負
け

と
な
っ
た
歌
で
あ
る
。
音
羽
川
と

｢

堰
き
入
れ｣

が
す
で
に
常
套
化
し
て
い
る
状

況
が
窺
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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以
上
の
歌
は
、
伊
勢
歌
引
用
が
明
確
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
音
羽
川
は
、

山
科
で
は
な
く
小
野
の
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
小
野
の
音
羽
川

が
伊
勢
の
歌
で
高
名
と
な
り
、｢

堰
き
入
る｣

と

｢

人
の
心｣

と
の
関
連
で
詠
ま

れ
て
い
る
次
第
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、｢

堰
き
入
る｣

や

｢

人
の
心｣

が
詠
ま
れ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も

小
野
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
例
も
多
く
あ
る
。
先
の
�
は
そ
の
例
で

あ
り
、
雅
経

(
一
一
七
〇
〜
一
二
二
一)

は
、
こ
れ
と
は
別
に
逢
坂
山
と
音
羽
川

を
共
に
詠
み
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

�

音
羽
川
た
き
つ
心
を
堰
き
か
ね
て
逢
坂
山
の
名
さ
へ
恨
め
し

(

明
日
香
井
集
・
一
二
五
六)

こ
の
場
合
の
音
羽
川
は
、
山
科
の
そ
れ
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な

る
と
雅
経
は
、
伊
勢
歌
を
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
山
科
の
歌
枕
と
誤
解
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
同
じ
よ
う
な
混
線
は
、
音
羽
川
を
詠
ん
だ
家
隆

(

一
一
五
八
〜

一
二
三
七)

や
後
鳥
羽
院

(

一
一
八
〇
〜
一
二
三
九)

な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
。

�

逢
坂
の
関
の
こ
な
た
に
音
羽
川
音
に
聞
き
つ
る
春
は
来
に
け
り

(
壬
二
集
・
七
〇
一)

�

音
羽
川
心
一
つ
に
堰
き
止
め
て
昔
の
宿
の
あ
は
れ
を
ぞ
知
る

(

壬
二
集
・
九
九
一)

�

時
鳥
初
声
さ
そ
へ
音
羽
川
堰
き
入
る
る
水
の
波
の
た
よ
り
に

(

後
鳥
羽
院
御
集
・
五
二
二)

家
隆
は
、
�
で
逢
坂
の
関
と
と
も
に

｢

音
羽
川｣

を
詠
み
な
が
ら
、
�
で
は
伊

勢
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は

｢

音
羽
川｣

の
地
に
対
す
る
混
線
と
な
ろ
う
。

�
の
後
鳥
羽
院
歌
も
、｢

時
鳥｣

を
詠
み
な
が
ら
伊
勢
歌
の
措
辞
を
使
用
し
て
お

り
、
こ
れ
も
混
線
と
な
る
。
伊
勢
歌
引
用
は
明
白
で
あ
り
つ
つ
、
音
羽
川
の
位
置

に
混
乱
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

藤
原
範
兼

(

一
一
〇
七
〜
一
一
六
三)

の

『

五
代
集
歌
枕』

は
、
山
科
の
音
羽

川
を
詠
ん
だ

｢

よ
そ
に
の
み
聞
か
ま
し
も
の
を
音
羽
川
渡
る
と
な
し
に
見
な
れ
そ

め
け
む｣
(

古
今
・
恋
五
・
七
四
九
・
兼
輔)

と
伊
勢
歌
を
並
列
さ
せ
て
い
た
。

こ
の
時
点
で
す
で
に
混
乱
は
明
白
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
混
乱
を
生

じ
さ
せ
る
ほ
ど
、
伊
勢
の
詠
歌
が
人
々
を
魅
了
し
た
の
で
あ
る
。｢

音
羽
川
堰
き

入
れ
て
落
す
滝｣

の
風
情
に

｢

人
の
心｣

を
見
出
し
た
意
義
は
、
和
歌
史
を
彩
っ

た
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

伊
勢
の
音
羽
山
荘
を
詠
ん
だ
歌
と
、
そ
の
背
景
と
な
る
遣
水
の
滝
や
山
荘
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
。
伊
勢
歌
の
特
異
性
と
そ
の
影
響
を
み
る
と
、
遣
水
に
つ
い

て
の
庭
園
史
の
成
果
が
期
待
さ
れ
る
し
、
歌
枕

｢

音
羽
川｣

に
対
す
る
も
う
少
し

丁
寧
な
説
明
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。

注

(

1)

伊
勢
の
生
没
年
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
貞
観
一
六

(

八
七
四)

年
か
ら
元
慶
元

(

八
七
七)

年
に
か
け
て
の
生
年
と
な
ろ
う
。

(

２)
『

伊
勢
集』

の
群
書
類
従
本
系
の
詞
書
は

｢

あ
る
大
納
言
の
、
比
叡
坂
本
に
、
小

野
と
い
ふ
山
の
麓
に
、(

以
下
同)｣

、
歌
仙
歌
集
本
系
は

｢

あ
る
大
納
言
の
家
の
、

比
叡
坂
本
に
、
音
羽
と
い
ふ
所
に
、
い
と
お
か
し
く
造
り
て
あ
り
け
る
を
見
て
、
遣

水
の
ほ
と
り
な
る
岩
に
書
き
付
け
る
、
音
羽
川
に
滝
な
ど
落
と
し
た
り
け
る｣

と
あ

り
、
和
歌
の
異
同
は
な
い
。『

和
歌
体
十
種』

『

綺
語
抄』

『

五
代
集
歌
枕』

『

井
蛙
抄』

な
ど
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
は
省
略
す
る
。

(

３)

岡
崎
知
子

｢

伊
勢
伝
考｣

(『

平
安
朝
女
流
作
家
の
研
究』

法
蔵
館
、
一
九
六
七
年)

。

(
４)

伊
勢
の
時
代
に
重
な
る
庭
園
遺
構
は
、
神
泉
苑
・
淳
和
院
跡
・
嵯
峨
院
広
沢
池

(
大
覚
寺)

な
ど
に
な
る
。
な
お
、
平
安
朝
の
庭
園
遺
構
に
関
し
て
は
、
今
江
秀
史

｢
遺
構
か
ら
み
た
平
安
期
の
庭｣

(

倉
田
実
編

『

王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園』

竹
林
舎
、

二
〇
〇
七
年
五
月)

が
最
新
の
成
果
で
あ
る
。

(

５)

本
中
眞

｢
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
宮
跡
庭
園｣

(『

日
本
古
代
の
庭
園
と
景
観』

吉

遣
水
の
滝
を
詠
む
和
歌
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川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
一
二
月)

。

(

６)
『

斎
宮
女
御
集
注
釈』

(

塙
書
房
、
一
九
八
一
年
九
月)

、
泉
雄
二

『

伊
勢
斎
宮
跡』

(

同
成
社
、
二
〇
〇
六
年
四
月)

。
ま
た
、『

斎
宮
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅰ
内
院
地
区
の

調
査
本
文
編』

(

二
〇
〇
一
年
三
月)

に
は
、｢

未
調
査
だ
が
、
牛
葉
東
区
画
の
現
在

の
竹
神
社
内
に
は
池
の
痕
跡

(｢

み
か
わ
の
池｣

？)

の
可
能
性
の
あ
る
落
ち
込
み
が

残
っ
て
い
る｣

と
あ
る
。

(

７)

仁
科
周
典
・
竹
本
寿
光

｢

�遣
り
水
�
の
思
想
的
背
景
と
そ
の
方
位
説
に
つ
い
て｣

(『

華
頂
短
期
大
学
研
究
紀
要』

11
、一
九
六
七
年
九
月)

。

(

８)

森
蘊

『

平
安
時
代
庭
園
の
研
究』

(

桑
名
文
星
堂
、
一
九
四
五
年
七
月)

。
本
書
は
、

今
で
も
参
照
す
べ
き
文
献
で
あ
り
、
本
稿
も
少
な
か
ら
ず
依
拠
し
て
い
る
。
特
に
文

献
史
料
の
所
在
は
、
同
書
の
引
用
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(

９)

貞
上
人
は
未
詳
。
注(
８)
森
蘊

『

平
安
時
代
庭
園
の
研
究』

は
滋
野
貞
主
と
す
る

が
、
源
順
と
時
代
が
合
わ
な
い
。

(

�)

曽
根
誠
一

｢

藤
原
敦
忠
所
領
小
野
山
荘
を
め
ぐ
っ
て｣
(『

解
釈』

一
九
七
九
年
八

月)

。

(

�)

森
蘊

『｢

作
庭
記｣

の
世
界』

(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
八
六
年
三
月)

。

(

�)

福
嶋
昭
治

｢

源
氏
物
語
の
二
つ
の
小
野｣
(『

講
座
平
安
文
学
論
究』

第
十
三
輯
、

風
間
書
房
、
一
九
九
八
年
一
〇
月)

。
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