
仮
構
の
庭
園

―
聖
武
天
皇
を
偲
ぶ
庭
―

浅

野

則

子

【
要

旨
】

天
平
宝
字
二
年
に
中
臣
清
麻
呂
邸
で
行
わ
れ
た
宴
の
歌
は
三
つ

の
歌
群
に
わ
か
れ
て
い
る
。
家
持
は
そ
れ
ぞ
れ
題
詞
で
歌
群
の
目

的
を
記
し
て
お
り
、
同
じ
日
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
歌

を
詠
む
目
的
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
は
共
通
理
解

に
よ
り
、
歌
世
界
に
新
た
な
景
を
作
り
上
げ
る
が
、
歌
群
全
体
と

し
て
何
を
求
め
て
い
た
の
か
構
成
を
通
じ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
歌

群
全
体
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

目
的
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

歌
群

歌
の
文
化
圏

庭
園
と
山
斎

景
物

漢
詩
と
和
歌

は
じ
め
に

天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
二
月
、
中
臣
清
麻
呂
宅
で
宴
が
開
催
さ
れ
た
。
そ

の
折
り
の
歌
群
が
万
葉
集
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
歌
群
は
ま
ず
「
式
部
大
輔
中

臣
清
麻
呂
朝
臣
が
宅
に
し
て
宴
す
る
」
と
す
る
歌
を
載
せ
、
そ
の
の
ち
に
「
興
に

依
り
て
、
お
の
も
お
の
も
高
円
の
離
宮
処
を
思
ひ
て
作
る
」、「
山
斎
を
属
目
し
て

作
る
歌
」、
と
続
く
よ
う
に
三
つ
の
歌
群
に
わ
け
ら
れ
て
い
る

家
持
が
出
席
し
た
最
後
の
宴
の
歌
で
は
あ
る
が
、
題
詞
が
示
す
よ
う
に
そ
れ
ぞ

れ
の
歌
群
は
目
的
が
異
な
っ
て
お
り
、
全
体
を
と
お
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な

（
１
）

い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
の
目
的
と
表
現
の
特
徴
を
と
ら
え
る
こ
と

は
、
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
か
つ
て
筆
者
は
、「
式
部
大
輔
中
臣
清
麻
呂
朝
臣

の
宅
に
於
て
宴
せ
し
歌
十
首
」、「
興
に
依
り
て
、
各
高
円
の
離
宮
の
処
を
思
ひ
て

作
り
し
歌
五
首
」
に
つ
い
て
は
出
席
者
と
家
持
と
の
関
係
か
ら
共
通
理
解
と
し
て

（
２
）

の
「
景
物
」
を
論
じ
た
が
、
あ
ら
た
め
て
最
後
に
位
置
す
る
「
山
斎
を
属
目
し
て

作
り
し
歌
三
首
」
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
日
の
宴
の
意
味
が
明
ら
か
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

問
題
と
す
る
の
は
以
下
の
歌
群
で
あ
る
。

Ａ
二
月
、
式
部
大
輔
中
臣
清
麻
呂
朝
臣
の
宅
に
於
て
宴
せ
し
歌
十
首

恨
め
し
く
君
は
も
あ
る
か
宿
の
梅
の
散
り
過
ぐ
る
ま
で
見
し
め
ず
あ
り
け
る

右
の
一
首
は
、
治
部
少
輔
大
原
今
城
真
人

見
む
と
言
は
ば
否
と
言
は
め
や
梅
の
花
散
り
過
ぐ
る
ま
で
君
が
来
ま
さ
ぬ

右
一
首
は
、
主
人
中
臣
清
麻
呂
朝
臣

は
し
き
よ
し
今
日
の
主
人
は
礒
松
の
常
に
い
ま
さ
ね
今
も
見
る
ご
と

右
一
首
は
、
右
中
辨
大
伴
宿
祢
家
持

我
が
背
子
し
か
く
し
聞
こ
さ
ば
天
地
の
神
を
祈
ひ
禱
み
長
く
と
そ
思
ふ

【
論

文
】
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右
一
首
は
、
右
中
辨
大
伴
宿
祢
家
持

梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け
ど
も
心
も
し
の
に
君
を
し
そ
思
ふ

右
一
首
は
、
治
部
大
輔
市
原
王

八
千
種
の
花
は
移
ろ
ふ
常
盤
な
る
松
の
さ
枝
を
我
れ
は
結
ば
な

右
一
首
は
、
右
中
弁
大
伴
宿
祢
家
持

梅
の
花
咲
き
散
る
春
の
長
き
日
を
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
礒
に
も
あ
る
か
も

右
一
首
は
、
大
蔵
大
輔
甘
南
備
伊
香
真
人

君
が
家
の
池
の
白
波
礒
に
寄
せ
し
ば
し
ば
見
と
も
飽
か
む
君
か
も

右
一
首
は
、
右
中
辨
大
伴
宿
祢
家
持

愛
し
と
我
が
思
ふ
君
は
い
や
日
異
に
来
ま
せ
我
が
背
子
絶
ゆ
る
日
な
し
に

右
一
首
は
、
主
人
中
臣
清
麻
呂
朝
臣

礒
の
裏
に
常
よ
引
き
住
む
鴛
鴦
の
惜
し
き
我
が
身
は
君
が
ま
に
ま
に

右
一
首
は
、
治
部
少
輔
大
原
今
城
真
人

Ｂ
興
に
依
り
て
、
各
高
円
の
離
宮
の
処
を
思
ひ
て
作
り
し
歌
五
首

高
円
の
野
の
上
の
宮
は
荒
れ
に
け
り
立
た
し
し
君
の
御
代
遠
そ
け
ば

右
一
首
は
、
右
中
弁
大
伴
宿
祢
家
持

高
円
の
峰
の
上
の
宮
は
荒
れ
ぬ
と
も
立
た
し
し
君
の
御
名
忘
れ
め
や

右
の
一
首
は
、
治
部
少
輔
大
原
今
城
真
人

高
円
の
野
辺
延
ふ
葛
の
末
つ
ひ
に
千
代
に
忘
れ
む
我
が
大
君
か
も

右
の
一
首
は
、
主
人
中
臣
清
麿
朝
臣

延
ふ
葛
の
絶
え
ず
偲
は
む
大
君
の
見
し
し
野
辺
に
は
標
結
ふ
べ
し
も

右
の
一
首
は
、
右
中
弁
大
伴
宿
禰
家
持

大
君
の
継
ぎ
て
見
す
ら
し
高
円
の
野
辺
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ

右
の
一
首
は
、
大
蔵
大
輔
甘
南
備
伊
香
真
人

Ｃ
山
斎
を
属
目
し
て
作
り
し
歌
三
首

鴛
鴦
の
住
む
君
が
こ
の
山
斎
今
日
見
れ
ば
あ
し
び
の
花
も
咲
き
に
け
る
か
も

右
の
一
首
は
、
大
監
物
三
形
王

池
水
に
影
さ
へ
見
え
て
咲
き
に
ほ
ふ
あ
し
び
の
花
を
袖
に
扱
入
れ
な

右
の
一
首
は
、
右
中
弁
大
伴
宿
祢
家
持

礒
影
の
見
ゆ
る
池
水
照
る
ま
で
に
咲
け
る
あ
し
び
の
散
ら
ま
く
惜
し
も

右
の
一
首
は
、
大
蔵
大
輔
甘
南
備
伊
香
真
人

二
十
―
四
四
九
六
〜
四
五
一
三

一

天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
二
月
に
詠
わ
れ
た
こ
の
歌
群
は
万
葉
集
に
お
い
て

ま
と
ま
っ
た
宴
席
歌
群
と
し
て
は
最
後
の
位
置
に
あ
り
、
家
持
の
宴
の
歌
と
し
て

は
都
に
お
け
る
最
後
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
代
背
景
と
し
て
は
、
橘
諸
兄

亡
き
後
、
大
伴
氏
の
力
は
弱
ま
り
、
も
は
や
藤
原
氏
に
対
抗
で
き
る
存
在
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
出
席

者
を
考
え
る
と
、
橘
諸
兄
の
時
代
か
ら
、
藤
原
氏
と
同
じ
政
治
姿
勢
を
と
る
の
で

な
く
、
聖
武
天
皇
を
慕
っ
て
お
り
、
諸
兄
亡
き
後
も
、
決
し
て
藤
原
氏
の
側
で
は

な
い
と
い
う
よ
う
に
家
持
と
同
じ
政
治
的
立
場
を
も
つ
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ

（
３
）

れ
、
家
持
と
こ
の
宴
以
前
に
も
宴
席
で
の
歌
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
和
歌
に

お
け
る
共
通
の
認
識
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
Ａ
群
は
主
人
中

臣
清
麻
呂
の
庭
園
か
ら
梅
を
中
心
に
詠
わ
れ
て
い
く
。
筆
者
は
、
以
前
こ
の
歌
群

に
つ
い
て
、
歌
が
ど
の
よ
う
に
歌
い
継
が
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
詠
わ
れ
た

「
場
」を
中
心
に
考
え
た
。
拙
稿
で
は
、
出
席
者
が
庭
園
の
景
物
の
何
を
詠
う
か
、

そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
い
で
「
歌
の
場
」
を
作
る
か
と
い
う
こ
と
を

（
４
）

論
じ
た
。
同
じ
認
識
で
景
物
を
歌
い
継
ぐ
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

歌
群
全
体
を
考
え
る
場
合
に
は
、
今
一
度
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
で
詠
わ
れ
た
景
物
の
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確
認
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
Ａ
群
の
景
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
題
詞
に
「
式
部
大
輔
中
臣
清
麻
呂
朝

臣
が
宅
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
景
は
清
麻
呂
宅
の
庭
園
そ
の
も
の
を

題
材
と
し
て
、
そ
の
な
か
か
ら
景
物
を
選
び
取
っ
て
い
る
。
こ
の
巻
は
家
持
の
歌

日
誌
と
考
え
る
の
が
定
説
で
あ
る
の
で
、
題
詞
は
家
持
の
意
図
し
た
も
の
と
考
え

て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
詠
わ
れ
る
も
の
は
梅
で
あ
る
。
大
宰
府
で
の
梅
花
の

宴
以
来
、
梅
は
中
国
的
雰
囲
気
を
伝
え
る
風
流
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
、
ま
ず
、
共
通
の
美
意
識
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
原
今
城
真
人
、
主
人
と
梅
の
花
が
続
い
た
後
に
家
持
の
視

線
は
池
の
辺
の
松
に
む
け
ら
れ
る
。

（
５
）

「
磯
松
」
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
万
葉
集
中
こ
の
歌
の
み
で
用
い

ら
れ
る
。
宴
の
歌
に
お
い
て
、
家
持
は
、
前
の
二
首
を
受
け
つ
つ
主
人
へ
の
讃
美

と
な
る
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
常
」
で
あ
る
象
徴
で
あ
る
べ
き
「
松
」
が
「
磯
松
」

で
あ
る
こ
と
に
家
持
の
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
六
首
目
で
家
持
は

再
び
「
松
」
を
詠
い
「
常
磐
」
を
願
う
が
そ
こ
で
は
池
の
辺
と
い
う
表
現
は
な
い
。

家
持
は
、
ま
ず
三
首
目
の
こ
の
歌
で
庭
園
の
「
池
」
と
い
う
存
在
を
提
示
し
た
の

で
あ
る
。
宴
の
参
加
者
に
と
っ
て
歌
の
空
間
は
梅
が
咲
き
、
池
が
あ
る
庭
園
と
い

う
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
歌
の
世
界
で
の
庭
園
を
家
持
は
作
り
上
げ
た
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
宴
で
は
「
池
」
は
白
波
が
「
し
ば
し
ば
」
の
序
詞
と
し
て

用
い
ら
れ
、
最
後
の
大
原
今
城
真
人
は
池
に
浮
か
ぶ
鴛
鴦
を
序
詞
と
し
て
主
人
を

讃
え
る
こ
と
で
池
に
焦
点
を
絞
り
宴
の
歌
を
閉
じ
て
い
る
。

こ
の
宴
の
歌
で
は
、
梅
が
咲
く
庭
園
に
は
池
が
あ
り
、
そ
の
辺
に
は
松
が
あ
る

空
間
が
作
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
田
中
大
士
氏
は
「
宴
席
の
場
に
没

（
６
）

入
し
た
詠
み
ぶ
り
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
単
に
目
に
映
っ
た
景
を
詠
う
の
で

は
な
く
、
主
人
を
讃
え
る
と
い
う
宴
の
歌
の
形
式
を
踏
ま
え
つ
つ
、
歌
の
世
界
に

お
け
る
共
有
の
空
間
を
作
り
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
に
と
り
ま
く
景

を
表
現
す
る
こ
と
で
参
加
者
は
そ
の
景
に
か
こ
ま
れ
て
歌
を
詠
む
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
宴
席
に
お
い
て
歌
の
世
界
に
必
要
な
景
を
理
解
し
、
詠
み
継
ぐ
こ

と
で
出
席
者
同
志
の
気
持
ち
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
出
席
者
は
庭
園
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
に
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
選
び

取
ら
れ
る
景
と
し
て
必
要
な
物
を
表
現
す
る
こ
と
で
そ
の
景
に
か
こ
ま
れ
て
歌
を

詠
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
詠
わ
れ
た
景
は
も
は
や
実
景
そ
の
も
の
で
は
な
い

と
い
え
よ
う
。

続
く
Ｂ
群
は
「
興
に
依
り
て
、
各
高
円
の
離
宮
の
処
を
思
ひ
て
作
り
し
」
と
い

う
題
詞
を
も
つ
。
先
に
論
じ
た
よ
う
に
こ
の
部
分
が
家
持
の
歌
日
誌
と
し
て
家
持

自
身
の
記
録
に
よ
る
も
の
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
の
で
、
こ
の
題
詞
も
家
持
の

意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
群
が
「
式
部
大
輔
中
臣
清
麻
呂
朝
臣
の
宅

に
於
て
宴
せ
し
」
と
そ
の
歌
の
場
の
み
を
記
す
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
っ
た
意
味

を
も
つ
歌
群
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
題
詞
に
は
「
依
興
」
と
あ
る
が
、

「
依
興
」
と
は
い
わ
ゆ
る
家
持
の
歌
日
誌
と
さ
れ
る
巻
十
七
以
降
の
家
持
と
そ
の

関
係
の
歌
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
橋
本
達
雄
氏
は
家
持

の
使
う
「
依
興
」
と
は
、「
制
作
の
流
れ
の
上
か
ら
い
っ
て
、
そ
の
場
、
そ
の
時

期
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
い
か
に
も
唐
突
な
現
れ
方
」
を
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

（
７
）
る
。
田
中
大
士
氏
は
こ
の
歌
群
に
つ
い
て
「
宴
席
で
詠
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

（
８
）

ら
ず
、
高
円
の
地
に
い
る
よ
う
に
詠
ま
れ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
歌
群
は
前
の

歌
群
と
は
異
な
り
、
景
と
し
て
は
今
存
在
し
て
い
る
場
の
景
は
求
め
ら
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
橋
本
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
場
と
し
て
は
、「
唐
突
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
歌
群
が
宴
席
に
お
い
て
先
の
歌
群
と
は
意
味
が
異
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
原
因
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し

て
こ
の
歌
群
で
は「
高
円
」の
み
が
地
名
と
し
て
詠
わ
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
出
席
者
を
と
り
ま
く
景
は
詠
わ
れ
ず
歌
の
中
心
は
亡
き
聖
武
天
皇
へ

の
追
慕
へ
と
映
っ
て
い
く
。
中
臣
清
麻
呂
邸
に
あ
り
つ
つ
、「
高
円
」
と
い
う
地

名
の
み
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
か
つ
て
の
離
宮
で
あ
る
高
円
で
詠
っ
て

い
る
か
の
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
歌
は
ま
ず
、
家

持
に
よ
り
、「
御
代
遠
け
れ
ば
」と
す
で
に
聖
武
天
皇
の
時
代
か
ら
時
間
が
た
ち
、
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か
つ
て
の
理
想
的
な
離
宮
は
「
荒
れ
に
り
」
と
詠
い
お
こ
さ
れ
る
。
こ
の
日
の
宴

の
出
席
者
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
に
「
高
円
」
の
現
状
を
詠
う
こ
と
は
、
取
り
巻
く

環
境
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
次
の
歌

は
家
持
の
歌
を
受
け
つ
つ
も
「
立
た
し
し
君
の
御
代
わ
す
ら
め
や
」
と
続
く
。
こ

の
歌
に
よ
っ
て
、
歌
の
場
と
し
て
の
「
高
円
」
の
な
か
に
か
つ
て
の
理
想
の
時
代

の
中
心
で
あ
っ
た
聖
武
天
皇
を
置
き
、
同
席
者
に
そ
の
時
代
を
共
有
さ
せ
る
意
味

を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
三
首
目
の
歌
も
二
首
目
の
歌
同
様
に
聖
武
天
皇
へ

の
思
い
を
詠
う
が
、
そ
こ
で
は
序
詞
と
し
て
「
葛
」
が
詠
わ
れ
る
。
こ
の
歌
は
、

時
代
を
共
有
し
つ
つ
、
一
首
目
、
二
首
目
の
歌
の
場
「
高
円
」
に
具
体
的
な
景
を

与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
景
は
か
つ
て
の
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
も
、
聖

武
天
皇
を
追
慕
す
る
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
時
間
的
、
空
間
的
に
聖
武
天
皇
を
追

慕
す
る
た
め
に
選
び
と
ら
れ
た
景
な
の
で
あ
る
。
そ
の
様
な
心
情
を
く
み
取
っ
た

の
が
四
首
目
の
歌
と
い
え
よ
う
。
こ
の
歌
で
は
、
そ
の
場
に
「
標
」
を
結
う
と
す

る
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
新
日
本
古
典
大
系
の
脚
注
に
「
標
を
張
っ
て
み
だ

り
に
入
る
こ
と
を
禁
ず
る
の
は
、
荒
廃
を
防
ぐ
と
い
う
よ
り
も
、
真
に
故
天
皇
を

（
９
）

敬
慕
す
る
人
以
外
の
立
ち
入
り
を
忌
避
し
た
い
心
情
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
の

見
解
は
肯
首
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
歌
の
場
を
標
を
結
う
こ
と
に
よ
り
封
印
さ

れ
、
自
分
た
ち
が
共
有
す
る
過
去
の
景
に
続
く
特
別
な
空
間
と
す
る
と
い
え
よ

う
。「

高
円
」
は
か
つ
て
聖
武
天
皇
と
こ
の
宴
の
出
席
者
と
が
、
と
も
に
過
ご
し
た

時
代
を
象
徴
す
る
地
名
で
あ
り
、
景
も
象
徴
と
し
て
の
聖
武
天
皇
を
意
識
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
Ｂ
群
に
よ
っ
て
時
間
的
、
空
間
的
な
歌
群
を
作
り
上

げ
、
聖
武
天
皇
を
理
想
と
す
る
歌
世
界
が
達
成
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
Ａ

群
（
第
一
歌
）・
Ｂ
群
（
第
二
歌
群
）
で
の
目
的
は
同
じ
心
情
の
者
た
ち
に
よ
っ

て
聖
武
天
皇
を
偲
ぶ
と
い
う
時
間
的
、
空
間
的
な
歌
群
を
作
り
上
げ
、
聖
武
天
皇

を
理
想
と
す
る
歌
世
界
を
共
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
限
り
、
場
が
現
前
の
も
の
で
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
決
し

て
Ｂ
群
は
特
殊
な
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
橋
本
達
雄
氏
は
こ
の
歌

群
を
「
依
興
」
と
し
た
こ
と
は
、
Ａ
群
か
ら
Ｃ
群
の
宴
席
歌
に
つ
い
て
は
Ａ
群
は

招
か
れ
た
客
と
主
人
と
の
「
典
型
的
な
宴
歌
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
、

Ｂ
群
は
「
主
題
は
今
は
亡
き
聖
武
天
皇
を
追
慕
す
る
こ
と
で
一
貫
し
て
い
る（

１０
）」
と

さ
れ
た
上
で
、
Ｂ
群
は
「
唐
突
」
な
「
非
時
性
」
を
も
つ
た
め
に
「
依
興
」
と
題

し
て
断
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
緩
和
し
つ
つ
、
一
方
で
は
一
連
の
宴
歌
た
る
こ
と
を

示
そ
う
と
し
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
Ａ
群
と
異
な
り
Ｂ
群
は
過
去
の
景
と

現
在
の
景
と
の
比
較
に
よ
り
、「
高
円
」
を
も
は
や
現
実
を
超
え
た
時
間
の
な
か

で
の
み
共
有
す
る
景
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

Ｃ
群
は
「
山
斎
を
属
目
し
て
」
と
い
う
題
詞
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。「
属
目
」

と
は
、
先
の
「
依
興
」
と
同
様
に
家
持
に
よ
っ
て
歌
日
誌
と
さ
れ
る
巻
に
の
み
使

わ
れ
、「
眺
め
て
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
と
考
え
る
の
が
定
説
で
あ
る
。
こ

の
歌
群
で
は
Ａ
群
が
中
臣
清
麻
呂
邸
で
の
宴
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
み
で
あ
る
の

に
対
し
て
、「
眺
め
る
」
と
い
う
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
る
限
り
、
何
を
眺
め
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な

る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
歌
群
で
眺
め
て
い
る
も
の
は
題
詞
に
よ
れ
ば
、「
山
斎
」

で
あ
る
と
記
さ
れ
る
。「
山
斎
」
と
は
、
一
般
に
遊
覧
の
た
め
に
池
、
築
山
を
中

心
と
し
て
作
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
え
て
庭
園
の
な
か
に
お
け
る
「
山

斎
」
を
詠
う
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
歌
群
は
三
人
に
よ
っ
て
詠
わ
れ
る
が
、
こ
の
三
人
は
問
題
と
し
て
い
る
歌

群
の
前
年
の
天
平
宝
字
元
年
の
十
二
月
十
八
日
に
、
三
形
王
邸
で
四
四
八
八
か
ら

四
四
九
〇
番
の
歌
を
詠
っ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
そ
の
年
の
立
春
は
十
九
日

で
あ
り
、
そ
の
宴
で
は
「
み
雪
降
る
冬
は
今
日
の
み
」「
う
ち
な
び
く
春
を
近
み

か
」「
あ
ら
た
ま
の
年
行
き
反
り
春
立
た
ば
」
と
立
春
を
意
識
し
そ
の
前
後
の
景

を
詠
っ
て
い（

１１
）る。
近
い
時
期
の
例
か
ら
見
て
、
特
に
同
じ
意
識
で
詠
う
べ
き
自
然

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ（

１２
）う。
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「
山
斎
」
と
し
て
詠
わ
れ
る
具
体
的
な
景
物
と
し
て
は
、
次
の
大
伴
旅
人
の
歌

が
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
妹
と
し
て
ふ
た
り
作
り
し
我
が
山
斎
は
木
高
く
繁
く
な
り
に
け
る
か
も

②
我
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
木
見
る
ご
と
に
心
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る三

―
四
五
二
・
三

①
で
は
「
妹
と
し
て
ふ
た
り
作
り
し
」
と
あ
る
が
、「
山
斎
」
は
こ
の
よ
う
に
自

ら
の
思
い
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
庭
木
が
植
え
ら
れ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
旅
人
は
景
と
し
て
、
自
ら
が
作
っ
た
「
山
斎
」
の
な
か
で
妹
の
こ

と
を
思
い
出
さ
せ
る
梅
の
木
を
景
と
し
て
選
び
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
冬
十
二

月
十
二
日
、
歌
儛
所
の
諸
王
臣
子
等
、
葛
井
連
広
成
の
家
に
集
ひ
て
宴
せ
し
歌
二

首
」
と
い
う
題
詞
を
も
つ
次
の
よ
う
な
歌
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
春
さ
れ
ば
を
り
を
り
に
を
を
り
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く
わ
が
山
斎
そ
や
ま
ず
通
は
せ

六
―
一
〇
一
二

こ
の
歌
に
は
題
詞
の
あ
と
に
前
文
が
記
さ
れ
る
れ
る
が
、
そ
の
前
文
は「
比
来
、

古
儛
盛
り
に
興
り
、
古
歳
漸
に
晩
れ
ぬ
。
理
宜
し
く
共
に
古
情
を
尽
し
て
同
じ
く

古
歌
を
唱
ふ
べ
し
。
故
に
こ
の
趣
に
擬
し
て
、
輙
ち
古
曲
二
節
を
献
る
。
風
流
意

気
の
士
、
儻
し
こ
の
集
へ
る
が
中
に
有
ら
ば
、
争
ひ
て
念
ひ
を
発
し
、
心
々
に
古

体
に
和
す
べ
し
。」
と
あ
る
。
③
の
歌
は
古
歌
で
は
あ
り
、
そ
の
場
で
作
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
前
文
に
よ
る
と
こ
こ
で
歌
を
披
露
し
た
者
は
「
風
流

意
気
の
士
」
と
し
て
こ
の
歌
を
選
び
と
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
古
歌
か
ら
「
風
流
」

を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
、
葛
井
広
成
邸
の
庭
園
で「
景
」と
し
て
特
に「
山

斎
」
を
風
流
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
て
「
山
斎
」
を
表
現
し
た
古
歌
を
誦
じ

た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
山
斎
」
と
は
庭
園

に
作
ら
れ
、
雅
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ｃ
群
で
は
Ａ
群
の
庭
園
か
ら
さ
ら
に
焦
点
を
絞
り
、
眼
前
の
景
か
ら
「
山
斎
」

を
眺
め
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｂ
群
に
よ
っ
て
、
聖
武
天
皇
と

の
か
つ
て
の
理
想
的
な
時
間
を
思
い
、
そ
れ
が
過
去
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
共
有

し
た
宴
の
出
席
者
達
に
と
っ
て
、
こ
れ
か
ら
詠
う
現
在
の
宴
の
場
は
、
Ｂ
群
で
共

有
し
た
思
い
を
表
現
す
べ
き
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
景
と

し
て
意
識
す
る
の
は
、
主
人
の
思
い
を
込
め
て
作
ら
れ
た
人
工
的
な
自
然
で
あ

る
。
田
中
氏
は
前
の
Ａ
歌
群
を
意
識
し
た
も
の
と
さ
れ
る（

１３
）が、
こ
こ
で
は
Ａ
群
か

ら
続
く
全
体
的
な
構
成
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
Ｂ
歌
群
で
現
前
の
景
を

離
れ
た
歌
は
、
こ
こ
で
ま
た
現
前
の
景
を
選
び
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

Ａ
歌
群
か
ら
直
ち
に
詠
い
つ
が
れ
た
の
で
は
な
く
、
Ｂ
歌
群
と
い
う
歌
の
場
を
間

に
い
れ
て
い
る
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、「
景
」
と
し
て
Ａ
群
と
の
つ
な
が
り
は
あ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
は
「
景
」
と
し
て
一
首
目
は
Ａ
群
の
最
後
の
歌
を
意
識
し
「
鴛
鴦
」

を
詠
う
が
、
そ
の
表
現
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は「
鴛
鴦
」が
住
む
場
は「
山

斎
」
と
詠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
前
の
景
と
し
て
Ａ
群
の
池
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、

さ
ら
に
「
山
斎
」
と
し
て
い
る
が
、
歌
の
な
か
で
視
点
は
さ
ら
に
水
辺
に
向
け
ら

れ
る
。
山
斎
全
体
の
景
を
詠
う
こ
と
で
第
一
歌
群
と
結
び
つ
け
、
そ
こ
に
い
る

人
々
の
心
が
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
新
た
な
視
点
を
設
け
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
時
に
注
目
す
べ
き
は
「
景
」
と
し
て
の
花
の
変
化
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
第
一
歌
群
で
は
詠
わ
れ
な
か
っ
た
花
が
こ
の
Ｃ
群
の
中
心
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
し
び
の
花
で
あ
っ
た
。
あ
し
び
は
Ｃ
群
で
す
べ
て
の

歌
に
読
ま
れ
て
い
る
。
万
葉
集
に
お
け
る
あ
し
び
を
み
て
み
よ
う
。

あ
し
び
は
従
来
は
庭
に
植
え
る
花
と
し
て
は
詠
ま
れ
て
は
い
な
い
。「
我
が
背

子
に
我
が
恋
ふ
ら
く
は
奥
山
の
あ
し
び
の
花
の
今
盛
り
な
り

十
―
一
九
〇
三
」

と
奥
山
に
咲
く
様
子
が
う
た
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
次
の
様
な
歌
に
注
目
す
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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④
磯
の
上
に
生
ふ
る
あ
し
び
を
手
折
ら
め
ど
見
す
べ
き
君
が
あ
り
と
言
は
な
く
に

二
―
一
六
六

⑤
か
は
づ
鳴
く
吉
野
の
川
の
滝
の
上
の
あ
し
び
の
花
ぞ
は
し
に
置
く
な
ゆ
め

十
―
一
八
六
八

④
の
歌
は
、
大
伯
皇
女
の
も
の
で
あ
る
。
弟
大
津
皇
子
が
謀
反
に
よ
り
刑
死
し

た
め
、
斎
宮
と
い
う
立
場
か
ら
離
れ
、
大
和
に
戻
っ
て
い
た
皇
女
が
弟
の
屍
が
二

上
山
に
移
葬
さ
れ
た
時
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
歌
で
あ
し
び
は
弟
に
見
せ
た

い
花
と
し
て
詠
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
磯
の
上
」
に
あ
る
と
詠
う
。「
磯
の
上
」

と
は
池
ま
た
は
川
の
ほ
と
り
で
あ
り
、
水
辺
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

⑤
の
歌
は
吉
野
と
い
う
都
を
離
れ
た
地
、
山
水
を
意
識
し
た
土
地
で
詠
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
滝
の
ほ
と
り
」
と
詠
う
。
吉
野
川
の
激
流
の
ほ
と
り
に

咲
く
あ
し
び
を
手
折
り
贈
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
し
び
は
水
の
辺
に
咲
く
花
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
中
臣
清
麻
呂
邸
で
は
、
清
麻
呂
の
意
向
に
よ
り
、
池
の
辺

に
新
た
に
植
え
ら
れ
、
新
し
い
人
工
的
空
間
の
「
山
斎
」
と
し
て
目
を
楽
し
ま
せ

た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
水
辺
の
花
と
し
て
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意

識
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
あ
し
び
は
一
首
目
で
ま
ず
、
Ａ
群
と
の
対
応
と
し
て
「
鴛

鴦
が
住
む
」
と
歌
い
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
Ａ
群
で
詠
わ
れ

た
庭
園
は
、
池
を
中
心
に
梅
、
松
が
植
え
ら
れ
て
い
る
空
間
と
し
て
表
現
さ
れ
た

が
、
今
、
同
じ
池
は
「
山
斎
」
と
し
て
さ
ら
に
限
ら
れ
た
空
間
と
し
て
登
場
す
る

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
は
あ
し
び
の
花
が
咲
く
場
所
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
続

く
二
首
目
は
家
持
の
作
で
あ
る
。
家
持
は
一
首
目
の
あ
し
び
が
水
辺
の
花
で
あ
る

こ
と
を
意
識
し
、
そ
れ
が
「
池
水
に
影
さ
へ
見
え
て
咲
き
に
ほ
ふ
」
と
水
に
映
っ

て
い
る
様
子
を
表
現
す
る
。
水
辺
に
あ
る
花
は
、
こ
こ
で
、
池
に
映
る
花
と
な
っ

て
い
る
。
一
首
目
の
池
か
ら
更
に
水
面
を
意
識
し
た
も
の
と
し
て
、
池
と
あ
し
び

を
歌
い
継
い
だ
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
家
持
は
そ
れ
を
「
袖
に
扱
入
れ
な
」
と
す
る

が
、
こ
れ
は
、
美
し
い
も
の
を
自
ら
の
身
に
そ
わ
せ
た
い
と
い
う
表
現
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
あ
し
び
に
よ
っ
て
、
池
の
水
面
が
詠
わ
れ
る
が
、
さ

ら
に
三
首
目
で
は
「
礒
影
の
見
ゆ
る
池
水
」
と
し
て
磯
の
姿
を
映
す
池
を
詠
い
、

そ
の
素
面
が
照
り
輝
く
ほ
ど
咲
き
誇
る
あ
し
び
と
な
っ
て
い
く
。
あ
し
び
は
こ
の

よ
う
に
、
水
辺
の
花
、
水
に
映
る
花
、
水
面
を
輝
か
せ
る
花
と
し
て
歌
い
継
が
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
限
り
、「
属
目
」
と
し
て
詠
わ
れ
た
Ｃ
群

に
お
い
て
、
あ
し
び
が
池
と
関
わ
る
も
の
、
池
と
共
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
詠

わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
あ
し
び
を

中
心
と
し
て
詠
う
こ
と
で
題
詞
の
「
山
斎
」
を
歌
世
界
で
作
り
上
げ
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

三

そ
れ
で
は
、
池
に
焦
点
を
絞
っ
た
歌
群
を
な
ぜ
最
後
に
作
り
あ
げ
た
の
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
は
「
山
斎
」
と
題
す
る
こ
と
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

宴
席
で
庭
園
に
お
け
る
共
通
の
景
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
植
え
ら
れ
て

い
る
樹
木
が
中
心
と
考
え
ら
れ
、
池
を
詠
っ
た
も
の
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
平
城

京
の
庭
園
の
池
と
し
て
、
題
詞
に
記
さ
れ
る
の
は
、
次
の
例
の
み
と
い
え
よ
う
。

⑥
西
の
池
の
辺
ほ
と
り
に
御
在
し
て
肆
宴
し
た
ま
ひ
し
と
き
の
歌
一
首

池
の
辺
の
松
の
末
葉
に
降
る
雪
は
五
百
重
降
り
し
け
明
日
さ
へ
も
見
む

八
―
一
六
五
〇

⑥
は
聖
武
天
皇
の
肆
宴
の
折
の
も
の
で
あ
る
が
作
者
は
記
さ
れ
ず
、
堅
子
で
あ
っ

た
阿
倍
朝
臣
虫
麻
呂
が
伝
誦
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
池
そ
の
も
の
の
様
子
は
詠
わ

れ
な
い
が
、
池
の
辺
で
肆
宴
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
続
日
本
紀
」
に
よ

れ
ば
聖
武
天
皇
の
時
代
に
平
城
京
の
池
の
辺
で
の
詩
歌
に
関
わ
る
宴
は
以
下
の
よ

う
な
例
が
あ（

１４
）る。
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Ⓐ
神
亀
五
年
三
月
三
日

天
皇
、
鳥
池
の
塘
に
御
し
ま
し
て
、
五
位
巳
上
を
宴
し
た
ま
ふ
。（
中
略
）
ま
た

文
人
を
召
し
て
曲
水
の
詩
を
賦
は
し
む

Ⓑ
天
平
二
年
三
月
三
日

天
皇
、
松
林
宮
に
御
し
ま
し
て
五
位
巳
上
を
宴
し
た
ま
ふ
。
文
章
生
ら
を
引
き
て

曲
水
を
賦
は
し
む
。

Ⓒ
天
平
十
年
七
月
七
日

天
皇
、
大
蔵
省
に
御
し
ま
し
て
相
撲
を
覧
す
。
晩
頭
に
、
転
り
て
西
池
宮
に
御

す
。

因
て
殿
の
前
の
梅
の
樹
を
指
し
、
右
衛
士
督
下
道
朝
臣
真
備
と
諸
の
才
子
と
に
勅

し
て
曰
は
く
、「
人
皆
志
有
り
て
、
好
む
と
こ
ろ
同
じ
か
ら
ず
。
朕
、
去
り
ぬ
る

春
よ
り
こ
の
樹
を
翫
ば
む
と
欲
へ
れ
ど
も
、
賞
翫
す
る
に
及
ば
ず
。
花
葉
遽
に
落

ち
て
、
意
に
甚
だ
惜
し
む
。
各
春
の
意
を
賦
し
て
、
こ
の
梅
樹
を
詠
む
べ
し
」
と

の
た
ま
ふ
。

池
の
辺
は
宴
が
行
わ
れ
る
場
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
が
、
特
に

Ⓒ
は
天
皇
が
賞
翫
し
て
い
る
梅
を
題
と
し
て
作
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
池
の
辺

の
宴
で
文
学
に
ふ
さ
わ
し
い
景
を
天
皇
自
ら
が
選
び
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
池

の
辺
で
は
文
学
的
催
し
が
な
さ
れ
る
と
い
う
意
識
は
家
持
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て

い
た
と
考
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
池
は
文
学
と
関
わ
る
「
景
」
な
の
で
あ
る
。

漢
詩
に
お
い
て
は
、
万
葉
集
と
同
時
代
の
『
懐
風
藻
』
に
お
い
て
庭
園
の
中
の

池
が
表
現
さ
れ
る
。
中
国
の
山
水
詩
の
影
響
を
受
け
、
庭
園
に
お
け
る
宴
で
も
、

「
山
水
遊
覧
」
と
す
る
漢
詩
が
作
ら
れ
の
で
あ
る
。
漢
詩
の
山
水
と
は
、
現
実
を

超
え
た
理
想
的
世
界
に
他
な
ら
ず
、
現
前
の
庭
園
の
景
を
想
像
の
世
界
と
し
て
作

る
こ
と
と
と
な
る
。
す
で
に
大
津
皇
子
は
「
五
言
春
苑
言
宴
」
と
題
す
る
漢
詩
に

お
い
て
、
池
を
「
澄
淸
苔
水
深
」
と
表
現
し
て
い
の
は
、
実
景
で
は
な
く
、
水
の

理
想
的
あ
り
方
と
考
え
ら
れ
よ（

１５
）う。
澄
み
渡
っ
て
底
ま
で
見
え
て
い
る
と
い
う
の

が
宴
に
ふ
さ
わ
し
い
池
の
景
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
漢
詩
に
お
け
る
庭
園
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
時
に
例
と
さ
れ
る
犬
上
王
の
漢
詩
で
は
「
遊
覽
山
水
」
と
題

し
、
宮
中
の
池
を「
遊
息
瑤
池
濱
」と
西
王
母
の
住
む
崑
崙
の
池
に
な
ぞ
ら
え
て
、

仙
郷
に
遊
ぶ
世
界
を
漢
詩
で
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い（

１６
）る。
こ
の
よ
う
に
漢
詩
の

世
界
で
は
、
平
城
遷
都
以
前
に
す
で
に
池
は
庭
園
の
中
心
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
漢
詩
の
表
現
は
辰
巳
正
明
氏
が
「
賞
美
さ

れ
る
景
は
場
の
架
空
性
と
共
に
架
空
の
景
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
想
像
の
中
で
漢

語
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
景
で
あ
る（

１７
）」と
さ
れ
る
よ
う
に
漢
詩
の
世
界
で
文
学
の
世

界
の
景
と
し
て
定
着
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
懐
風
藻
』
の
中
で
、
平
城
遷
都
後
に
藤
原
宇
合
が
作
っ
た
す
る
漢
詩
の
序
文

を
考
え
て
み
た
い
。

宇
合
は
「
暮
春
曲
宴
南
池
」
と
題
し
て
お
り
、
池
が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ（

１８
）る。

夫
王
畿
千
里
之
間
。
誰
得
勝
池
帝
京
三
春
之
內
。
幾
知
行
樂
。
則
有
沈
鏡
小

池
。
勢
無
劣
於
金
谷
。
染
翰
良
友
。
數
不
過
於
竹
林
。
為
弟
為
兄
。
包
心
中
之
四

海
。
盡
善
盡
美
。
對
曲
裏
之
長
流
。
是
日
也
。
人
乘
芳
夜
。
時
屬
暮
春
。
映
浦
紅

桃
。
半
落
輕
錦
。
低
岸
翠
柳
。
初
拂
長
絲
。
於
是
林
亭
問
我
之
客
。
去
來
花
邊
。

池
臺
慰
我
之
賓
。
左
右
琴
樽
。
月
下
芬
芳
。
歷
歌
處
而
催
扇
。
風
前
意
氣
。
步
舞

場
而
開
衿
。
雖
歡
娛
未
盡
。
而
能
事
紀
筆
。
蓋
各
言
志
。
探
字
成
篇
。
云
爾
。

こ
の
序
文
で
注
目
す
べ
き
は
、「
則
有
沈
鏡
小
池
」
と
池
の
水
の
清
ら
か
さ
を
表

現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鏡
の
よ
う
に
清
ら
か
な
水
は
も
の
を
映
し
だ
す
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
水
が
映
し
出
す
景
と
し
て
「
映
浦
紅
桃
」
と
赤
い
桃
の
花
を
表

現
す
る
。
こ
こ
で
は
、
水
に
映
し
出
さ
れ
た
桃
を
ま
ず
表
現
し
、
そ
こ
か
ら
視
点

を
移
し
水
際
へ
と
向
か
う
。
池
の
中
の
桃
は
水
際
の
桃
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
柳
と

い
う
よ
う
に
空
間
を
広
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
詩
の
世
界
は
池
の
水
面
の
花
か
ら
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広
が
る
世
界
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
景
は
水
と
し
て
の
池
か
ら
そ
の
周
縁
へ
と
作

ら
れ
た
景
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
序
文
で
は
言
葉
に
よ
っ
て
池
を
中
心

と
し
た
理
想
的
世
界
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

漢
詩
に
お
い
て
、
庭
園
に
お
い
て
は
、
水
を
湛
え
る
池
が
重
要
な
「
景
」
と
し

て
表
現
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
と
ら
え
方
は
歌
を
詠
う
家
持
た
ち

に
も
あ
っ
た
と
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。

更
に
、
こ
の
よ
う
に
「
池
」
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
次
の
歌
は
重
要
な
意
味
を

も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
坂
上
郎
女
が
聖
武
天
皇
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑦
に
ほ
鳥
の
潜
く
池
水
心
あ
ら
ば
君
に
我
が
恋
ふ
る
心
示
さ
ね
四
―
七
二
五

こ
の
歌
で
は
Ａ
群
と
同
じ
よ
う
な
水
鳥
が
詠
わ
れ
る
が
「
潜
く
」
と
し
て
い
よ

う
に
池
の
深
さ
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
相
手
が
水
面
を
通
し
て
何
か
を

見
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
池
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
水
を
見
る
」
も
の

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
で
に
歌
世
界
で
も
家
持
の
周
辺

で
は
意
識
さ
れ
て
い
た
池
の
水
を
見
る
と
い
う
意
識
を
基
と
し
て
、
漢
詩
の
世
界

で
作
ら
れ
た
理
想
的
な
景
を
作
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ａ
群
か
ら
続
く
こ
の
歌
群
は
、
庭
園
の
景
に
よ
っ
て
心
を
一
つ
に
し
た
出
席
者

が
聖
武
天
皇
の
時
代
を
偲
び
、
も
は
や
現
実
で
は
作
り
得
な
い
仮
構
の
景
を
歌
世

界
に
作
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
山
水
詩
を
基
に
作
ら
れ
た
漢
詩
の

景
と
対
応
す
る
歌
の
世
界
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
か
つ
て
の
聖
武
天
皇
が
池
の

辺
で
作
ら
せ
た
漢
詩
の
世
界
を
、
聖
武
天
皇
を
偲
び
つ
つ
和
歌
的
に
再
現
し
よ
う

と
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
景
と
し
て
と
り
あ
げ
た
「
山
斎
」

と
い
う
人
工
的
な
自
然
は
歌
世
界
で
時
間
空
間
を
超
え
た
理
想
の
「
景
」
と
し
て

再
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

従
来
、
こ
の
歌
群
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
構
成
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少

な
く
、
主
席
者
の
思
い
と
し
て
Ｂ
群
の
聖
武
天
皇
へ
の
追
慕
の
み
が
と
り
あ
げ
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
持
の
歌
日
誌
と
さ
れ
る
こ
の
巻
に

お
い
て
、
家
持
が
あ
え
て
題
詞
に
異
な
っ
た
意
味
を
も
た
せ
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
に

お
け
る
目
的
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

同
日
に
こ
の
よ
う
な
歌
群
が
続
け
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

群
の
繋
が
り
を
考
え
た
上
で
全
体
の
構
成
を
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
こ
そ
、
こ
の
宴
席
歌
が
意
味
を
も
つ
も
の
と

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ａ
群
で
目
の
前
の
景
か
ら
選
び
と
ら
れ
た
景
に
よ

り
、
同
じ
空
間
を
共
有
し
た
出
席
者
は
Ｂ
群
で
か
つ
て
自
分
た
ち
が
聖
武
天
皇
の

も
と
で
楽
し
く
つ
ど
っ
た
日
々
を
懐
か
し
み
つ
つ
、
そ
れ
を
過
去
の
時
間
的
と
し

て
留
め
置
く
。
さ
ら
に
過
去
を
懐
か
し
み
つ
つ
、
現
在
の
空
間
を
歌
世
界
の
み
の

理
想
的
空
間
と
し
て
作
り
あ
げ
た
の
が
こ
の
歌
群
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
田
中
大
士
氏
は
こ
の
歌
群
の
中
で
特
に
Ｂ
歌
群
を「
異
彩
を
放
っ
て
い
る
」

と
さ
れ
、
Ａ
歌
群
で
は
親
近
感
を
深
め
、
Ｂ
歌
群
で
は
「
か
つ
て
の
主
で

あ
る
聖
武
を
慕
う
悲
嘆
の
心
」
と
と
ら
え
、「
彼
ら
の
胸
に
宿
る
思
い
の

明
・
暗
の
二
面
を
鮮
や
か
に
映
し
出
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
が
Ｃ
群
と
の

つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

「
中
臣
清
麻
呂
の
宅
で
の
宴
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー

万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第

九
巻

和
泉
書
院

二
〇
〇
三

（
２
）「
再
生
さ
れ
る
空
間
―
三
組
の
高
円
歌
群
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
別
府
大
学

紀
要
』
第
四
八
号

二
〇
〇
七

・「
選
び
と
ら
れ
た
景
」『
別
府
大
学
大
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学
院
紀
要
』
第
二
三
号

二
〇
二
一

（
３
）
家
持
と
同
席
し
た
宴
席
歌
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

中
臣
清
麻
呂

四
二
九
六

大
原
今
城
真
人

四
四
三
九
（
伝
誦
）・
四
四
四
二
・
四
四
四
四
（
家
持

邸
で
の
宴
）・
四
四
五
九
（
伝
誦
）・
四
五
一
五
（
大
原
今
城
真
人
邸
）

市
原
王

一
〇
四
二

（
活
道
の
岡
）

甘
南
備
伊
香
真
人

四
四
八
九
（
三
形
王
邸
）

三
形
王

四
四
八
八
（
三
形
王
邸
）

（
４
）
注
（
１
）
に
同
じ

（
５
）
伊
藤
博
氏
『
万
葉
集
釈
注
』
の
当
該
歌
の
釈
文

（
６
）
田
中
大
士
氏
「
天
平
宝
字
二
年
依
興
歌
の
論
―
万
葉
集
終
末
期
の
家

持
―
」『
和
歌
文
学
研
究
』
第
六
八
号

一
九
九
四

ま
た
、
注
（
１
）

の
論
文
で
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
７
）
橋
本
達
雄
氏
「
二
上
山
の
賦
を
め
ぐ
っ
て
」『
大
伴
家
持
作
品
論
攷
』
塙

書
房

一
九
八

（
８
）
注
（
７
）
に
同
じ

（
９
）「
萬
葉
集
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
）
の
当
該
歌
脚
注

（
１０
）
注
（
６
）
に
同
じ

（
１１
）
歌
は
次
の
よ
う
で
あ
る

十
二
月
十
八
日
於
大
監
物
三
形
王
之
宅
宴
歌
三
首

み
雪
降
る
冬
は
今
日
の
み
鴬
の
鳴
か
む
春
へ
は
明
日
に
し
あ
る
ら
し

右
の
一
首
は
、
主
人
三
形
王

う
ち
靡
く
春
を
近
み
か
ぬ
ば
た
ま
の
今
夜
の
月
夜
霞
み
た
る
ら
む

右
の
一
首
は
、
大
蔵
大
輔
甘
南
備
伊
香
真
人

あ
ら
た
ま
の
年
行
き
返
り
春
立
た
ば
ま
づ
我
が
宿
に
鴬
は
鳴
け

右
一
首
は
右
中
辨
大
伴
宿
祢
家
持

（
１２
）
拙
稿
で
す
で
に
論
じ
て
い
る
。「
作
ら
れ
た
自
然
―
家
持
の
立
春
の
歌
を

め
ぐ
っ
て
―
」『
別
府
大
学
紀
要
』
第
六
十
四
号

二
〇
二
三

（
１３
）
注
（
１
）
・（
６
）
に
同
じ

（
１４
）『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
平
城
宮
で
の
詩
宴
に
か
か
わ
る
記
述
の

な
か
で
特
に
水
辺
が
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
記
し
た
。

（
１５
）
漢
詩
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

開
衿
臨
靈
沼
。
游
目
步
金
苑
。
澄
清
苔
水
深
。

曖
霞
峰
遠
。

驚
波
共
絃
響
。
哢
鳥
與
風
聞
。
群
公
倒
載
歸
。
彭
澤
宴
誰
論
。

（
１６
）
漢
詩
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

以
三
餘
暇
。
遊
息
瑤
池
濱
。
吹
臺
哢
鶯
始
。
桂
庭
舞
蝶
新
。

浴
鳬
雙
迴
岸
。
窺
鷺
獨
銜
鱗
。
雲
罍
酌
煙
霞
。
花
藻
誦
英
俊
。

留
連
仁
智
間
。
縱
賞
如
談
倫
。
雖
盡
林
池
樂
。
未
翫
此
芳
春
。

（
１７
）
辰
巳
正
明
氏

「
自
然
と
観
賞
」『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』

笠
間
書
院

二
〇
〇
八

（
１８
）
漢
詩
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

得
地
乘
芳
月
。
臨
池
送
落
暉
。
琴
樽
何
日
斷
。
醉
裏
不
忘
歸
。

「
万
葉
集
」
お
よ
び
「
続
日
本
紀
」
の
表
記
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』

（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

「
懐
風
藻
」
の
表
記
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
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