
１

造
ら
れ
た
風
景

―
布
勢
の
「
水
海
」
の
発
見
―

浅

野

則

子

【
要

旨
】

大
伴
家
持
は
越
中
守
と
し
て
赴
任
後
、
そ
の
土
地
の
景
を
詠
っ

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
「
布
勢

の
水
海
」
で
あ
る
。
家
持
は
こ
の
地
に
遊
覧
し
て
詠
う
こ
と
を
好

ん
で
い
る
が
、
そ
の
時
に
景
と
し
て
ど
の
よ
う
な
表
現
が
必
要
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
家
持
の
詠
う
「
布
勢
の
水
海
」
の
表
現
を

歌
う
目
的
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

万
葉
集

大
伴
家
持

歌
の
文
化
圏

越
中

景

は
じ
め
に

家
持
は
、
越
中
守
と
し
て
赴
任
し
て
い
る
間
に
、「
布
勢
の
水
海
」
の
歌
を
三

回
に
わ
た
り
作
っ
て
い
る
。
歌
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ

布
勢
の
水
海
に
遊
覧
せ
し
賦
一
首

も
の
の
ふ
の

八
十
伴
の
男
の

思
ふ
ど
ち

心
遣
ら
む
と

馬
並
め
て

う

て
く
ち
ぶ
り
の

白
波
の

荒
磯
に
寄
す
る

渋
谿
の

崎
た
も
と
ほ
り

松

田
江
の

長
浜
過
ぎ
て

宇
奈
比
川

清
き
瀬
ご
と
に

鵜
川
立
ち

か
行
き

か
く
行
き

見
つ
れ
ど
も

そ
こ
も
飽
か
に
と

布
勢
の
海
に

舟
浮
け
据
ゑ

て

沖
辺
漕
ぎ

辺
に
漕
ぎ
見
れ
ば

渚
に
は

あ
ぢ
群
騒
き

島
廻
に
は

木
末
花
咲
き

こ
こ
ば
く
も

見
の
さ
や
け
き
か

玉
く
し
げ

二
上
山
に

延
ふ
つ
た
の

行
き
は
別
れ
ず

あ
り
通
ひ

い
や
年
の
は
に

思
ふ
ど
ち

か
く
し
遊
ば
む

今
も
見
る
ご
と

布
勢
の
海
の
沖
つ
白
波
あ
り
通
ひ
い
や
年
の
は
に
見
つ
つ
し
の
は
む

十
七
―
三
九
九
一
・
二

右
は
、
守
大
伴
宿
祢
家
持
の
作
り
し
も
の
な
り
。

四
月
二
十
四
日

Ｂ（
１
）
時
に
、
明
く
る
日
将
に
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
せ
む
こ
と
を
期
り
、
仍
ち
懐

ひ
を
述
べ
て
各
作
り
し
歌

い
か
に
あ
る
布
勢
の
浦
ぞ
も
こ
こ
だ
く
に
君
が
見
せ
む
と
我
を
留
む
る

右
一
首
は
田
辺
史
福
麻
呂

乎
布
の
崎
漕
ぎ
た
も
と
ほ
り
ひ
ね
も
す
に
見
と
も
飽
く
べ
き
浦
に
あ
ら
な
く
に

右
一
首
は
守
大
伴
宿
祢
家
持

十
八
―
四
〇
三
六
・
七

（
２
）

玉
く
し
げ
い
つ
し
か
明
け
む
布
勢
の
海
の
浦
を
行
き
つ
つ
玉
も
拾
は
む

音
の
み
に
聞
き
て
目
に
見
ぬ
布
勢
の
浦
を
見
ず
は
上
ら
じ
年
は
経
ぬ
と
も

布
勢
の
浦
を
行
き
て
し
見
て
ば
も
も
し
き
の
大
宮
人
に
語
り
継
ぎ
て
む

梅
の
花
咲
き
散
る
園
に
我
れ
行
か
む
君
が
使
を
片
待
ち
が
て
ら

藤
波
の
咲
き
行
く
見
れ
ば
霍
公
鳥
鳴
く
べ
き
時
に
近
づ
き
に
け
り

【
論

文
】



２

右
の
五
首
は
、
田
辺
史
福
麻
呂

明
日
の
日
の
布
勢
の
浦
廻
の
藤
波
に
け
だ
し
来
鳴
か
ず
散
ら
し
て
む
か
も

右
の
一
首
は
、
大
伴
宿
祢
家
持
の
和
せ
し
も
の
な
り
。

十
八
―
四
〇
三
八
〜
四
〇
四
三

（
３
）
二
十
五
日
、
布
勢
の
水
海
に
往
く
道
中
の
、
馬
上
に
口
号
せ
し
二
首

浜
辺
よ
り
我
が
打
ち
行
か
ば
海
辺
よ
り
迎
へ
も
来
ぬ
か
海
人
の
釣
舟

沖
辺
よ
り
満
ち
来
る
潮
の
い
や
増
し
に
我
が
思
ふ
君
が
み
船
か
も
か
れ

十
八
―
四
〇
四
四
・
五

（
４
）
水
海
に
至
り
て
遊
覧
せ
し
時
に
、
各
懐
を
述
べ
て
作
り
し
歌

神
さ
ぶ
る
垂
姫
の
崎
漕
ぎ
め
ぐ
り
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
我
れ
せ
む

右
一
首
は
、
田
辺
史
福
麻
呂

垂
姫
の
浦
を
漕
ぎ
つ
つ
今
日
の
日
は
楽
し
く
遊
べ
言
ひ
継
ぎ
に
せ
む

右
一
首
は
、
遊
行
女
婦
土
師

垂
姫
の
浦
を
漕
ぐ
船
梶
間
に
も
奈
良
の
我
家
を
忘
れ
て
思
へ
や

右
の
一
首
は
、
大
伴
家
持

お
ろ
か
に
そ
我
れ
は
思
ひ
し
乎
布
の
浦
の
荒
礒
の
め
ぐ
り
見
れ
ど
飽
か
ず
け
り

右
の
一
首
は
、
田
辺
史
福
麻
呂

め
づ
ら
し
き
君
が
来
ま
さ
ば
鳴
け
と
言
ひ
し
山
ほ
と
と
ぎ
す
何
か
来
鳴
か
ぬ

右
の
一
首
は
、
掾
久
米
朝
臣
広
縄

多
祜
の
崎
木
の
暗
茂
に
ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
と
よ
め
ば
は
だ
恋
ひ
め
や
も

右
の
一
首
は
、
大
伴
宿
祢
家
持

１

前
の
件
の
十
五
首
の
歌
は
、
二
十
五
日
に
作
り
し
も
の
な
り
。

十
八
―
四
〇
四
六
〜
四
〇
五
一

Ｃ（
５
）
六
日
、
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
し
て
作
り
し
歌
一
首
、
短
歌
を
并
せ
た

思
ふ
ど
ち

ま
す
ら
を
の
こ
の

木
の
暗

繁
き
思
ひ
を

見
明
ら
め

心
遣

ら
む
と

布
勢
の
海
に

小
舟
つ
ら
並
め

ま
櫂
掛
け

い
漕
ぎ
め
ぐ
れ
ば

乎
布
の
浦
に

霞
た
な
び
き

垂
姫
に

藤
波
咲
て

浜
清
く

白
波
騒
き

し
く
し
く
に

恋
は
ま
さ
れ
ど

今
日
の
み
に

飽
き
足
ら
め
や
も

か
く
し

こ
そ

い
や
年
の
は
に

春
花
の

繁
き
盛
り
に

秋
の
葉
の

も
み
た
む
時

に

あ
り
通
ひ

見
つ
つ
偲
は
め

こ
の
布
勢
の
海
を

藤
波
の
花
の
盛
り
に
か
く
し
こ
そ
浦
漕
ぎ
廻
つ
つ
年
に
偲
は
め

十
九
―
四
一
八
七
・
八

（
６
）
十
二
日
、
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
し
て
、
多
祜
の
湾
に
船
泊
り
し
て
、
藤
の

花
を
望
み
見
、
各
懐
を
述
べ
て
作
り
し
歌
四
首

藤
波
の
影
な
す
海
の
底
清
み
沈
く
石
を
も
玉
と
そ
我
が
見
る

守
大
伴
宿
祢
家
持

多
祜
の
浦
の
底
さ
へ
に
ほ
ふ
藤
波
を
か
ざ
し
て
行
か
む
見
ぬ
人
の
た
め

次
官
内
蔵
忌
寸
縄
麻
呂

い
さ
さ
か
に
思
ひ
て
来
し
を
多
祜
の
浦
に
咲
け
る
藤
見
て
一
夜
経
ぬ
べ
し

判
官
久
米
朝
臣
広
縄

藤
波
を
仮
廬
に
作
り
浦
廻
す
る
人
と
は
知
ら
に
海
人
と
か
見
ら
む

久
米
朝
臣
継
麻
呂

十
九
―
四
一
九
九
〜
四
二
〇
二

Ａ
は
天
平
十
九
年
四
月
、
Ｂ
は
天
平
二
十
年
三
月
、
Ｃ
群
は
天
平
勝
宝
二
年
四

月
の
も
の
で
あ
る
。「
布
勢
の
水
海
」
に
行
く
途
中
の
Ｂ
（
３
）
以
外
は
そ
れ
ぞ

２

れ
「
遊
覧
」
と
い
う
題
詞
が
つ
く
が
、「
布
勢
の
水
海
」
に
つ
い
て
の
表
現
は
必

ず
し
も
同
じ
と
は
い
え
な
い
。
従
来
は
Ａ
群
に
お
い
て
は
題
詞
に
あ
る
「
賦
」
に

つ
い
て
同
時
期
に
詠
ま
れ
た
、
立
山
、
二
上
山
と
と
も
に「
越
中
三
賦
」と
し
て
、

家
持
の
赴
任
時
期
か
ら
み
て
、
守
と
い
う
立
場
か
ら
越
中
の
景
観
を
漢
詩
の「
賦
」

と
い
う
と
ら
え
方
に
よ
り
作
り
上
げ
た
家
持
の
文
学
意
識
を
考
え
る
も
の
が
多

３い
。
ま
た
、
田
辺
福
麻
呂
を
迎
え
て
の
歌
群
は
、
歌
人
で
も
あ
っ
た
福
麻
呂
と
の

４

交
流
を
中
心
に
表
現
を
み
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
越
中
に
お
け
る
家
持
に

と
っ
て
「
布
勢
の
水
海
」
を
詠
う
こ
と
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
場
に
お
い
て
必
ず
し
も
歌
の
景
と
し

て
「
布
勢
の
水
海
」
は
同
じ
景
観
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ

れ
の
歌
の
目
的
を
考
え
つ
つ
家
持
が
越
中
と
い
う
土
地
に
あ
る
「
布
勢
の
水
海
」



造られた風景 ―布勢の「水海」の発見―

３

を
歌
の
表
現
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が

目
的
で
あ
る
。

一

天
平
十
九
年
四
月
二
十
四
日
と
左
注
に
あ
る
Ａ
の
長
歌
は
「
も
の
の
ふ
の

八

十
伴
の
男
の

思
ふ
ど
ち

心
遣
ら
む
と
」
と
歌
い
始
め
る
。
こ
こ
か
ら
と
ら
え

ら
れ
る
の
は
、
家
持
の
官
人
意
識
で
あ
る
。
守
と
し
て
赴
任
し
た
家
持
は
、「
布

勢
の
水
海
」へ
官
人
と
し
て「
思
ふ
ど
ち
」と
す
る
仲
間
と
出
か
け
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
都
で
官
人
た
ち
が
「
秋
風
は
涼
し
く
な
り
ぬ
馬
並
め
て
い
ざ
野
に
行
か

な
萩
の
花
見
に

十
―
二
一
〇
三
」
と
い
う
よ
う
に
郊
外
の
景
を
見
る
た
め
に

５

出
か
け
る
表
現
と
同
様
で
あ
る
。「
大
君
の
ま
け
の
ま
に
ま
」
と
し
て
越
中
に

下
っ
た
家
持
は
、
都
の
官
人
に
他
な
ら
な
い
。
越
中
に
お
い
て
も
都
と
同
じ
よ
う

に
官
人
は
馬
を
並
べ
て
進
ん
で
行
く
。
そ
の
地
へ
向
か
う
目
的
は
官
人
が
心
を

「
遣
る
」
こ
と
、
気
晴
ら
し
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
布
勢
の
水
海
」
の
景
は
具

体
的
に
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
心
を
晴
ら
す
景
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
地
へ
向
か
う
様
子
は
地
名
を
つ
ら
ね
る
道
行
き
と
い
う
方

法
を
と
る
。
こ
の
方
法
に
つ
い
て
橋
本
達
雄
氏
は
「『
水
』
の
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ

し
い
越
中
の
名
勝
を
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
道
行
き
ふ
う
に
あ
げ
て
ゆ
き
、
最
後
に
布
勢

６

を
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
、
た
た
え
あ
げ
手
法
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
目
的
地
で
あ
る
「
布
勢
の
水
海
」
の
景
は
細
や
か
に
表
現
さ

れ
て
い
な
い
。
道
行
き
的
手
法
に
よ
り
、
素
晴
ら
し
い
場
所
で
あ
る
目
的
地
「
布

勢
の
水
海
」
へ
行
く
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
場
所
は
水
海
と
し
て
舟

を
漕
ぐ
表
現
と
し
て
の
み
表
れ
る
。
途
中
の
具
体
的
な
表
現
は
、「
宇
奈
比
川

清
き
瀬
ご
と
に
鵜
川
立
ち
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
景
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
翌
年

の
春
家
持
が
出
挙
の
た
め
に
諸
群
を
巡
行
し
た
折
に「
時
に
当
た
り
所
に
当
た
り
、

属
目
し
て
作
り
し
も
の
な
り
」
と
左
注
が
あ
る
も
の
の
う
ち
「
鵜
を
潜
く
る
人
を

見
て
作
り
し
歌
」
で
「
婦
負
川
の
速
き
瀬
ご
と
に
篝
さ
し
八
十
伴
の
男
は
鵜
川
立

ち
け
り

十
七
―
四
〇
二
三
」
と
詠
う
よ
う
に
、
都
の
官
人
の
視
点
で
そ
の
土

地
に
お
け
る
営
み
を
景
と
し
て
詠
っ
て
い
る
も
の
と
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
都
の
官
人
の
視
点
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
は
実
際
に
起
こ

り
え
ぬ
景
と
し
て
「
あ
じ
群
騒
き
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
鴨
君
足
人
が

７

奈
良
遷
都
後
に
、
藤
原
京
に
お
け
る
官
人
の
風
雅
な
様
子
を
哀
惜
す
る
歌
に
用
い

て
い
る
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
で
は
な
い
自
然
の
中
で
の
大
宮
人
の
姿
を
詠

８

う
意
識
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
島
田
修
三
氏
の
論
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
肯
首
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
実
景
と
し
て
は
異
な
っ
て
い
る
都
の
景
の
表
現
を
詠
う
こ
と
は
、
同

行
者
と
共
通
の
美
意
識
を
確
認
す
る
こ
と
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
平
舘
英
子

氏
は
こ
の
長
歌
は
「
布
勢
の
水
海
」
の
船
遊
び
へ
と
誘
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場

所
に
あ
る
鳥
や
花
を
「
こ
こ
ば
く
も
見
の
さ
や
け
き
か
」
と
す
る
地
へ
と
い
つ
も

通
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
願
い
が
主
眼
で
あ
る
た
め
、
景
の
讃
美
で
は
な
く
「
思

ふ
ど
ち
」
と
し
て
心
を
通
い
合
わ
せ
て
い
る
同
行
者
へ
の
「
日
常
的
で
は
な
い
相

９

聞
的
情
感
」
が
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
島
田
氏
も
同
様
に
「
大
景
の
豊
か
な
具

体
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
大
宮
人
の
風
雅
な
る
交
友
へ
の
主
情

の
み
が
、
景
を
圧
し
て
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
」と
さ
れ
る１０

。

反
歌
に
お
い
て
景
は
序
詞
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の

Ａ
の
長
歌
、
反
歌
は
越
中
守
と
し
て
の
家
持
の
官
人
意
識
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ

た
「
景
」
で
あ
り
、
実
際
に
景
勝
地
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歌
の
世
界
に
お
い
て

は
、
心
を
通
い
合
わ
せ
た
者
同
士
が
日
常
を
離
れ
た
場
と
し
て
集
う
地
と
し
て
の

位
置
づ
け
を
し
た
と
い
え
よ
う
。

同
時
期
に
作
ら
れ
た
他
の
賦
に
は
、
題
詞
に
「
遊
覧
」
と
い
う
語
句
が
な
い
よ

う
に
、
思
う
ど
ち
が
集
う
姿
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、

長
歌
が
「
思
ふ
ど
ち
」
と
歌
い
始
め
た
こ
と
が
歌
の
目
的
を
考
え
る
上
で
重
要
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。「
思
ふ
ど
ち
」
は
、
万
葉
集
で
は
官
人
に
よ
っ
て
次
の
よ
う

に
詠
わ
れ
る



４

①
春
日
野
の
浅
茅
が
上
に
思
ふ
ど
ち
遊
ぶ
今
日
の
日
忘
ら
え
め
や
も十

―
一
八
八
〇

②
春
の
野
に
心
延
べ
む
と
思
ふ
ど
ち
来
し
今
日
の
日
は
暮
れ
ず
も
あ
ら
ぬ
か

十
―
一
八
八
二

③
梅
の
花
今
盛
り
な
り
思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な
今
盛
り
な
り

五
―
八
二
〇

④
酒
杯
に
梅
の
花
浮
か
べ
思
ふ
ど
ち
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し

八
―
一
六
五
六

①
・
②
は
春
の
雑
歌
の
な
か
で
「
野
遊
」
と
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
都
に
お

け
る
官
人
の
交
流
に
お
い
て
、
景
に
対
し
て
同
じ
理
解
を
も
つ
者
を
指
す
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
③
は
大
宰
府
で
の
梅
花
の
宴
の
も
の
、
④
は
坂
上
郎
女

の
宴
席
で
の
も
の
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
歌
も
同
じ
心
情
で
集
う
と
い
う
意
味
を

こ
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
具
体
的
な
場
で
な
く
、
そ
こ
に
集
う
者

の
心
情
に
中
心
が
お
か
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
同
じ
思
い
で
景
を
楽
し
も
う
と
す

る
都
か
ら
赴
任
し
た
官
人
家
持
に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
人
は
土
地
の
住
人
で
は
な

く
、
同
じ
よ
う
に
都
の
景
を
見
て
き
た
官
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
思
ふ
ど
ち
」

と
歌
い
始
め
ら
れ
る
こ
の
歌
群
で
は
都
と
同
じ
よ
う
に
、
官
人
た
ち
が
景
を
見
る

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い１１

。
そ
の
よ
う
に
詠
う
こ
と
で
「
布
勢
の
水

海
」
は
、
た
と
え
物
理
的
に
遠
く
鄙
と
呼
ば
れ
る
地
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
都
と

関
係
の
あ
る
場
所
、「
遠
の
朝
廷
」
の
景
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
、「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
と
し
て
越
中
へ
と
趣
い
た
家
持
の
官
人

と
し
て
の
意
識
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
心
が
通
い
合
う
者
同
士
が
楽
し

く
「
遊
覧
」
す
る
こ
と
を
詠
う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
で
は
景
そ
の
も

の
は
重
要
で
は
な
く
、「
思
ふ
ど
ち
」
が
日
常
を
離
れ
た
景
勝
地
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
過
ご
す
か
が
問
題
と
な
る
。
平
舘
氏
が
「
相
聞
的
情
感
」
と
さ
れ
る
よ
う

に１２

、
こ
の
歌
に
お
い
て
は
景
は
官
人
た
ち
の
心
を
満
た
す
も
の
と
し
て
の
み
表
現

さ
れ
れ
ば
よ
く
、
実
態
と
し
て
そ
れ
が
都
と
は
異
な
っ
た
景
勝
地
で
あ
っ
た
と
し

て
も
景
と
し
て
の
表
現
は
求
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

家
持
が
守
と
し
て
赴
任
し
て
ま
だ
時
期
が
浅
い
頃
に
「
越
中
三
賦
」
と
し
て
、

立
山
・
二
上
山
の
賦
と
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が１３

、「
景
」
と
し

て
表
現
を
考
え
た
場
合
、
こ
の
「
布
勢
の
水
海
」
の
賦
の
み
が
「
遊
覧
」
と
い
う

題
詞
を
も
つ
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
都
の
官

人
の
自
然
観
に
よ
り
官
人
た
ち
が
都
の
郊
外
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
た
景
勝
地
と

い
う
も
の
が
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
布
勢
の
水
海
」
な
の
で
あ
る
。

二

次
に
Ｂ
群
と
し
た
福
麻
呂
を
迎
え
た
時
の
「
布
勢
の
水
海
」
の
表
現
を
考
え
て

い
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
前
に
あ
る
歌
の
題
詞
に
よ
れ
ば
、
天
平
二
十
年
三
月
二
十

三
日
に
橘
諸
兄
が
使
わ
し
た
田
辺
福
麻
呂
を
も
て
な
そ
う
と
し
た
折
の
歌
で
あ

る
。
都
を
離
れ
て
い
る
家
持
に
と
っ
て
、
最
も
信
頼
し
て
い
た
橘
諸
兄
か
ら
の
使

者
は
、
諸
兄
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
て
う
れ
し
く
思
う
と
と
も
に
、
丁
重
に
扱
わ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
家
持
は
饗
宴
の
み
で
な
く「
遊
覧
」

と
い
う
形
で
も
も
て
な
し
て
い
る
。
そ
の
折
の
歌
が
「
布
勢
の
水
海
」
へ
の
遊
覧

と
さ
れ
る
。
歌
は
出
か
け
る
前
と
途
中
、
現
地
で
の
も
の
と
三
回
に
わ
け
て
詠
わ

れ
る
。
都
か
ら
来
た
人
に
見
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
共
通
認
識
と
し
て

の
「
景
」
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う１４

。

ま
ず
、「
布
勢
の
水
海
」
へ
行
く
前
、
景
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
福
麻
呂
と

家
持
が
歌
を
交
わ
す
が
、
こ
こ
で
は
都
か
ら
や
っ
て
き
た
人
は
「
い
か
に
あ
る
」

と
詠
い
そ
の
景
に
つ
い
て
、
ま
だ
認
識
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

れ
に
対
し
て
家
持
は
「
ひ
ね
も
す
に
見
と
も
飽
く
べ
き
浦
に
あ
ら
な
く
に
」
と
い

う
表
現
に
よ
り
、
具
体
的
で
は
な
い
も
の
の
、
都
の
官
人
が
心
惹
か
れ
る
景
で
あ

る
こ
と
を
詠
う
。
こ
の
家
持
の
表
現
の
基
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
都
の
官
人
と
し

て
の
共
通
の
景
に
お
け
る
認
識
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
の
（
２
）
も
（
１
）
同
様
に
ま
だ
「
布
勢
の
水
海
」
の
景
を
福
麻
呂
は
見
て
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い
な
い
が
、
題
詞
に
「
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
せ
む
と
期
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
よ

り
遊
覧
す
る
景
が
具
体
的
に
想
像
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
福
麻

呂
は
家
持
の
勧
め
る
景
観
を
都
で
の
共
通
の
歌
世
界
か
ら
思
っ
て
詠
う
。
そ
れ
は

官
人
た
ち
が
水
辺
に
で
か
け
た
折
に
み
や
げ
も
の
と
し
て
「
玉
を
拾
う
」
場
で
あ

り
、
都
の
他
の
官
人
は
見
た
こ
と
が
な
い
景
と
し
て
伝
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ

ろ
う
と
詠
う
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
群
に
お
い
て
四
首
目
に
は
季
節
と
し
て
ふ
さ
わ

し
く
な
い
「
梅
の
花
咲
き
散
る
園
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
万
葉
集

中
に
「
梅
の
花
咲
き
散
る
園
に
我
行
か
む
君
が
使
い
を
片
待
ち
が
て
り

十
―

一
九
〇
〇
」
と
い
う
作
者
未
詳
の
歌
が
あ
り
、
五
句
以
外
は
同
じ
表
現
で
あ
る
た

め
、
古
歌
と
し
て
詠
わ
れ
た
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る１５

。「
梅
の
花
の
園
」
と
い

う
古
歌
を
福
麻
呂
が
提
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
園
」
と
い
う
「
布
勢
の
水

海
」
の
辺
の
地
名
に
関
し
て
の
興
味
と
い
う
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。「
園
」

と
い
う
地
名
に
つ
い
て
古
歌
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ま
だ
、
こ
こ
で

は
景
と
し
て
の
「
布
勢
の
水
海
」
と
い
う
こ
と
は
歌
の
表
現
に
は
な
か
っ
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
の
歌
群
の
最
後
の
歌
で
福
麻
呂
は
季
節

に
ふ
さ
わ
し
い
景
と
し
て
、
咲
く
藤
の
花
、
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
と
い
う
都
で
詠
わ

れ
て
い
る
こ
の
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
景
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
と
ほ

と
と
ぎ
す
こ
そ
が
こ
の
時
期
の
美
し
い
景
と
す
る
こ
と
は
、
都
の
官
人
た
ち
に
共

通
し
た
季
節
観
に
他
な
ら
な
い
。
都
の
官
人
で
あ
る
福
麻
呂
は
、
家
持
が
勧
め
る

景
観
へ
の
期
待
感
と
し
て
詠
う
景
を
都
の
景
と
い
う
共
通
認
識
で
示
し
た
と
い
え

よ
う
。

家
持
は
こ
の
よ
う
な
福
麻
呂
の
五
首
に
和
し
て
詠
う
が
、
福
麻
呂
の
五
首
目
の

都
で
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
時
期
の
景
物
で
あ
る
「
藤
波
」
と
「
ほ
と
と

ぎ
す
」
を
う
け
て
い
る
。
都
か
ら
訪
れ
た
官
人
に
と
っ
て
こ
の
季
節
の
美
し
い
景

は
「
藤
波
」
と
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
讃
美
の

対
象
と
な
る
と
い
う
共
通
認
識
が
こ
こ
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
藤
波
に
け
だ

し
来
鳴
か
ず
散
ら
し
て
む
か
も
」
と
そ
れ
が
完
全
で
は
な
い
こ
と
の
懸
念
を
「
和

へ
」
と
し
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
景
の
表
現
は
「
布
勢
の
水
海
」
へ
行
く
途
上
の
景
で
あ
る
（
３
）
に

お
い
て
も
同
様
に
、
途
中
の
海
の
景
を
「
海
人
の
釣
舟
」
を
と
ら
え
て
迎
え
に
来

て
欲
し
い
と
い
う
い
う
福
麻
呂
に
対
し
て
、
舟
が
い
る
沖
か
ら
よ
せ
る
「
波
」
を

序
詞
に
使
い
相
手
へ
の
気
持
ち
を
伝
え
る
と
い
う
表
現
と
な
る
。
こ
れ
は
、
新
た

に
目
に
入
る
景
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
都
の
官
人
の
意
識
す
る
海
辺
の
景
に

ほ
か
な
ら
ず
、
途
上
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
は
、「
布
勢
の
水
海
」
へ
と
続
く
新
た

な
景
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

で
は
、
実
際
に
「
布
勢
の
水
海
」
へ
と
行
っ
た
（
４
）
の
歌
群
は
ど
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
に
今
ま
で
使
わ
れ
な
か
っ
た
地
名
が
詠
わ
れ

る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
垂
姫
」
と
ま
ず
、
福
麻
呂
が
歌
い
出
す
こ

と
で
、
こ
の
歌
は
布
勢
の
水
海
に
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
か

ら
詠
う
の
は
「
布
勢
の
水
海
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
歌
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
と
い
っ
と
て
よ
い
。
そ
し
て
、
招
か
れ
た
福
麻
呂
は
（
１
）
に
お
い
て

家
持
が
期
待
さ
せ
た
飽
き
な
い
景
と
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
み
せ
る
。
家

持
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
感
じ
と
れ
た
こ
と
へ
の
謝
辞
で
も
あ
る
。
そ
の
次
に
詠
う

遊
行
女
婦
土
師
は
同
じ
く
「
垂
姫
」
と
い
う
地
名
を
詠
い
、
今
、「
布
勢
の
水
海
」

の
浦
に
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
。
そ
れ
を「
言
ひ
継
ぎ
に
せ
む
」と
す
る
こ
と
で
、

都
へ
こ
の
景
を
愛
で
る
宴
が
伝
わ
る
こ
と
を
願
う
が
、
そ
れ
は
先
に
こ
の
地
に
至

る
前
の（
２
）の
福
麻
呂
の
歌
同
様
、
都
の
官
人
を
意
識
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

続
く
家
持
の
歌
は
現
地
の
地
名
の
「
垂
姫
」
を
詠
い
つ
つ
、「
奈
良
の
我
家
」
を

持
ち
出
す
。
都
の
家
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
妻
が
い
る
場
で
あ
る
。
旅
先
に
お
い

て
、
そ
の
地
の
景
を
讃
美
す
る
と
同
時
に
、
望
郷
歌
を
歌
う
こ
と
で
、
本
来
帰
る

べ
き
都
の
家
が
明
ら
か
に
な
り
、
旅
先
と
家
と
い
う
構
図
が
明
ら
か
に
な
る
が
、

こ
れ
は
、
官
人
た
ち
の
旅
先
の
歌
の
パ
タ
ー
ン
と
い
っ
て
よ
い
。
家
持
は
こ
こ
で

あ
え
て
、
官
人
と
し
て
の
意
識
を
強
く
出
す
こ
と
で
福
麻
呂
を
含
む
都
の
官
人
の

と
の
共
通
認
識
を
示
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
吉
村
誠
氏
は
こ
の
歌
に
望

郷
の
強
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
「
羈
旅
と
い
う
概
念
の
中
で
発
想
さ

れ
て
い
る
姿
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る１６

。
こ
の
よ
う
に
旅
先
と
い
う
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意
識
を
強
く
打
ち
出
す
こ
と
こ
そ
が
、
迎
え
た
都
の
官
人
福
麻
呂
と
同
じ
歌
世
界

を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
理
解
し
た
表
現
と
み
て
と
り
た
い
。
こ
の
歌

が
、「
布
勢
の
水
海
」
か
ら
一
同
の
気
持
ち
を
遠
ざ
け
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

招
か
れ
た
福
麻
呂
が
再
び
飽
き
な
い
景
と
詠
う
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ

を
示
す
よ
う
に
福
麻
呂
は
「
乎
布
の
浦
」
と
新
た
な
地
名
を
詠
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
地
名
を
詠
う
こ
と
は
、
今
い
る
場
が
都
と
は
異
な
っ
た
土
地
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
景
に
新
た
な
表
現
を
用
い
る
の
で

は
な
く
「
見
れ
ど
飽
か
ず
け
り
」
と
し
て
、
都
の
景
を
讃
美
す
る
時
と
同
じ
褒
め

方
を
す
る
こ
と
で
、
家
持
の
勧
め
た
遊
覧
は
都
の
官
人
と
し
て
の
福
麻
呂
に
と
っ

て
満
足
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
家
持
の
も
と
に
い
る
「
掾
」
久
米
朝
臣
広
縄
は
こ
の
宴
に
ふ
さ
わ
し
い
景

物
と
し
て
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
詠
う
。
ほ
と
と
ぎ
す
は
越
中
に
お
い
て
も
初
夏
に

ふ
さ
わ
し
い
鳥
と
し
て
家
持
に
多
く
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
都
と
同
様
に
季

節
を
感
じ
と
る
鳥
と
し
て
詠
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
に
は
家
持
が

詠
う
。
家
持
は
こ
こ
で
、
都
と
同
じ
季
節
観
を
感
じ
さ
せ
る
鳥
が
鳴
く
場
所
を

「
多
祜
の
崎
」
と
い
う
地
名
を
あ
げ
て
詠
う
が
、
今
、
都
と
同
じ
よ
う
に
季
節
を

感
じ
と
ろ
う
と
し
て
い
る
場
所
こ
そ
が
、
家
持
が
福
麻
呂
に
勧
め
た
景
観
と
な

り
、「
布
勢
の
水
海
」
の
景
観
は
都
の
景
観
と
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
く
。
都

か
ら
訪
れ
た
福
麻
呂
を
接
待
す
る
景
は
、
地
名
に
よ
っ
て
そ
の
場
を
明
ら
か
に
し

つ
つ
、
表
現
上
で
は
都
と
重
な
る
こ
と
で
、
よ
り
強
く
讃
美
の
対
象
と
な
っ
た
も

の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三

第
三
の
歌
群
で
あ
る
Ｃ
群
は
天
平
勝
宝
二
年
の
も
の
で
あ
る
。（
５
）
の
家
持

の
長
歌
・
反
歌
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
こ
の
歌
で
は
、
Ａ
群
で
「
賦
」
と
し
て

詠
わ
れ
た
天
平
十
九
年
の
歌
と
同
様
に
「
思
ふ
ど
ち
」
と
歌
い
始
め
ら
れ
る
。
Ａ

群
に
お
い
て
は
、
同
じ
心
情
を
も
つ
も
の
が
「
心
遣
ら
む
」
と
し
て
景
観
を
求
め

て
や
っ
て
来
た
こ
と
が
目
的
と
し
て
歌
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
目
的
を
更
に
詳
し

く
表
現
し
て
い
る
。
目
的
と
は
「
木
の
暗
の

し
げ
き
思
ひ
を

見
明
め

心
遣

ら
む
」
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
Ａ
群
（
１
）
よ
り
詳
し
く
記
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

地
を
見
る
こ
と
が
「
木
の
暗
の
」
よ
う
な
胸
に
暗
く
つ
の
る
思
い
を
晴
ら
し
て
く

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
題
詞
か
ら
は
す
で
に
「
布
勢
の
水
海
」
と
い
う

景
が
こ
の
地
の
官
人
た
ち
に
と
っ
て
特
別
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。
そ
こ
で
の
様
子
は
「
小
舟
」
で
漕
ぎ
ま
わ
る
こ
と
は
Ａ
群
と
同
じ
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
Ａ
群
の
歌
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、「
布
勢
の
水
海
」
を
取

り
巻
く
景
を
具
体
的
に
詠
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
乎
布
の
浦
」
に
は
霞
が

た
な
び
き
、「
垂
姫
」
に
は
藤
波
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
藤
は
Ｂ
群

の
歌
で
も
詠
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
こ
で
は
、
都
か
ら
訪
れ
た
福
麻
呂
を
接
待
す
る

宴
に
お
い
て
「
布
勢
の
水
海
」
に
行
く
前
に
季
節
の
景
と
し
て
詠
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
布
勢
の
水
海
の
景
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
家

持
た
ち
官
人
の
心
を
慰
め
る
景
と
し
て
今
、
藤
波
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る１７

。

そ
れ
に
続
く
語
句
の
白
波
は
景
観
で
は
な
く
序
詞
と
し
て
都
恋
し
さ
へ
と
続
く

が
、
歌
に
お
け
る
視
線
は
舟
の
上
か
ら
浜
へ
と
む
け
ら
れ
て
お
り
、
布
勢
の
水
海

を
景
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
表
現
は
、
景

の
素
晴
ら
し
さ
を
春
秋
と
い
う
美
し
い
季
節
を
象
徴
す
る
言
葉
で
表
現
し
て
い

る
。
現
在
は
霞
と
藤
で
は
あ
る
が
、
こ
の
「
布
勢
の
水
海
」
は
い
つ
で
も
美
し
い

景
を
見
せ
て
く
れ
る
場
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
歌
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

家
持
は
こ
の
Ｃ
群
の
歌
に
よ
っ
て
「
布
勢
の
水
海
」
の
景
そ
の
も
の
を
意
識
し
て

詠
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
反
歌
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
反
歌
で
は
長
歌
で
詠

わ
れ
た
景
の
な
か
で
、
家
持
が
今
見
て
い
る
「
藤
波
の
花
の
盛
り
」
を
と
り
あ
げ

て
い
る
。
家
持
に
と
っ
て
「
布
勢
の
水
海
」
は
ど
の
季
節
に
お
い
て
も
官
人
と
し

て
の
愁
い
を
い
や
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
今
、
こ
の
季
節
に
心
惹
か
れ
る
の
は
藤

波
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
家
持
に
と
っ
て
「
布
勢
の
水
海
」
の

景
と
し
て
藤
波
が
意
識
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
ら
え
か
た
は

Ｃ
群
の
（
６
）
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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Ｃ
群
の
（
６
）
が
そ
れ
ま
で
の
歌
群
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
題
詞
に

「
藤
の
花
を
望
み
み
て
各
懐
を
述
べ
て
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ま

た
、
同
席
し
て
い
る
人
物
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
守
大
伴
宿
祢
家
持
、
次
官
内

蔵
忌
寸
縄
麻
呂
、
判
官
久
米
朝
臣
広
縄
、
久
米
朝
臣
継
麻
呂
と
い
う
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
。
久
米
朝
臣
継
麻
呂
は
官
職
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
判
官
久
米
朝
臣
広
縄

の
関
係
者
と
み
る
の
が
一
般
で
あ
る１８

。
こ
の
メ
ン
バ
ー
は
越
中
と
い
う
地
に
都
か

ら
や
っ
て
来
て
、
今
こ
の
地
に
い
る
官
人
と
い
う
よ
う
に
、
立
場
、
環
境
を
同
じ

く
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
官
人
で
あ
っ
て
も
、
Ｂ
群
の
福
麻
呂
の
よ
う
に
、

都
の
官
人
と
し
て
越
中
を
訪
れ
て
い
る
者
と
は
異
な
っ
た
状
況
に
い
る
メ
ン
バ
ー

と
い
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
越
中
と
い
う
場
に
存
在
し
て
い
る
者
、
言
い
換
え

れ
ば
越
中
の
景
を
日
常
的
に
見
て
い
る
者
に
よ
っ
て
四
首
は
詠
わ
れ
る
。
題
詞
に

あ
る
よ
う
に
今
、「
多
祜
の
湾
に
船
泊
り
し
て
」
一
同
は
「
布
勢
の
水
海
」
へ
と

目
を
む
け
て
い
る
が
、
そ
こ
で
選
ば
れ
た
景
が
水
辺
に
咲
く
藤
の
花
で
あ
っ
た
。

ま
ず
家
持
は
藤
波
を
水
海
に
映
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
詠
う１９

。
家
持
は
藤
波
を

通
し
て
水
海
そ
の
も
の
を
も
詠
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
波
が
美
し
い
こ

と
、
そ
れ
が
水
に
映
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
視
点
は
水
面
へ
と
む
け
ら
れ
る
が
、
そ

の
先
に
あ
る
の
は
、
沈
ん
で
い
る
石
を
も
玉
の
よ
う
に
見
せ
る
ほ
ど
に
清
ら
か
な

水
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
、
こ
の
地
を
訪
れ
た
福
麻
呂
は
石
を
家
へ
の
み
や
げ
と
し

た
い
と
詠
っ
た
が
、
家
持
は
玉
の
よ
う
に
見
え
る
物
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
家
持

が
作
り
上
げ
た
「
布
勢
の
水
海
」
の
景
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
続
く
内
蔵
忌

寸
縄
麻
呂
は
、
家
持
の
詠
う
水
に
映
っ
た
藤
を
更
に
「
底
さ
へ
に
ほ
ふ
」
と
し
、

藤
の
美
し
さ
を
清
ら
か
な
水
の
色
と
関
わ
ら
せ
て
詠
っ
て
い
る
。
家
持
は
藤
波
を

映
す
水
が
清
ら
か
な
の
で
石
を
も
玉
に
す
る
と
詠
う
が
、
内
蔵
忌
寸
縄
麻
呂
は
あ

く
ま
で
藤
波
を
使
い
、
水
海
が
美
し
く
輝
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
家
持
の

視
点
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
新
た
な
水
の
景
を
詠
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら

に
内
蔵
忌
寸
縄
麻
呂
は
そ
の
藤
波
を
も
う
一
度
地
上
に
戻
し
、「
か
ざ
す
」
と
し

て
い
る
。
こ
の
表
現
は
都
の
宴
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
内
蔵
忌
寸
縄
麻
呂

は
都
の
宴
を
共
通
認
識
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
美
し
い
藤
を
ま
だ
こ
の
景

を
「
見
ぬ
人
」
に
見
せ
た
い
と
い
う
。
題
詞
の
「
藤
の
花
」
は
こ
こ
で
、
都
と
越

中
を
つ
な
ぐ
も
の
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
首
目
の
久
米
朝
臣
広
縄
は
「
咲
け
る
藤
見
て
一
夜
経
ぬ
べ
し
」
と
し
、
藤
波

に
心
惹
か
れ
た
た
め
、
わ
ず
か
ば
か
り
滞
在
の
つ
も
り
が
一
夜
過
ご
し
た
と
い
う

褒
め
方
を
す
る
。
こ
こ
で
は
、
二
首
目
の
内
蔵
忌
寸
縄
麻
呂
が
地
上
に
咲
く
姿
と

し
て
詠
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
藤
波
の
姿
は
一
同
の
心
を
と
ら
え
離
さ
な

か
っ
た
花
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
一
同
は
こ
の
「
布
勢
の
水
海
」
に
咲
く
藤
波

を
見
て
去
り
が
た
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
藤
波
が
美
し
い
場
所
と
し
て
の
「
布

勢
の
水
海
」
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
い
継
が
れ
た
時
、
藤

波
は
「
布
勢
の
水
海
」
の
景
観
の
美
し
さ
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
三
首
目
の
歌
で
は
、
藤
波
を
通
し
て
官
人
た
ち
の
心
を

と
ら
え
た
景
を
詠
い
、
そ
の
前
に
詠
わ
れ
た
藤
波
を
改
め
て
と
ら
え
な
お
す
も
の

と
考
え
よ
い
だ
ろ
う
。
最
後
の
四
首
目
の
作
者
は
先
に
記
し
た
よ
う
に
経
歴
が
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
配
列
を
考
え
る
限
り
、
歌
表
現
に
つ
い
て

家
持
と
同
じ
認
識
を
も
つ
人
物
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
藤

波
は
旅
先
の「
仮
廬
」に
挿
す
風
流
な
物
と
な
っ
て
い
る２０

。
景
と
し
て
の
藤
波
は
、

こ
の
歌
で
都
の
風
流
な
も
の
を
形
作
る
も
の
と
変
わ
る
の
で
あ
っ
た
。
浦
を
め

ぐ
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
都
風
の
風
流
な
自
分
た
ち
を
、「
海
人
」
と
見
る
だ
ろ

う
か
と
詠
う
が２１

、
見
る
の
は
こ
の
土
地
の
人
で
あ
り
、
そ
の
視
線
を
む
け
る
人
と

今
、
藤
波
を
風
流
な
も
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
自
分
た
ち
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
て
都
の
官
人
と
し
て
、
歌
世
界
に
共
通
認
識
を
も
つ
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ

て
、
家
持
の
「
藤
の
花
を
望
み
見
、
各
懐
を
述
べ
て
」
作
る
と
い
う
目
的
は
成
し

遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｃ
群
（
６
）
に
お
い
て
「
遊
覧
」
は
美
し
い
藤
波

が
あ
る
「
布
勢
の
水
海
」
へ
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
で
詠

い
つ
ぐ
こ
と
で
、
家
持
は
藤
波
を
通
し
て
「
布
勢
の
水
海
」
を
多
面
的
に
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
水
海
の
景
を
歌
表
現
と
し
て
発
見
し
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
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お
わ
り
に

越
中
守
と
し
て
赴
任
し
た
家
持
は
、
越
中
の
景
と
し
て
は
「
布
勢
の
水
海
」
を

数
多
く
詠
っ
て
い
る
。
都
に
は
な
い
景
と
し
て
家
持
が
心
惹
か
れ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
目
に
映
っ
た
景
を
家
持
は
そ
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
景
と
し
て

歌
の
世
界
に
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
都
で
の
歌
世
界
の
共
通
認
識

が
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
が
、
家
持
は
そ
れ
を
も
基
と
し
な
が
ら
も
、
都
に
は

な
い
景
を
表
現
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
目
的
に
よ
っ
て
異

な
っ
た
表
現
は
、
家
持
が
景
を
歌
世
界
で
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
意
識

と
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
都
か
ら
遠
い
越
中
と
い
う
地
に
お
い
て
、
家

持
は
都
と
の
差
異
を
と
ら
え
つ
つ
も
、
決
し
て
そ
の
景
を
鄙
と
し
て
都
か
ら
切
り

離
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
物
理
的
遠
い
に
鄙
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
家

持
に
よ
っ
て
「
布
勢
の
水
海
」
は
都
の
歌
世
界
の
延
長
線
上
の
景
と
し
て
歌
世
界

に
存
在
し
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

１

こ
の
歌
数
に
つ
い
て
は
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
り
、
定
説
を
み
な
い
。

２

万
葉
集
に
お
け
る
、
遊
覧
と
は
、
小
尾
郊
一
氏
が
漢
詩
「
遊
覧
詩
」
の
影
響

を
う
け
て
お
り
、「
広
く
言
っ
て
自
然
の
環
境
に
遊
ぶ
詩
で
あ
る
」
と
さ
れ
る

が
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
自
然
の
景
物
を
楽
し
む
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。

小
尾
郊
一
氏
「
中
国
文
学
に
現
れ
た
自
然
と
自
然
観
」
岩
波
書
店

昭
和
三
七

年
３

針
原
孝
之
氏
は
、
中
国
詩
に
学
ん
だ
「
賦
」
の
意
識
に
よ
り
、
守
と
し
て
天

皇
の
命
令
の
ま
ま
統
治
す
る
遠
の
朝
廷
の
場
と
し
て
天
皇
の
代
行
者
と
と
し
て

政
治
を
行
た
め
に
王
権
の
讃
美
を
す
る
た
め
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
。「
越
中
三

賦
」『
家
持
歌
の
形
成
と
創
造
』
お
う
ふ
う

二
〇
〇
四
年

４

花
井
し
お
り
氏
は
こ
の
歌
群
の
前
の
家
持
邸
で
の
宴
席
歌
（
十
八
―
四
〇

三
二
〜
四
〇
三
五
）、
さ
ら
に
「
布
勢
の
水
海
」
に
行
っ
た
後
の
久
米
広
綱
邸

で
の
宴
席
歌
（
十
八
―
四
〇
五
二
〜
四
〇
五
五
）
を
「
福
麻
呂
を
饗
す
歌
」

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
宴
に
お
い
て
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
主
題
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
福
麻
呂
に
つ
い
て
旧
体
制
的
な
趣
の
歌
人
で
あ
っ
た
た
め
に
、

こ
の
宴
で
家
持
の
歌
の
方
法
を
理
解
し
学
ぼ
う
と
す
る
機
会
で
あ
っ
た
と
論
じ

ら
れ
る
。「
福
麻
呂
を
饗
す
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品

大
伴
家
持

（
一
）』
第
八
巻

和
泉
書
院

二
〇
〇
二
年

５

家
持
が
越
中
に
下
向
す
る
時
に
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

天
離
る

鄙
治
め
に
と

大
君
の

任
の
ま
に
ま
に

出
で
て
来
し（
以
下
略
）

十
七
―
三
九
五
七

大
君
の

任
け
の
ま
に
ま
に

ま
す
ら
を
の

心
振
り
起
こ
し

あ
し
ひ
き
の

山
坂
越
え
て

天
離
る

鄙
に
下
り
来
（
以
下
略
）

十
七
―
三
九
六
二

大
君
の

任
け
の
ま
に
ま
に

し
な
ざ
か
る

越
を
治
め
に

出
で
て
来
し

ま
す
ら
我
す
ら
（
以
下
略
）

十
七
―
三
九
六
九

大
君
の

命
恐
み

あ
し
ひ
き
の

山
野
障
ら
ず

天
離
る

鄙
も
治
む
る

ま
す
ら
を
や
（
以
下
略
）

十
七
―
三
九
七
三

６

橋
本
達
雄
氏
「
越
中
守
時
代
」『
大
伴
家
持
』
集
英
社

一
九
八
四
年

７

鴨
君
足
人
の
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

鴨
君
足
人
香
具
山
歌
一
首

天
降
り
つ
く

天
の
香
具
山

霞
立
つ

春
に
至
れ
ば

松
風
に

池
波
立
ち

て

桜
花

木
の
暗
茂
に

沖
辺
に
は

鴨
つ
ま
呼
ば
ひ

辺
つ
へ
に

あ
ぢ

む
ら
騒
き

も
も
し
き
の

大
宮
人
の

ま
か
り
出
て

遊
ぶ
舟
に
は

楫
棹

も

な
く
て
さ
ぶ
し
も

漕
ぐ
人
な
し
に

三
―
二
五
七

８

島
田
修
三
氏
「
布
勢
水
海
遊
覧
の
賦
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品

大
伴
家
持
（
一
）』
第
八
巻

和
泉
書
院

二
〇
〇
二
年

９

平
舘
英
子
氏
「
布
勢
水
海
遊
覧
作
歌
」

セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品

大
伴
家
持
（
二
）』
第
九
巻

和
泉
書
院

二
〇
〇
三
年



造られた風景 ―布勢の「水海」の発見―

９

１０

島
田
氏

注
８
に
同
じ

１１

杉
浦
一
雄
氏
は
こ
の
「
思
う
ふ
ど
ち
」
に
注
目
さ
れ
、
家
持
関
係
の
「
布
勢

の
水
海
」
に
四
例
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
家
持
が
「
都
を
離
れ
、
鄙
に
あ
る
と
い

う
疎
外
感
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
雅
を
解
す
る
友
を
求
め
」
て
「
連
帯
感
を
切

望
す
る
」
心
情
が
か
か
わ
る
と
指
摘
さ
れ
る
「
布
勢
水
海
遊
覧
歌
群
―
大
伴

家
持
と
『
思
ふ
ど
ち
』『
国
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
十
三
号

昭
和
六
一
年
三
月
」。
杉
浦
氏
の
指
摘
は
正
鵠
を
得
て
い
る
と
は
思
え
る
も
の

の
、
家
持
の
「
布
勢
の
水
海
」
に
関
す
る
す
べ
て
の
歌
群
に
こ
の
語
句
が
使
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
こ
の
語
句
が
使
わ
れ
て
い
る
歌
群
の
特
徴

と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１２

平
舘
氏

注
９
に
同
じ

１３

越
中
三
賦
と
さ
れ
る
も
の
は
天
平
十
八
年
に
下
向
後
、
翌
年
十
九
年
に
作
ら

れ
て
い
る
。

１４

花
井
し
お
り
氏
は
遊
覧
の
前
日
、
さ
ら
に
翌
日
の
宴
の
歌
か
ら
「
福
麻
呂
と

家
持
た
ち
は
お
互
い
の
歌
お
よ
び
そ
の
方
法
を
意
識
す
る
」
と
さ
れ
る
。
注
３

に
同
じ

１５

こ
の
歌
に
お
け
る
「
園
」
に
つ
い
て
和
田
徳
一
氏
は
「
園
」
と
い
う
地
に
早

く
い
き
た
い
と
す
る
。「『
梅
の
花
咲
き
散
る
園
』
私
考
」『
万
葉
』
第
七
号
（
昭

和
二
十
八
年
四
月
）、
ま
た
、
伊
藤
博
氏
は
古
歌
か
ら
考
え
古
歌
に
つ
い
て
述

べ
た
佐
佐
木
信
綱
氏
『
万
葉
集
評
釈
』
の
評
で
「
懐
か
し
い
人
の
音
信
を
待
ち

な
が
ら
、
春
風
に
梅
の
花
の
散
る
里
に
歩
を
運
ん
で
い
く
の
で
あ
る
」
を
う
け

て
「
心
は
ず
ま
せ
な
が
ら
の
ど
や
か
に
『
梅
の
咲
き
散
る
園
』
と
も
い
う
べ
き

『
布
勢
の
浦
』
に
参
り
た
い
と
い
っ
た
気
持
ち
を
示
す
も
の
」
と
し
て
こ
の
一

首
を
古
歌
と
し
て
活
用
し
た
と
説
明
す
る
（『
萬
葉
集
釋
注

九
』
の
こ
の
歌

の
釈
文

集
英
社

一
九
九
八
）、
ま
た
花
井
氏
は
こ
の
歌
の
「
行
く
」
と
「
待

つ
」
と
い
う
表
現
が
並
列
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
水
海
へ
行
く
期
待
と
都
の
人
の

待
つ
期
待
を
承
け
て
い
る
表
現
と
さ
れ
る
。（
注
３
に
同
じ
）

１６

吉
村
誠
氏

ま
す
ら
を
と
し
て
の
意
識

越
中
を
と
り
ま
く
も
の

羇
旅
歌
と
し
て
の
意
識

「
越
中
の
作
品
の
特
徴
」『
大
伴
家
持
と
奈
良
朝
和
歌
』お
う
ふ
う

二
〇
〇
一
年

１７

菊
池
威
雄
氏
は
歌
の
主
題
で
あ
る
「
藤
波
」
に
つ
い
て
そ
の
生
命
力
か
ら
藤

の
呪
力
か
ら
「
藤
の
信
仰
に
関
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
さ
れ

る
。
注
１５
に
同
じ

平
舘
英
子
氏
は
『
出
雲
国
風
土
記
』、『
応
神
記
』
の
例
を
ひ
き
藤
の
花
の
神
聖

を
と
ら
え
た
上
で
、
水
に
は
異
郷
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
を
説
話
か
ら
と
ら

え
「
日
常
の
世
界
か
ら
非
日
常
の
世
界
へ
と
む
か
う
」
も
の
が
こ
の
歌
群
で
あ

る
と
さ
れ
る
。「
藤
花
映
水
」『
説
話
論
集

六
』
清
文
堂
出
版

一
九
九
七
年

１８

久
米
朝
臣
継
麻
呂
は
万
葉
集
中
に
こ
の
一
首
の
み
を
残
す
。

『
萬
葉
集
釋

注
』
の
こ
の
歌
の
注
で
は
「
広
縄
の
家
族
の
者
か
」
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て

大
伴
旅
人
が
大
宰
府
に
家
持
を
伴
っ
た
り
、
遣
新
羅
大
使
阿
部
継
麻
呂
が
新
羅

に
次
男
を
伴
っ
た
例
を
あ
げ
る
。（『
萬
葉
集
釋
注

十
』集
英
社
一
九
九
八
年
）

１９

菊
池
威
雄
氏
は
家
持
の
「
御
言
持
ち
と
し
て
の
大
義
と
い
う
観
点
」
に
よ
り

「
越
中
の
花
を
歌
う
こ
と
は
越
中
を
王
権
の
輝
き
の
中
に
定
位
さ
せ
る
こ
と
」

と
さ
れ
「
藤
波
・
水
・
石
そ
れ
ら
が
玲
瓏
と
韻
き
あ
い
な
が
ら
美
的
世
界
を
構

築
し
て
い
る
歌
で
、
根
底
に
は
皇
権
に
よ
っ
て
輝
く
食
す
国
の
景
の
讃
美
と
い

う
理
念
が
流
れ
て
い
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。「
藤
波
の
影
―
大
伴
家
持
の
越
中

秀
吟
」『
日
本
文
学
』
五
一
号

二
〇
〇
二
年

２０

伊
藤
博
氏
は「
仮
廬
」は
旅
先
な
ど
で
一
夜
を
過
ご
す
仮
小
屋
と
し
た
上
で
、

「
実
際
は
、
藤
の
花
を
屋
根
に
挿
し
た
り
、
藤
の
花
蔭
に
休
ん
だ
り
し
た
こ
と

を
い
う
か
」
と
さ
れ
る
。『
萬
葉
集
釋
注

十
』
の
こ
の
歌
の
注

集
英
社

一
九
九
八
年

２１

都
人
が
旅
先
で
「
海
人
」
と
見
ら
れ
る
と
詠
う
こ
と
は
、
人
麻
呂
に
よ
っ
て

「
荒
栲
の
藤
江
の
浦
に
鱸
釣
る
海
人
と
か
見
ら
む
旅
行
く
我
を

三
―
二
五

二
」
と
詠
わ
れ
て
か
ら
、
旅
先
で
の
歌
の
類
型
と
な
っ
て
い
る
。

「
万
葉
集
」
の
表
記
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。




