
第
七

回

平
成

一
一十
六

(
一
一〇

一
四
)
年

十

一
月
十

五
日

西
宮
周
辺
の
和
歌
・
発
句
を
読
む

盛

田

帝

子

(も
り
た
・て
い
こ
)

は
じ
め
に

み
な
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
盛
田
帝
子
と
申
し
ま
す
。
今
回
は

「西
宮
周
辺
の
和
歌

・
発
句
を
読
む
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
、

み
な
さ
ま
に
な
じ
み
の
深

い
西
宮
市
の
名
所
を
詠
ん
だ
和
歌
や
発
句
を
鑑
賞
し
な
が
ら
、
古
来
こ
の
地
域
が
日
本
文
化
の

中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
享
受
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

西
宮
は
景
色
が
よ
く
、
古
く
よ
り
歴
史
や
文
化
に
彩
ら
れ
た
土
地
と
し
て
和
歌
に
繰
り
返
し
詠
ま
れ
、
人
々
に
親
し
ま

れ
て
き
た
名
勝
の
地
で
す
。
た
と
え
ば
、
藤
原
俊
成
が
判
を
し
て
、
建
安
二

(
一
一
七
二
)
年
に
道
因
に
よ

っ
て
広
田
神

社
に
奉
納
さ
れ
た

『
広
田
社
歌
合
』
に
は
、
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と
い
う
有
名
な
和
歌
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
西
宮
浜
か
ら
、
海
の
彼
方
を
見
渡
し
た
歌
で
す
。
は
る
ば
る
と
沖
を
見
渡
す

と
、
は
る
か
向
こ
う
の
空
の
青
さ
と
海
の
青
さ
が
ま
じ
り
あ
う
遠

い
水
平
線
の
辺
り
に
、
魚
を
獲
る
漁
師
た
ち
の
釣
舟
が

ま
ぎ
れ
こ
ん
で
ゆ
く
よ
う
に
見
え
る
と
い
う

「御
前
の
を
き

(沖
)
」
の
雄
大
な
景
色
を
描
い
た
歌
で
す
。

こ
の
歌
が
、
広
田
社
歌
合
で

「海
上
眺
望
」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「御
前
の
を
き
」
は
、
広
田
神
社

の
前
面
に
位
置
す
る
神
域
の
海
と
解
釈
し
て
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
下
の
句

の
表
現
は
、
神
域
の
海
だ
か
ら
こ
そ
の
雄

人
な
表
現
と
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

判
者

の
俊
成
は
こ
の
表
現
に
注
目
し
て

「文
字

つ
づ
き
う
る
は
し
く
く
だ
り
て
、
雲
居
に
ま
が
ふ
海
人
の
釣
舟
と
い
へ

る
末

の
句
も

い
と
よ
ろ
し
き
歌
と
こ
そ
き
こ
え
侍
れ
」
と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
神
域
の
海
な
ら
で
は
の
雄
大
な
風
景
の
中

で
魚
を
捕
る
漁
師
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る

一
首
で
、
こ
の
歌
も
西
宮
の
名
所
を
詠
ん
だ
古
歌
と
し
て
有
名
な
も
の
で
す
が
、

実
際
に
こ
の
地
を
訪
れ
た
事
が
な
い
人
々
は
、
西
宮
浜
か
ら
見
る
海
の
眺
望
を
、
和
歌
に
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ

で
享
受
し

て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
歌
こ
と
ば
が
作
る
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
交
通
が
発
達
し
た
現
代
と
比
較
す
る
と
、
比
べ
も
の

に
な
ら
な

い
く
ら
い
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

時
代
が
下

っ
て
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
西
宮
浜
は
、
桜
鯛
漁
で
有
名
な
場
所
だ

っ
た
よ
う
で
す
。
十
八
世
紀
に
刊

行
さ
れ
た

『摂
津
名
所
図
会
』
の
挿
絵
を
み
ま
す
と
、
桜
鯛
を

一
本
釣
り
に
す
る
漁
師
た
ち
が
描
か
れ
て
お
り
、
画
面
の
右

に
し
の
み
や
お
ま

へ
の
お
き

さ
く

ら
た

ひ

ゑ
び

ま

ンもり
ぶ
ろ
う

と

の

そ
め

よ

し
や

う

わ
が
く

に

め
い
さ
ん

も

ろ
こ
し

た
ひ

上
に

「
西
宮
御
前
懊

の
桜
鯛
は
、
蛭
子
三
郎
殿

つ
り
初
給
ひ
し
よ
り
世
に
賞
す
。

こ
れ
我
国
の
名
産
に
し
て
中
華
に
鯛
あ

そ
う

し

ょ
き

ヱ

あ
み

こ
り
や
う

つ
き

つ

か

ビ

う

り

う
を

い
た

ひ

み

る
事

い
ま
だ
聞
ず
、
惣
じ
て
諸
魚
と
も
に
網
に
て
漁
し
た
る
は
次
に
し
て
、
釣
り
に
か

㍉
り
た
る
魚
は
至

っ
て
美
味
な
り

ひ
と

か
た

に
し
の
み
や
お
ま
へ
の
お
き

と
人
の
語
り
き
」
と
、
著
者
の
秋
里
籠
島
に
よ

っ
て
、
西
宮
御
前
漢
で

一
本
釣
り
に
す
る
桜
鯛
は
大
変
美
味
し
い
と
の
解
説
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が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

春
泉
が
描

い
た
挿
絵
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う

(図
1
)
。
前
景
い
っ
ぱ

い
に
大
き
な

一
艘
の
釣
り
船
が
描
か
れ
、
手
前

に
小
舟
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
鯛
を

一
本
釣
り
す
る
漁
師
た
ち
の
活
気
あ
る
様
子
が
細
や
か
に
描
か
れ
て
い

ま
す
。
視
点
を
遠
く
に
転
じ
る
と
、
沖

の
彼
方
に
は
帆
掛
け
舟
の
帆
が
沢
山
描
か
れ
て
い
ま
す
。
頼
実
な
ど
の
古
歌
で
描

か
れ
て
き
た
、
空
と
神
域
の
海
の
あ
わ
い
に
海
人
の
釣
り
船
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
ゆ
く
様
子
が
、
帆
掛
け
船
の
帆
を
海
の
彼

方
に
沢
山
描
く

こ
と
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
古
来
、
神
域
と
し
て
人
々
に
理
解
さ
れ
、
神
様
の
ご
加

護
を
受
け
て
い
る
西
宮
浜
の
活
気
が
、
次
々
と
桜
鯛
を
釣
る
漁
師
た
ち
の
躍
動
を
通
し
て
活
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

か
ぶ
と
や
ま

く
く

つ
し

西
宮
市
に
は
古
来
、
西
宮
浜
以
外
に
も
西
宮
神
社
や
廣

田
神
社
、
甲
山

(
図
2
)
、
西
宮

の
偲
儲
師

(
図
3
)
、
武
庫
川

つ

い

か

の
お
か
し
の
宮
、
鳴
尾
の
西
瓜
な
ど
、
名
所
や
名
産
に
つ
い
て
の
多
く
伝
承
が

つ
た
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な

土
地

の
名
所
や
名
産
が
、
地
元
の
人
々
の
み
で
な
く
、
全
国
的
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き

っ
か
け
に
、
江
戸
時

め

い

し

ょ

ず

え

代
に
出
版
さ
れ
た
名
所
図
会
類
の
存
在
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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大阪市立 図書館デジタルアーカイプより(http://image.oml.city,osaka」gjp/archive/)
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(図1)御 前漢

秋里離島/著 ・竹原春朝斎/図画 『摂津名所図会 武庫郡 ・菟原郡』1796年 刊より
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(図3)西 宮の 偲 儘 師

秋 里 籠 島/著 ・竹 原 春 朝 斎/図 画 「摂 津 名 所 図会 武 庫 郡 ・菟 原 郡 』

1796年 刊 よ り

大阪市立図書館デジタルアーカイブより(http://「mage。omLcity.osaka」glp/archive/)
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名
所
を
活
写
し
た
旅
行
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

『摂
津
名
所
図
会
』

江
戸
時
代
に
な
る
と
各
地
で
産
業
が
発
達
し
、
人
々
の
生
活
水
準
も
上
が

っ
て
ゆ
き
ま
す
。
人
々
は
武
力
の
代
わ
り
に

藩
校
や
寺
子
屋
な
ど
に
通

っ
て
読
み
書
き
能
力
を
身
に
付
け
、
実
生
活
で
役
立
つ
教
養
を
学
び
、
文
化
を
担
う
底
力
が
庶

民
層
に
ま
で
浸
透
し
ま
し
た
。
交
通
網
が
整
備
さ
れ
た
お
か
げ

で
人
々
の
間
で
旅
行
が
流
行
し
、
全
国
各
地
の
名
所
を
た

ず
ね
た
人
々
に
よ

っ
て
沢
山
の
紀
行
文
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
生
活
水
準
の
向
上
と
人
々
の
間
に
浸
透
し

た
教
養
は
、
や
が
て
出
版
文
化
の
隆
盛
を
も
た
ら
し
ま
す
。
文
字

の
読
み
書
き
が

で
き
る
人
々
が
、
写
本
と
違

っ
て
比
較

的
安
価
に
、
容
易
に
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
浮
世
絵
や
名
所
図
会
類
を
購
入
し
、
日
本
全
国
の
名
所
を
、
錦
絵
や
和

歌

・
和
文

・
発
句

・
挿
絵
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
旅
行
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
名
所
図
会
類
の

流
行

で
す
。
寛
政
～
天
保
期
に
か
け
て
約
七
十
種
類
の
名
所
図
会
類
が
刊
行
さ
れ
た
と

い
い
ま
す
か
ら
、
ま
さ
に
旅
に
あ

こ
が
れ
て
い
た
江
戸
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
格
好
の
出
版
物
だ

っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
名
所
図
会
類
が
流
行
し
た
今
か
ら
二
百
二
十
年
ほ
ど
前
の
江
戸
時
代
中
期
、
西
宮

の
名
所
は
、
ど

の
よ
う
に
描

か
れ
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
西
宮
を
ま
だ
訪
れ
た
こ
と
の
な

い
江
戸
時
代
の
人
々
は
、
西
宮
を
ど

の
よ
う
な

場
所
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
さ
き
ほ
ど

「御
前
懊
」
の
挿
絵
で

掲
げ
た
、
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
旅
行
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
、
秋
里
饒
島
著

『
摂
津
名
所
図
会
』
(寛
政
八

(
一
七
九
六
)
年

～
十

(
一
七
九
八
)
年
刊
)
で
す
。
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大
田
南
畝
も
参
考
に
し
た

『摂
津
名
所
図
会
』

お
お

た

な

ん

ぽ

『摂
津
名
所
図
会
』
が
、
摂
津
国
を
訪
れ
る
人
々
の
旅
行
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
大
田
南
畝

あ
し

の
在
坂
日
記

『藍
の
若
葉
』
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
南
畝
は
、
戯
作
者

・
狂
歌
作
者
と
し
て
有
名
な
江
戸
の
文
人
で
、

雅
文
芸
に
も
俗
文
芸
に
も
通
じ
て
い
た
江
戸
文
壇
の
大
御
所
。
松
平
定
信
の
寛
政
の
改
革
を
機
に
戯
作
者
と
し
て
の
活
動

を
や
め
、
官
吏
と
し
て
の
生
活

に
主
軸
を
お
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
享
和
元

(
一
八
〇

一
)
年
、
五
十
三
歳
の
時
に
は
、

江
戸
幕
府
の
支
配
勘
定
役
と
し
て
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
年

の
正
月
十

一
日
に
、
大
坂
銅
座
詰
を
拝
命
し
、
二
十
七

日
に
大
坂
に
向
け
て
江
戸
を
出
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
坂
に
赴
任
す
る
と
、
仕
事
の
間
を
縫
う
よ
う
に
、
天
王
寺

の
古
刹
、
高
津
、
生
玉
神
社
、
天
満
天
神
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
所
を
見
物
し
て
い
ま
す
。

ヨネ　く

閣
(図4)「 摂 津 名 所 図会 武 庫 郡 ・

菟 原 郡 』表 紙

秋里 籠 島/著1796年 刊

大阪市立図書館デジタルアーカイプより
(http//lmageomlc【tyosakalglp/
a「Gh【ve/)

(図5)大 田南 畝 肖像 画

『近 世 名 家 肖 像 』東 京 国 立 博 物

館 蔵 より

(http//webarch【vestnmlp/)
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次
に
挙
げ
る
の
は
、
三
月
廿
五
日
の

『藍
の
若
葉
』
の
記
事

の

一
部
で
す
。

こ
の
日
は

「朝
雨

昼
晴

夕
陰
晴
不
定
」

と
あ
り
、
朝
は
雨
が
降

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
雨
が
晴
れ
て
昼
に
太
陽
が
顔
を
出
し
て
か
ら
、
南
畝
は
、
野
田
の
藤

を
見
よ
う
と
人
坂
の
町
に
散
策
に
出
か
け
て
い
ま
す
。
過
書
町
、
梶
木
町
、
船
町
橋
を
渡

っ
て
玉
水
町
、
筑
前
橋

・
田
蓑
橋

を
渡

っ
て
梅
田
橋
を
渡
り
、
上
の
天
神
の
開
帳
を
見
て
裏
門
か
ら
出
、
上
福
島

の
中
天
神
を
遥
拝
し
て
か
ら
野
田
の
白
藤

を
見
て
、
茶
屋
に
寄
り
、
上
福
島
に
向
か
い
妙
徳
寺
を
訪
ね
て
い
ま
す
。

妙
徳
寺
、
黄
奨
宗
な
り
。
堂
の
う
ち
に
五
百
羅
漢

あ
り
。
客
殿
に
万
福
殿
と
い
へ
る
額
あ
り
。

乙
巳
年
孟
秋
吉
日
黄
奨
隠
一兀
老
人
書
と
あ
り
、
聯
あ
り
。
名
所
図
会
に
く
は
し
。

久
安
寺
鉄
梅
、
庭
に
梅
の
木
あ
り
。
小
き
寺
な
り
。
そ
れ
よ
り
麦
畑
を
つ
た
ひ
て
左
の
か
た
に
ゆ
く
。

小
流
の
橋
を
わ
た
り
て
了
徳
院
に
い
た
る
。
池
に
杜
若
ざ
か
り
な
り
。
紫
の
藤
棚
あ
り
。

白
き
藤
も
あ
り
。
白
き
は
ふ
ざ
み
じ
か
く
、
花
大
な
り
。
め
づ
ら
し
き
藤
也
。

浦
江
村

・
大
仁
村
の
か
た
に
ゆ
く
道
あ
り
し
を
ゆ
か
ず
し
て
、
た
ゴ
ち
に
ゆ
け
ば
、

梅
田
の
墓
所
に
い
た
れ
り
。
火
葬
の
場
な
り
。

名
所
図
会
に
、
浦
江
村
、
杜
若
の
名
所
と
あ
り
。
(岩
波
書
店

『
大
田
南
畝
全
集
』
第
八
巻
)
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妙
徳
寺
は
、
黄
奨
宗
の
寺
で
堂
の
う
ち
に
五
百
羅
漢
を
安
置
し
て
お
り
、
客
殿
に

「万
福
寺
」
と
揮
毫
し
た
隠
元
の
額
が

あ
り
、
聯
も
あ

っ
た
と
南
畝
は
記
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
、

こ
の
妙
徳
寺
の
こ
と
が
詳
し
く
掲
載
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
、
隣
接
す
る
久
安
寺
の
梅
の
木
を
見
て
、
麦
畑
を
伝

っ
て
進
み
、
橋
を
渡

っ
て
了

徳
院
に
到
着
。
池
に
は
、
杜
若
が
今
を
盛
り
と
咲
き
誇

っ
て
お
り
、
紫
の
藤
棚
が
あ
る
。
房
は
短
い
け
れ
ど
も
花
の
大
き

な
珍
し
い
白
藤
も
あ
る
と
見
聞
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
浦
江
村
・大
仁
村
に
行
く
道
が
あ

っ
た
が
、
そ
ち
ら

へ
は
行
か
ず
、

ま

っ
す
ぐ
に
ゆ
く
と
梅
田
の
墓
所
に
着

い
た
。
火
葬
場
の
あ
る
墓
所
で
あ
る
と
い
い
、
行
か
な
か

っ
た
浦
江
村
は
、
『摂
津

名
所
図
会
』
に
よ
れ
ば
、
杜
若
の
名
所
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。

大
坂
に
赴
任
し
て
か
ら
の
南
畝
は
、
多
忙
な
公
務
を
縫
う
よ
う
に
し
て
、
毎
日
の
よ
う
に
人
坂
の
名
所
を
た
ず
ね
歩
き

回
っ
て
い
ま
す
。
『藍
の
若
葉
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
挙
げ
た

『摂
津
名
所
図
会
』
や

『摂
陽
群
談
』
『難
波
鑑
』
な
ど

の
地
誌

・
旅
行
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
を
参
考
に
し
な
が
ら
計
画
を
立
て
、
人
坂
の
名
所
を
訪
ね
歩
き
、
時
に
は
、
こ
れ
ら
の
ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク
を
携
帯
し
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
『摂
津
名
所
図
会
』
は
、
江
戸
の
南
畝
に
と

っ
て
不
慣
れ
な
摂
津

国
を
探
訪
す
る
と
き
の
心
強

い
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
南
畝
は

『藍

の
若
葉
』
と
い
う
日
記
に
、

た
ま
た
ま

『摂
津
名
所
図
会
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
大
坂
の
町
を
歩
き
ま
わ

っ
た
こ
と
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
が
、
当
時
の

人
々
も

『
摂
津
名
所
図
会
』
を
こ
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
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『摂
津
名
所
図
会
』
に
描
か
れ
た
西
宮
の
鳴
尾

江
戸
時
代
の
人
々
が
活
用
し
て
い
た

『摂
津
名
所
図
会
』
に
、
現
在
、
西
宮
市
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
地
域
の
名
所
は
ど

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て

「武
庫
郡
の
鳴
尾
」
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
描
か
れ

た
挿
絵
や
和
歌
、
発
句
な
ど
を
鑑
賞
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

な
る
お

の
ゆものと

な
る
お
の
ひ

と

つ
ま

つ

『摂
津
名
所
図
会
』
武
庫
郡
の
目
次

(図
6
)
を
開
く
と
、
鳴
尾
に
関
す
る
名
所
や
名
産
と
し
て
、
鳴
尾
里
、
鳴
尾

一
松
、

め

い
さ
ん

な

る
お
弓

い
く

は

な
る
お

の
と
ま

り

名
産
鳴
尾
西
瓜
、
鳴
尾
泊
な
ど
が
出
て
き
ま
す
。
江
戸
時
代
中
期
に
は
、
鳴
尾
が

一
松
や
西
瓜
な
ど
で
有
名
な
地
域
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

本
文

を

見
て
み
ま
し
ょ
う

(図

7
)
。
鳴
尾
里

に
関
し

て
は
、

な
る
お
の
ざ
と

な

る
お

や

む
ら

鳴
尾
里

小
松
の
西
、
鳴
尾
村
を
い
ふ
な
る
べ
し
。
又
成
尾
と
も
書
す
。
属
邑
八
村
あ
り
。

新
拾
遺

常
よ
り
も
秋
に
な
る
尾
の
松
風
は
分
て
身
に
し
む
物
に
ぞ
有
け
る

西
行
法
師

夫
木

や

㌧
寒
き
な
る
お
の
里
の
秋
風
に
波
か
け
衣
う
た
ぬ
日
は
な
し

為
家
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(図7)『摂津名所図会』本文
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と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
鳴
尾
は
、
現
在
の
西
宮
市
の
武
庫
川
河
口
西
岸
付
近
を

い
い
、
古
来
、
摂
津
国
の
歌
枕
と
し
て

有
名
な
場
所
で
し
た
の
で
、
京
の
都
に
住
む
歌
人
た
ち
に
と

っ
て
も
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
馴
染
み
あ
る
場
所
で
あ

っ

た
よ
う
で
す
。
『摂
津
名
所
図
会
』
の
著
者
の
秋
里
籠
島
も
京
都
の
人
で
、
安
永
～
文
政
年
間

(
]
七
七
ニ
ー

一
八
三
〇
)
に
、

名
所
案
内
書
や
読
本
や
俳
譜
入
門
書
な
ど
を
出
版
し
て
活
躍
し
た
人
で
す
が
、
歌
枕
と
し
て
有
名
な
鳴
尾
里
に
関
し
て
は
、

実
際
に
訪
れ
た
こ
と
は
な
く
、
当
時
の
文
献
で
こ
の
部
分
の
解
説
を
書

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
小
松
村
の
西
側
に
あ

る
鳴
尾
村
の
こ
と
を

「鳴
尾
里
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
、
「鳴
尾
」
を

「成
尾
」
と
も
表
記
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ

と
記
し
て
い
ま
す
。

引
用
し
て
い
る
の
は
西
行
法
師
と
為
家
の
和
歌
で
す
。
西
行
法
師
の
和
歌
は
、
『
新
拾
遺
和
歌
集
』
秋
歌
上

(
『新
編
国
歌

大
観
』
)
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

一
一=

四

秋
の
は
じ
め
な
る
を
と
い
ふ
所
に
て
よ
め
る

西
行
法
師

つ
ね
よ
り
も
秋
に
な
る
を
の
松
風
は
わ
き
て
身
に
し
む
物
に
ぞ
有
り
け
る

詞
書
に
、
秋

の
初
め
に
、
鳴
尾
と
い
う
所
で
詠
ん
だ
、
と
あ
り
ま
す
。
西
行
は
、
鳴
尾
の
浦

の
松
風
を
聴
き
な
が
ら
、

松
風
が
い
つ
も
よ
り
も
と
り
わ
け
て
身
に
し
み
て
哀
れ
に
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
い
ま
す
。
西
行

の
感
じ
る
鳴
尾
の
浦
の
松

風
の
哀
れ
さ
と
は
、
ど

こ
か
ら
く
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
籠
島
は

「鳴
尾
里
」
に
続
け
て
、
鳴
尾
の

一
つ
松
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
記
述
し
ま
す
。
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鳴
尾

一
ツ
松

今
ざ
だ
か
な
ら
ず
。
古
歌
に
詠
ず
。

拾
玉

我
身
こ
そ
鳴
尾
に
た
て
る

一
ツ
松
よ
く
も
あ
し
く
も
又
た
ぐ
ひ
な
し

慈
鎮

籠
島
は
、
『
拾
玉
和
歌
集
』
に
入
集
し
て
い
る
慈
鎮
の
歌
を
引
用
し
て
、
十
八
世
紀
の
今
で
は
、
本
当
か
ど
う
か
確
か
め

よ
う
が
な
い
が
、
慈
鎮

(
一
一
五
五
～

=

一二
五
年
)
の
頃
に
は
、
鳴
尾
の
浦
に
は
、
「
一
ツ
松
」
と
い
う
松
が

一
本
だ
け

立

っ
て
い
た
よ
う
だ
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

「
一
ツ
松
」
に
つ
い
て
は
、
中
世
以
降
に
編
集
さ
れ
た

『歌
枕
名
寄
』
の
中
に
も
登
場
し
ま
す
。
『歌
枕
名
寄
』
は
、
日
本

国
内
の
歌
枕
を
三
六
巻
に
部
類
し
、
歌
枕
ご
と
に
例
歌
を
挙
げ
た
名
所
歌
集
な
の
で
す
が
、
そ
の
中
に

「鳴
尾
」
を
詠
ん
だ

も
の
と
し
て
、
以
下
の
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

無
友
松

俊
頼
朝
臣

四
四

一
〇

な
る
を
な
る
友
な
き
松
の
つ
れ
づ
れ
と
ひ
と
り
も
く
れ
に
た
ち
に
け
る
か
な

一
株
松

雪

中
務
卿
親
王

四
四

一
一

ざ
ら
で
だ
に
ざ
び
し
く
み
え
し

一
も
と
の
な
る
を
の
松
に
雪
ふ
り
に
け
り

西
行

四
四

[
二

つ
ね
よ
り
も
秋
に
な
る
を
の
松
風
は
わ
き
て
身
に
し
む
物
に
ぞ
有
り
け
る

(『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
)
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慈
鎮
が

コ

ツ
松
」
と
表
現
し
た
鳴
尾
の
松
は
、
俊
頼
朝
臣
に
は

「無
友
松
」
と
い
う
題
で
、
友
の
い
な
い
た

っ
た
ひ
と

り
で
立

つ
松
と
し
て
表
現
さ
れ
、
中
務
卿
親
王
に
は

コ

株
松
」
と
い
う
題
で
、

一
つ
だ
け
離
れ
て
立

っ
て
い
る
寂
し
く

見
え
る
松
の
木
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
歌
枕
と
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
鳴
尾
の
浦
の
松
は
、
た

っ
た

一
本
だ
け
で

立

っ
て
い
る
孤
高
の
松
だ

っ
た
よ
う
で
す
。

鳴
尾
の
浦
の
孤
高
の
松
を

三

ツ
松
」
と
し
て
表
現
し
た
慈
鎮
と
同
時
代
を
生
き
た
西
行
で
す
が
、
そ
の
西
行
が
感
じ
た

鳴
尾
の
浦
の
松
風
の
哀
れ
さ
も
、
た

っ
た

]
本
だ
け
孤
高
に
立

っ
て
い
る
松
風
を
聴
い
て
の
感
慨
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
西
行
が
自
分
の
生
涯
と
鳴
尾
の

一
本
松
を
重
ね
合
わ
せ
た
時
、
と
り
わ
け
て
、
そ
の
松
風
の
孤
高
の
響
き
が
身
に

し
み
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
西
行
の
歌
の

「秋
に
な
る
を
の
松
風
」
は
、
季
節
が
秋
に

「な
る
」
と
い

う
意
味
と

「鳴
尾
」
の

「な
る
」
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
『新
拾
遺
和
歌
集
』
に
入
集
し
て
い
る
西
行
法
師
の
和
歌
は

『歌

枕
名
寄
』
に
も

「鳴
尾
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
歌
枕

「鳴
尾
」
が
西
行
法
師
の
歌
な
ど
を
お
手
本
と

し
て
後
代
の
歌
人
た
ち
に
繰
り
返
し
詠
ま
れ
、
「鳴
尾
」
が
、
西
行
の
歌
の
わ
び
し
い
松
風
の
イ
メ
ー
ジ
で
定
着
し
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
籠
島
が
西
行
の
こ
の
歌
を

「鳴
尾
里
」
の
歌
と
し
て
引
用
し
た
の
も
、
「鳴
尾
里
」
が
、
古
来
、

一

本
松
で
有
名
な
伝
統
の
あ
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
世
の
中
に
広
く
伝
え
た
い
と
思

っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

寂
し
げ
な

一
本
松

の
あ
る
鳴
尾
の
浦
の
景
気
が
歌
枕
と
し
て
の
鳴
尾
の
メ
ー
ジ

で
し
た
が
、
江
戸
時
代
の
鳴
尾
は
、
西

瓜
の
産
地
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

め
い
ざ
ん
な

る
お
す

い
か

名
産
鳴
尾
西
瓜
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な
る
お
す
い
く
は
は
た

『摂
津
名
所
図
会
』
の
初
版
本
に
石
田
幽
汀
の
描
い
た
鳴
尾
西
瓜
畑
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す

(
図
8
)
。
暑

い
夏
の
最
中
に

鳴
尾
の
ス
イ
カ
畑

で
の
作
業
を
終
え
た
後
の
農
夫
た
ち
が
、
大
き
な
木
の
陰
に
、
大
き
な
か
ご

二
つ
に
い
っ
ぱ

い
に
収
穫

し
た
ス
イ
カ
を
入
れ
て
、
ひ
と
と
き
の
涼
を
と

っ
た
り
、
汗
を
拭
い
た
り
、
収
穫
し
た
ス
イ
カ
を
包
丁
で
力
を
入
れ
て
切

っ

た
り
、
ス
イ
カ
に
か
ぶ
り

つ
い
た
り
し
て
い
る
様
子
が
生
き
生
き
と
活
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
画
面
の
左
上
に
は
、
饒
島
の

詠
ん
だ
発
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
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(図8)鳴 尾西瓜畑

秋里籠島/著・竹原春朝斎/図 画 『摂津名所図会 武庫郡 ・菟原郡』1796年 刊
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は
ら

な

る
お

す
い
く
は

ひ
い
や
り
と
腹
も
鳴
尾
の
西
瓜
か
な

籠
島

夏
の
暑
い
さ
な
か
の
冷
え
た
ス
イ
カ
は
何
よ
り
の
ご
馳
走
で
す
。
水
分
を
多
く
含
ん
だ
ひ
ん
や
り
と
甘

い
鳴
尾
の
ス
イ

カ
を
想
像
す
る
だ
け
で
、
お
腹
が
減

っ
て
鳴

っ
て
し
ま
う
と
い
う
感
慨
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

め

い
さ
ん
な

る
お

つ

い
く
は

先
ほ
ど
掲
げ
ま
し
た
本
文
を
見
ま
す
と
、
「名
産
鳴
尾
西
瓜
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

め
い
さ
ん
な
る
お
す

い
く
は

名
産
鳴
尾
西
瓜

鳴
尾
村
よ
り
多
く
出
る
。
上
品
と
す
。

つ
め

つ
て
は
こ

㌧
ろ
の
し
れ
ぬ
西
瓜
か
な

加
賀
女

珈
涼

あ
と

あ

だ

ち

西
瓜
く
ふ
跡
は
安
達
が
原
な
れ
や

其
角

出
女
の
口
紅
お
し
む
西
瓜
か
な

支
考
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籠
島
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
鳴
尾
村
は
、
品
質
の
よ
い
高
級
ス
イ
カ
が
沢
山
と
れ
る
場
所
だ

っ
た
よ
う
で
す
。
鳴
尾
産
の

ス
イ
カ
と
し
て
特
定
さ
れ
た
ス
イ
カ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
詠
ま
れ
た
ス
イ
カ
の
発
句
を
三
句
、
籠
島
は
挙

あ
と

あ
だ

ち

げ
て
い
ま
す
。
三
句
の
中
で
も

「西
瓜
く
ふ
跡
は
安
達
が
原
な
れ
や
」
と
い
う
其
角

の
句
は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
す
。

あ

だ

ろ

 「安
達
が
原
」
は
現
在
の
福
島
県
二
本
松
市
、
安
達
太
良
山
南
東
麓
の
二
本
松
安
達
ケ
原
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
歌
枕

で
、
『
大
和
物
語
』
五
十
八
段
に
、
平
兼
盛
が
土
地
に
伝
わ
る
黒
塚
伝
説

(黒
塚
に
鬼
が
こ
も

っ
て
い
る
)
を
踏
ま
え
て
詠

ん
だ
歌
が
出
て
き
ま
す
。



お
な
じ
兼
盛
、
陸
奥

の
国
に
て
、
閑
院
の
三
の
み
こ
の
御
む
す
ご
に
あ
り
け
る
人
、

り
。
そ
の
む
す
め
ど
も
に
お

こ
せ
た
り
け
る
。

み
ち
の
く
の
安
達
が
原
の
黒
塚
に
鬼
こ
も
れ
り
と
聞
く
は
ま
こ
と
か

と
い
ひ
た
り
け
り
。

(小
学
館

新
編
古
典
文
学
全
集

『
大
和
物
語
』
よ
り
)

黒
塚
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
住
み
け

清
和
天
皇
皇
子
貞
元
親
王
の
第
三
子
の
息
子
で
あ
る
源
重
之
が
、
陸
奥
国
の
黒
塚
に
住
ん
で
い
ま
す
。
重
之
に
は
娘
た

ち
が
お
り
、
兼
盛
は
、
奥
深
く
住
ん
で
い
る
娘
た
ち
を
、
黒
塚
伝
説
の
鬼
に
な
ぞ
ら
え
て
た
わ
む
れ
に

「
陸
奥

の
安
達
が

原
の
黒
塚
に
鬼
が
籠

っ
て
い
る
と
き
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
本
当
で
す
か
」
と
和
歌
で
き
き
、
娘
を
も
ら
い
た
い
と
願
う
冒
頭

あ

だ
ち

部
分
で
す
。

こ
の
歌
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
「安
達
が
原
」
は
歌
枕
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
ゆ
き
ま
す
。

そ
の
後
、
中
世
に
は
謡
曲

「安
達
原
」
(
「黒
塚
」
)
で
安
達
原
の
鬼
女
伝
説
が
広
ま

っ
て
ゆ
き
ま
す
。
「安
達
原
」
は
黒
塚

伝
説
を
踏
ま
え
た
以
下
の
よ
う
な
お
話
に
な
り
ま
す
。
廻
国
行
脚
す
る
山
伏
、
東
光
坊
祐
慶
が
陸
奥
国
の
安
達
が
原
で
行

き
暮
れ
て
し
ま

い
、

一
軒
家
に
宿
を
求
め
ま
す
。
家
に
は
ひ
と
り
の
老
婆
が

い
て
、
た
き
火
の
た
め
の
薪
を
取
る
た
め
に

山

へ
出
か
け
ま
す
。
老
婆
は
出
か
け
る
前
に
、
自
分
の
留
守
中
に
閨
の
中
を
見

て
は
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
出
て
行
く
の
で
す

が
、
同
行
し
て
い
た
僧
が
中
を
覗

い
て
し
ま

い
ま
す
。
僧
か
ら
知
ら
さ
れ
た
山
伏
が
中
を
覗
い
て
み
る
と
、
死
骸
が
い
く

つ
も
積
み
重
な
り
、
つ
ら
な
り
続

い
て
い
ま
す
。
山
伏
は
、
こ
れ
が
安
達
原
の
黒
塚
の
鬼
の
す
み
か
だ

っ
た
と
気
づ
き
逃

げ
る
の
で
す
が
、
老
婆
は
鬼
の
姿
と
な
り
山
伏
を
食
い
殺
そ
う
と
追

っ
て
き
ま
す
。
山
伏
は
そ
の
鬼
を
祈
り
伏
せ
て
消
滅

さ
せ
る
と
い
う
話
で
す
。

こ
の
作
品
は
広
く
世
の
中
に
流
布
し
、
こ
の
後

の
文
芸
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
ゆ
き
ま
す
。
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あ
と

あ

だ
ち

江
戸
時
代
の
人
々
は
教
養
と
し
て
謡
曲
を
そ
ら
ん
じ
て
い
る
人
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
其
角

の

「西
瓜
く
ふ
跡
は
安
達

が
原
な
れ
や
」
も
謡
曲

「安
達
原
」
を
下
敷
き
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
。
夏
の
暑

い
盛
り
に
甘
く
冷
え
た
真

っ
赤
な
西

瓜
を
夢
中
で
食
べ
散
ら
か
し
た
跡
が
、
ま
る
で
、
安
達
が
原
の
鬼
女
が
人
を
食
べ
て
血
肉
の
散
乱
し
た
あ
り
さ
ま
の
よ
う

あ

だ
ち

だ
と
詠
ん
だ
の
で
す
。
人
々
が
夢
中
で
ス
イ
カ
を
食
べ
た
あ
と
の
惨
状
を
謡
曲

「安
達
が
原
」
の
場
面
と
重
ね
た
趣
向
は
、

凡
人
に
は
思

い
つ
か
な
い
秀
逸
な
見
立
て
で
す
。
お
い
し
く
て
真

っ
赤
な
西
瓜
と
人
肉
…
奇
警
な
見
立
て
だ
か
ら
こ
そ
の

面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、

こ
の
発
句
が
詠
ま
れ
た
後
の
宝
暦
十
二

(
一
七
六
二
)
年
九
月
に
は
、
四
段
目
の
安
達
原
の

「
一
つ
家
」
の

あ
た

ち

場
面
に
謡
曲

「安
達
が
原
」
の
鬼
女
伝
説
を
取
り
入
れ
て
脚
色
し
た
、
近
松
半

二
・
竹
田
和
泉

・
北
窓
後

一
・
竹
本
三
郎
兵
衛

の
合
作
で
あ
る
浄
瑠
璃
義
太
夫
節

『奥
州
安
達
原
』
が
、
竹
本
座
で
初
演
さ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
人
々
は
、
安
達
原
の
鬼

女
伝
説
を
視
覚
的
に
も
聴
覚
的
に
も
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
ゆ
く
の
で
す

(図
9
)
。

『摂
津
名
所
図
会
』
が
出
版
さ
れ
た
当
時
、
謡
曲

「安
達
原
」
(
「黒
塚
」
)
や
浄
瑠
璃

『
奥
州
安
達
原
』
に
よ
っ
て
、
江
戸
時

代
の
人
々
は
、
安
達
が
原
に
は
人
を
喰
う
鬼
女
が
い
る
と
い
う
伝
承
を
身
近
な
も
の
と
し
て
知

っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

其
角

の
句
を
詠
む
と
、
人
々
が
無
我
夢
中
で
ス
イ
カ
を
食
べ
る
様
子
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
鳴
尾
の
ス
イ
カ

は
、
鬼
女
が
人
を
食

い
散
ら
す
よ
う
に
、
す
べ
て
を
忘
れ
て
夢
中
に
な

っ
て
食
べ
て
し
ま
う
ほ
ど
赤
く
て
甘
く
て
み
ず
し

く
お
い
し

い
。
籠
島
が
其
角
の
発
句
を
掲
載
し
た
の
は
、
鳴
尾
の
ス
イ
カ
の
魅
力
を
、
ま
だ
鳴
尾
を
訪
れ
た

こ
と
の
な

い

人
々
、
鳴
尾
の
ス
イ
カ
を
食
べ
た
こ
と
の
な
い
人
に
も
、
広
く
伝
え
た
い
と
い
う
ね
ら
い
が
あ

っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
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古
来
、
訪
れ
た

こ
と
の
な
い
人
々
に
も
、
歌
枕
と
し
て
、
文
献
に
あ
ら
わ
れ
歌
に
詠
ま
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
知
ら
れ
て
き

た
西
宮
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
実
際
に
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
を
手
に
た
ず
ね
て
ゆ
け
る
場
所
と
し
て
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
長
い
歴
史
と
文
化
を
も
つ
西
宮
の
土
地
が
、
和
歌
や
発
句
と
い
う
文
芸
作
品
に
よ

っ
て
讃
え
ら
れ

な
が
ら
、
そ
の
時
代

の
新
た
な
文
化
も
と
り

こ
み

つ
つ
、
現
代
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
、
見
え
て
き
た
の
で

は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。


