
筧

〈
か
け
ひ
〉

の
見
え
る
風
景
覚
書

漢
詩
と
和
歌
と

本

間

洋

一

源
経
信

(
一
〇

一
六
-

一
〇
九
七
)
に
次
の
よ
う
な
漢
詩
が
あ
る
。

遊
長
楽
寺

長
楽
寺
に
遊
ぶ

縁
底
暮
春
臨
眺
畭

底
に
縁
り
て
か

暮
春

臨
眺
畭
か
な
る

閑
遊
出
寺
日
将
斜

閑
遊
し
て

寺
を
出
つ
る
に

日
は
将
に
斜
め

な
ら
ん
と
す

竹
梭
纔
灑
渓
心
水

竹
梭
は

纔
か
に
渓
心
の
水
を
灑
き

松
偃
被
韜
嶺
面
花

松
偃
は

嶺
面
の
花
に
韜
ま
れ
た
り

逸
客
攀
巌
初
躡
履

逸
客
は

巌
を
攀
ち
ん
と

初
め
て
履
を
躡
き

禅
僧
養
竈
忽
煎
茶

禅
僧
は

竈
を
養
り
て

忽
か
に
茶
を
煎
た
り

顧
望
華
洛
求
名
処

顧
み
て
華
洛
求
名
の
処
を
望
め
ば

不
過
翁

々

一
片
霞

翁
々
た
る

一
片

の
霞

あ
る
に
過
ぎ
ず

(『
本
朝
無
題
詩
』
巻
八

・
躅
)

(試
訳
)
暮
春

の
時
節

は
何
故

に
か
く
も
遠

く
見

は
る
か
せ
る
の
だ

ろ
う
。

の
ん
び

り
と
遊
ん

で
寺
を
出

る
の
は
日
も
傾
き
か
け
る
頃
。

こ
の
あ

た
り
で
は
、
竹

の
樋
が
わ
ず
か

な
が
ら

に
渓
谷

の
水
を
引

入
れ
灑

い
で
お
り
、
枝
を
広
げ
た
松
も
花

の
折
と

て
桜

に
包
ま
れ

る
と

い
う
風
情

で
あ

る
。
脱
俗

の
士

(
の
私
共
)

は
岩
山
を
登

る

と

い
う
こ
と

で
、
初
あ
て
履
な
ど
は

い
て
や

っ
て
来
た
わ
け
だ
が
、

住
持

の
僧
は
竈

の
火
を
消
さ
ず

に
い
て
、
あ
わ
た
だ
し
く
も
茶
な

ぞ
を
入
れ

て
下
さ
り
、
お
蔭
様

で

一
息

つ
く

こ
と
が

で
き
た

の
で

し
た
。
さ

て
も
、

こ
の
地
か
ら
、
名
利
を
求
め
人
々

の
齷
齪
す
る

都

の
方
を
眺
め
渡
し
ま
す
と
、

そ

こ
に
は
青
白

い

一
片

の
春
霞
が

五



筧

〈
か
け
ひ
〉
の
見
え
る
風
景
覚
書

た
な
び

い
て
い
る
ば

か
り
で
あ
る
こ
と
よ
。

本
詩

の
尾
聨

に
、
稿
者

な
ど
は
、
大
江
正
言

(
?
-

一
〇

二

一
)

の

「
長

楽
寺

に
て
、
故
郷

の
霞

と
い
ふ
心
を

よ
み
侍

り
け
る
」

と
い
う
詞
書

を
有

(1
)

す
る
歌
、

山
高

み
都

の
春

を
見
渡
せ
ば
た
だ
ひ
と
む
ら

の
霞
な
り
け
り

(
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻

一
・
春
上

・
38
)

が
想

い
合
わ
さ
れ

て
な
ら
な

い
の
だ
が
、
そ
れ
は
さ

て
お
き
、
今
は
第
三

句

に
注
目
し

て
み
た

い
。
実

は
こ
の
山
寺
眺
望
詩

の
当
該
句

に
は
次

の
よ

う
な
自
注
が
見
え

て
い
る
。

山
家
之
習
也
。
穿
二
竹
節

一、
引
二
水
脈

一、
謂
二
之
懸
梭

一。
蓋
斯
竹
梭

在
二
斯
処

一。
故
云
也
。

(山
家

の
習

ひ
な
り
。
竹

の
節
を
穿
ち
、
水
脈
を
引
き
、
之
を
懸
梭

と
謂

ふ
。
蓋

し
、
斯

の
竹
梭
斯

の
処

に
在

り
。
故

に
云
ふ
な
り
)

こ
れ
が
詩
句
中

の

「竹
梭
」

に
付

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か

で
、

今
日
言
う
と

こ
ろ

の
筧

(
か
け
ひ
)
を
指
す
こ
と

に
な
る
。

「竹

樋
」

「
懸

樋
」

で
な

い
の
は
、

後
世

の
よ
う

に

「
樋
」

字

の
用
法
が
当
時
は
ま
だ

一

(2
)

般
的

で
は
な
か

っ
た
為
か
も
知

れ
な

い
が
、

そ
れ
に
し

て
も

「
梭
」

(
機

織

で
横
糸
を
通
す
管
を
入
れ
る
道
具
)
を
用

い
る
点

に
も
な
か
な
か

に
興

味
深

い
も

の
が
あ

る
。
水

の
流
れ
を
糸

に
譬
え
、
さ
な
が
ら
糸
を
通
す
が

六

ご
と

く
に
水
を
導
く
道
具

な
の
だ

と
い
う
含
意

で
も

あ
る
の
だ

ろ
う

か
。

と
も
あ
れ
、
「
山
家

の
習

ひ
」
と

あ
る
か
ら
、
当
時

の
山
家

に
は
よ
く
見

受

け
ら
れ
る
景
物

で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
文
学
作

品
に
描

か

れ
る
も

の
と
し
て
は
、
本
詩

は
多

分
早

い
方

に
属
す
る

の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

こ
れ
に

つ
い

て
更

に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
和
歌
に
も
次

の
よ
う
に
見

え

て
い
る

こ
と

で
あ
る
。

長
楽
寺

に
住
み
侍
り
け
る
比
、
人

の
何
事
か
と
言

ひ
て
侍
り

け
れ
ば

つ
か

は
し
け
る

上
東
門
院
中
將

①
思

ひ
や
れ
と
ふ
人
も
な
き
山
里

の
か
け

ひ
の
水

の
心
ぼ

そ
さ
を

(『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻

一
七

・
雑
三

・
一
〇

四

一
)

先

の
漢
詩

(経
信
晩
年

の
作
か
)
も

こ
の
和
歌
も
作
時

は
不
明

な
が
ら
、

共

に
長

楽
寺

に
関

わ
り
、

「
か
け

ひ
」

に
注
目
し

て
い
る
点

で
注
意

さ
れ

る
。
上
東
門
院
中
將

は
従

三
位
左
京
大
夫
藤
原
道
雅

(九
九

ニ
ー

一
〇

五

四
)

を
父
と
し
、

正
五
位
下
山
城
守
藤
原
宣
孝

(
?
-

一
O
O

一
)

の
女

を
母
と
し
、
侍
読

・
東
宮

学
士

・
文
章
博

士
を
も

つ
と
め
た
正
四
位
下

左

中
弁
藤
原
義
忠

(
一
O
O

四
?
1

一
〇
四

一
。
『
本
朝
麗

藻
』
詩
人
)

の

室
と
な

っ
た
人
物

で
あ
り
、
恐
ら
く
経
信
よ
り
若
干
若

い
か
、
殆
ど
同
年

(3
)

代

の
者

で
は
な

い
か
と
臆
測
さ
れ

る
。



二

さ

て
、
和
歌

に

つ
い
て
言

え
ば
、
前
掲

の
上
東
門
院
中
將

の
作
以
後
、

「
か
け

ひ
」
詠

は
次
第

に
散
見
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
ゆ
く

よ
う

で
あ

る
。

そ
の
詠
ま
れ
方

の

一
端
を
伺
う
た
め

に
も
、
先
ず

『
新
古
今
和
歌
集
』
頃

ま

で
の
作
を

い
く
ら
か
拾
挙
げ

て
み
る
と
、
凡
次

の
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う

(詳力

男

の
絶

え
だ
え

に
な
り
け
る
頃

い
か
が
と
問
ひ
た
る
人

の
返

事

に
よ
め
る

高
階
章
行
朝
臣

(
女
)

②
思

ひ
や
れ
か
励
ぴ
の
水

の
絶

え
だ
え
に
な
り
ゆ
く
ほ
ど
の
心
細

さ

を

(『
詞
花
集
』

二
五
八
、
『
後
葉
集
』

三
九

一
)

暁

③
山
里

の
か
ゆ

ぴ
の
水

の
せ
は
し

さ
に
な
ほ
有
明

の
月

ぞ
宿
れ

る

(『
六
条
修
理
大
夫
集
』

二
六

一
、

『
堀
河
百
首
』

一
二
八
五

・
雑
廿
首

・
暁
)

百
首
歌
中

に
駒
迎
を
よ
め
る

④
走
り
井

の
か
励

ぴ
の
霧
は
た
な
び
け
ど

の
ど
か

に
す
ぐ
る
望
月

の

駒

(
『
散
木

奇
歌
集
』
四
六
七

、
『
堀
河
百
首
』
七
七
六

・

筧

〈
か
け
ひ
〉
の
見
え
る
風
景
覚
書

駒
迎
、
『
扶
木
和
歌
抄
』
五
三

二
七
)

⑤
氷
し

て
水

口
遠
し

そ
の
日
よ
り
筧

に
か
け
し
水

は
絶

え
に
き

(『
堀
河
百
首
』

一
〇
〇
五
隆
源

・
凍
)

⑥
逢
坂

の
か
ゆ

ぴ
の
水

に
流

る
る
は
音
羽

の
山

の
も
み
ち
な
り
け
り

(『
永
久
百
首
』
三
六
二
兼
昌

・
落
葉
、

『
扶
木
和
歌
抄
』

一
五
七
三
七
)

⑦
谷
深
み
跡
だ
に
見
え
ぬ
山
寺
は
か
け
ひ

の
水

の
ゆ
く

に
て
ぞ
知
る

(
『永
久

百
首
』
五
五
五
顕
仲

・
寺

)

右
兵
衛
督
家
成
卿
東

山
に
て
山
家
初
雪
と
い
ふ
事
を
よ
み
し
に

⑧
小
夜

ふ
け
て
か
ゆ
ぴ
の
水

の
と
ま
り
し
に
心

は
え
て
き
け
さ
の
初

雪

(『
顕
輔
集
』

一
三
九
)

山
家
初
冬

と
い

へ
る
心
を

よ
め

る

藤
原
孝
善

⑨

い

つ
の
間

に
か

ゆ
ぴ
の
水

の
こ
ほ
る
ら
む

さ
こ
そ
嵐

の
音

の
か

は

ら
あ

(『
千
載
集
』
三
九
五
)

一
品
聡
子
内
親
王
仁
和
寺

に
住
み
侍
り
け

る
冬
ご

ろ
か
ゆ

ぴ

の
氷
を
三

の
親
王

の
も
と

に
お
く
ら
れ

て
侍
り
け
れ
ば

つ
か

は
し
け
る

輔
仁
親
王

⑩
山
里

の
か
眺
ぴ

の
水

の
こ
ほ
れ
る
は
音
き
く
よ
り
も
さ
び
し
か
り

け
り

七



筧

〈か
け
ひ
〉
の
見
え
る
風
景
覚
書

返
し

聡
子
内
親
王

⑪
山
里

の
さ
び
し
き
宿

の
す

み
か

に
も
か
ゆ

ぴ
の
水

の
と
く

る
を
ぞ

待

つ

(『
千
載
集
』

=

〇

三

・
=

〇

四
)

あ

り
あ

け

⑫
山
里

の
か
ゆ
ぴ
の
水

に
か
げ
見

え
て
心
細

き
は
有
明

の
月

(
『待
賢

門
院
堀
河
集
』

三

一
)

羇
旅

⑬
走

り
井

の
か
眺
ぴ

の
水

の
涼

し
さ
に

こ
え
も
や
ら
れ
ず
逢

坂

の
関

(
『
清
輔
集
』
三
三
〇
、
『
久
安
百
首
』
九
九
六
、

『
扶
木
和
歌
抄
』

一
五
七
四
四
)

媒
変
約
恋

⑭
も
ら
さ
ん
と
か
ゆ

ぴ
の
水

の
う
け
う
け

て
何

の
ふ
し
ゆ

ゑ
と
ど

こ

ほ
る
ら
ん

(『
林
葉
和
歌
集
』
七
六

一
)

同
じ
頃
新
三
位
公
保

の
も
と

へ
左
中
將
公
光

の
朝
臣
訪
れ

た

り
と
き
き

て

⑮
か

な
し

さ
は
木

の
葉

の
み
か
は
山
里

の
か
ゆ

ぴ
の
水

の
流
れ
を
も

と

へ

(『
林
下
集
』

二
五

四
)

賀
茂

の
方

に
さ
さ
き

と
申
す
里

に
冬
深

く
侍

り
け
る
に
隆
信

な
ど
ま
で
来

て
山
家
恋

と
云
事

を
よ
み
け
る
に

八

⑯
か
ゆ

ぴ
に
も
君
が

つ
ら
ら

や
結
ぶ
ら
ん
心
細
く
も
た
え

ぬ
な

る
か

な

(『
山
家
集
』
亠ハ
〇
九
)

百
首
歌

(秋

二
十
三
首
中

よ
り
)

⑰
山
里

の
竹

の
か
ゆ
ぴ
の
ほ
そ
水

に
心

し
て
散

れ
峯

の
も

み
ち
葉

(『
拾
玉
集
』

三
六
〇
)

(冬

八
首
中

よ
り
)

⑱

な
れ

の
み
ぞ
た
え
ず
音
す
と
思

ひ

つ
る
か
ゆ
ぴ

の
水

も
こ
ほ
り
し

に
け
り

(
同
右
、

三
六

七
)

建
久
八
年
百
首
題

(
鶯
五
首
中

よ
り
)

⑲
鶯

の
谷
よ
り
出
つ
る
は
か
ぜ

に
や
か
ゆ

ぴ
の
氷
と
け
は
じ
む
ら
ん

(同
右
、
四
四
七
三
)

後
度
百
首

(春
歌
中
よ
り
)

⑳
山
里

は
籬

の
小
田

の
苗
代

に
か
ゆ

ぴ
の
水
を
ま
か
せ

て
ぞ
み

る

(『
壬

二
集
』

=

五
)

初
学
百
首
養
和
元
年

四
月

(冬
十
首
中

よ
り
)

⑳

つ
ら

ら
ゐ
る
か
ゆ

ぴ
の
水

は
絶

え
ぬ
れ
ど
を
し
む

に
年

の
と
ま

ら

ざ

る
ら
ん

(『
拾
遺
愚
草
』
六
〇
)

(冬
廿
首
中

よ
り
)

⑳
伝

ひ
来

し
か
け
ひ
の
清
水

つ
ら
ら
ゐ

て
袖

に
ぞ
い
つ

る
冬

の
夜

の



月

(
『
拾
遺
愚
草
員
外
歌
』

一
八
八
)

上
東
門
院
中
將

の
歌

(①
)
や
経

信
の
漢
詩

で
、
「
か
け
ひ
」

は
山
里

・

山
家

(歌
詩
共

に
長
楽
寺

を
指

す
か
ら
山
寺

も
含

ま
れ
る
)

の
風
俗

と
し

て
詠

ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
後

の
和

歌

で
も

「
山
里
」

と
繋

る
表

現

(③

⑦

⑩

⑪

⑫

⑮

⑰

⑳

)
を
と

る
こ
と
が
多

く
、

こ
れ

は
更

に
時
代
を
下

っ
て
も
変

わ

ら
な

い
傾

向
と
考

え

て
良

い
よ
う

で
あ
る
。

「
逢
坂
」

の

「
か
け
ひ
」

(⑥

⑬
)

も
そ

の
延
長
上

に
あ
る
も

の
と

み
て

良

い
だ

ろ
う
。
と
も

あ
れ
、

こ
こ
で
稿
者

の
先
ず
注
目

し
た
い
の
は
、
和

歌

の
表

現

の
世
界

で

(
経
信

の
漢
詩

に
は
見
ら
れ
な

い
)

「
か
け

ひ
」

の

イ
メ
ー
ジ
が
形
作
ら
れ
展
開
し

て
い
る
と

い
う
点

で
あ

ろ
う

か
。

②
歌
は
①
歌

と
殆
ど
重
な
る

(従

っ
て
影
響
下
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
)

作

で
、
初
句

の
み
な

ら
ず

「
か
け

ひ
の
水
」

「
心
細

さ
」

の
言
葉

そ
の
も

の
も
オ
ー
バ
ー
ラ

ッ
プ
す
る
上
、

い
ず
れ
も
人

の
訪

れ
の
な
さ

(乏

し
さ
)

を
嘆
く
叙
情
を
基
調
と
す

る
点

で
共
通
す

る
。

先

の

「
心
細
さ
」

は

「
さ
び
し
さ
」

(⑩

⑪
)
「
か
な
し
さ
」

(⑮
)
と

も
な
り
、

「
か
け

ひ
」

の
流

れ
は

「
絶

え
だ

え
」

(
②
)
「
と
ど
こ
ほ
る
」

(⑭
)
か
ら

「
絶
ゆ
」

(⑤

⑳
)
「
と
ま
る
」

(⑧
)
な
ど
と
詠
ま
れ

る
。

⑳
た
え
ず
と
ふ
か
け

ひ
の
水

の
な
さ
け

こ
そ
お
と
つ
れ
な
が
ら
さ
び

し
か
り
け
れ

(『
続
古
今
集
』

一
六
九
五
前
大
納
言
為
家
、

筧

〈か
け
ひ
〉
の
見
え
る
風
景
覚
書

『
洞
院

百
首

』

一
六

一
八
)

こ
の
歌

で
は
、
絶

え
ず
訪
れ
る
も

の
と
言

え
ば

「
か
け
ひ
」

の
水
音

く
ら

い
の
も

の
。
さ
れ
ば

一
入
さ
び
し
さ
を
募

ら
せ

る
媒

に
し
か
な
り
え
な

い
、

と

い
う
心
情
が
込

め
ら
れ

て
い
よ

う
。

猶
、

「
訪
れ
」

は
後

に
更

に

「
た

(5
)

よ
り
」

と
も
詠

ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

③
歌

の

「
せ
は
し
さ
に
」

は
前
掲
⑳
歌

の

「
た
え
ず
と
ふ
」
同
様

の
意

に
も

と
れ
る
が
、
「
か
け
ひ
」

の
勢

い
あ

る
流

れ
を
指
す

こ
と
と
も
な
り
、

「走

り
井

の
か
け

ひ
」

(④

⑬
)

な
ど
の
イ

メ
ー
ジ
と

も
重

な
る
。

そ
の

水

の
迸
り
は
、
後

の
和
歌

で
は
そ
う
多
く
詠

ま
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か

っ

た
よ
う
で
あ

る
。

耳
を
傾
け
聴
く

「
か

け
ひ
」

の
水
音
も

「
氷

る
」

(⑤

⑨

⑩

⑱
)
と

音
を
失

い
、
春

の
解
凍

(⑪

⑲
)
が
待

た
れ

る
と

い
う

こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
水

が
凍
る

こ
と

や

「
つ
ら
ら
」

(⑯

⑳

⑳
)

に
も
歌

人
達

の
関
心

が
及

ん
で
い
る
の
は
興
味
深

い
。
恐
ら
く
中
国
古
典
漢
詩

で
も

こ
の
よ
う

な
詠

み
方

は
殆
ど
な
さ
れ

て
い
な

い
の
で
は
あ

る
ま

い
が
。

三

こ
こ
で
本
朝

の
漢
詩

に
話
題
を
移
し
た

い
。
管
見

で
は
、
経
信
以
後
し

ば
ら
く
筧
を
詠
む
漢
詩

に
は
恵
ま
れ
ず
、
南
北
朝

に
入
る
頃

に
な

っ
て
漸

九



筧

〈か
け
ひ
〉
の
見
え
る
風
景
覚
書

(
6
)

く
幾
首
か
拾

い
出
せ

る
よ
う
だ
。

修
筧

修
き
筧

(筧
を
修
す
)

(
7
)

数
竿
通
節
抱
山
岩

数
竿

節
を
通
し

て

山
岩
を
抱
き

吐
碧
呑
清

日
夜
談

碧
を
吐
き

清
を
呑

み

日
夜
談

る

却
咲
道
人
機
事
懶

却

て
咲

ふ

道
人

の
機
事

に
懶
く

不
教
明
月
担
頭
担

明
月
を
し

て
担
頭
を
担

は
し
め
ざ

る
こ
と
を

(雪
村
友
梅

〈
一
二
九
O
I

一
三
四
六
〉

『宝

覚
真
空
禅
師
録
』
乾
)

こ
の
地

に
は
幾
本

も
の
筧

が
め
ぐ

り
置

か
れ
て
、

さ
な
が
ら
山
寺

を
抱

え
る
よ
う
で
あ
り
、
美

し
い
み
ど
り
の
水
を
導

き
、
澄

ん
だ
清
水
を
伝

え

通
し

て
、

そ
の
水
音

は
日
夜
人

の
語

ら
い
の
よ
う
に
も
聞

こ
え
く
る
。

そ

れ
は
俗
事

の
は
か
り
ご
と
に
疎

く
気

も
進

ま
ず
に
い
る
わ
れ
ら
を
笑

い
、

筧

の
水

に
影

を
さ
し
か
け
る
明
月
に
何

の
ね
ぎ
ら
い
も

で
き
ぬ
の
か
と
い

う
よ
う

で
も
あ
る
。

例
え
ば
前

掲
為
家
歌

(⑳
)

の
四
句
目
迄
を
筧

の
水

の
絶
え
ず
語
ら
う
よ
う

に
流
れ
る
様

と
み
て
、
そ
れ

で
も
本

物
の
人

の
訪

れ

で
は
な

い
か
ら
語
ら
う
相
手

に
も

で
き
ず
、
や
は
り
心
さ
び
し
さ
は
ど

う
し
よ
う
も
な

い
と
嘆
ず
る
歌
と
み
れ
ば
、
'
本
詩
と

の
懸
隔
は
明
ら
か

で

あ
ろ
う
。
筧

の
水
は
確
か

に
、

心
清
浄
故
有
二
情
清
浄

一

覚
懐
法
師

に
ご
り
な
き
も
と

の
心

に
任
せ

て
ぞ
か
け

ひ
の
水

の
清
き
を
も
知

る

一
〇

(『
続
千
載
集
』
九
五
九
)

な
ど
と
和
歌

に
も
詠
ま
れ

て
い
る
か
ら
、
清
浄

さ
と

い
う
点

で
本
詩
と
共

通
す

る
面
も
勿
論
あ

る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
を
機
心
あ

る
者

の
語
ら

い
と
し

て
、

ま
た
禅
道

の
人
と
対
峙
す

る
も

の
と
し

て
詠
ま
れ

る
こ
と

は
、

こ
の

頃

の
管
見

の
和
歌

の
世
界

に
は
な
か
な
か
見
え

て
こ
な
い
も

の
の
よ
う
だ
。

筧
水

筧

の
水

竹
能
連
続
水
能
通

竹
能
く
連
続

し

水
能

く
通
ず

百
尺
徒
誇
穿
井

工

百
尺

徒

ら
に
誇

る

穿
井

の
工
な
る
こ
と
を

転
注
潺
潺
無
昼
夜

転

た
注

ぐ
こ
と
潺

々
と
し
て

昼
夜
も
無

し

朝
宗
心
在

一
竿
中

朝
宗

の
心
は

一
竿

の
中

に
在

り

(九

淵
龍

躱

〈
?
ー

一
四
七

四
〉

『九
淵
遺
稿
』
)

竹

の
筧

は
か
く
も
よ
く
連

な
り
水

を
通
す
も
の
。
井
戸
掘

な
ら
ば
百

尺

も

の
深
さ
を
巧
み
に
掘

っ
て
そ

の
技
術

の
功

を
誇
る

こ
と
に
な
ろ
う
が
、

筧
は

こ
と
も
な
げ

に
、

益
々
水
流

を
存

分
に
提
供
し

て
く
れ

て
、
し
か
も

昼
夜

を
厭
わ
ぬ
。
す

べ
て
の
河
水

の
海
に
集

ま
る
が
如
き
妙
徳

備
わ
る
心

と
は
、
即
ち

こ
の
筧

の

一
竿

の
中

に
在
る
と
言
う

べ
き

で
あ
る
。
猶
、

こ

の
詩

に
は
、

右
門
徒
短
尺
、

九
鼎
詩

日
、

三
四
、

一
夜

二
三
升
浅
溜
、
厨
人

免
二

得
汲
腰
酸

一、

洛
中
諸
刹
、

以
レ
詩
鳴
者
、
皆

詠
二
九
鼎
此
詩

皿、

不
二



亦
幽
麗

一哉
。

と

い
う
、
九
鼎
竺
重

の
句

に
言
及
す
る
注
が
付
さ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
点

は
希
世
霊
彦

(
一
四
O
三
-

八
八
)

の
次

の
連
作

の
後
半
第
二
句
と
も
関

(8
)

わ

っ
て
い
る
よ
う
だ
。

筧
水

(
永
享

七
年

)

筧

の
水

曲
折
連
筒
水
亦

労

曲
折

す
る
連
筒

水
亦

労
し

従
今
春

圃
在
閑
槹

今

よ
り

春
圃

に
閑
槹

有
り

不
知
剪
尽
幾
竿
竹

知

ら
ず

幾
ば

く
の
竿
竹

を
か
剪

り
尽

く
せ
る

源
在
山
中
高
又
高

源

は
山
中

に
在

っ
て

高

く
又
高

し

引
水
涓
涓
竹
作
溝

水
を
引
き

て
涓

々
た
り

竹
も

て
溝
と
作
す

汲
腰
已
省
僕
奴
憂

汲
腰
已

に
省
く

僕
奴

の
憂

へ

源
頭
不
尽
須
帰
海

源
頭
尽
き
ず

須
く
海

に
帰
す

べ
し

莫
道
筒
中
是
細
流

道
ふ
莫
れ

筒
中

は
是
れ
細
流
な
り
と

(『
村
庵
藁
』
巻
上
)

曲
が
り
く
ね
り
連
ね
ら
れ
た
筧
が
水
流
を
導
く
も

の
と
し

て
見
え
る
。

田
畑
に
水

を
く
れ
る

の
は
も
と
よ
り
難

儀
な
も

の
だ
が
、

こ
の
筧
あ
る

に

依
り
仕
事

が
楽

に
な

っ
た
は
ず
。

一
体

ど
れ
程

の
竹
を
切
り
出

し
た
も

の

か
わ
か
ら
ぬ
が
、
水

源
は
山
中

の
高

き
に
在

っ
て
そ

こ
か
ら
引

か
れ

て
い

筧

〈
か
け
ひ
〉
の
見
え
る
風
景
覚
書

る
。
竹
を
穿

っ
て
溝
と
な
し
細

い
水
流
を
引
く
。

こ
う
し

て
僕
奴
ら

の
水

汲
み

の
難
儀
も
な
く
な

っ
た
。
水

の
源
は
尽
き
る

こ
と
な
く
、
流
れ
来

っ

て
は
終

に
海

に
帰

っ
て
ゆ
く
わ
け
だ
か
ら

(そ

の
流
れ
が
集
ま
り
海
と
な

る

の
で
あ

る
か
ら
)
、

一
本

の
筧

の
中

の
流

れ
は
細
々
と
し
た
も

の
に
過

ぎ
ぬ
な
ど
と
は
と

て
も
言
え
ぬ

で
あ
ろ
う
。

和
歌

に
も
田
畑
に
見
え
る
筧

は
詠

ま
れ

て
い
た

(⑳
)

が
、
右

の
詩

の

よ
う
に
水
汲

み
の
辛

さ
と
結

び

つ
け
て
詠

む
和

歌
は
、

こ
の
頃

の
も

の
に

は
見

え
な
い
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
、
和
歌

に
詠

ま
れ
て
い
た
凍

る

「
か
け
ひ
」

の
漢
詩
も

い
く

ら
か
拾

え
る
。

凍
筧

凍
れ

る
筧

山
房
引
水
遠
連
筒

山
房

に
水
を
引
く
に

遠
く
よ
り
筒
を
連

ぬ

雪
後
涓
涓
凝
不
通

雪

の
後

は
涓

々
た
り

て

凝
り

て
通
ぜ
ず

氷
底
今
無
疏
鑿
手

氷
底

今

に
無
し

疏
鑿

の
手

禹
功
未
到

一
竿
中

禹
功
未
だ
到
ら
ず

一
竿

の
中

(
天
隠
龍
沢

〈
一
四
二
三
r

一
五
〇
〇
〉

『
黙
雲
藁
』
)

山
房

で
は
遠
く
か
ら
筧
を
連
ね

て
水
を
引

い
て
い
る

の
だ
が
、
雪
が
降

り
続
き
積

っ
た
後

と
も
な
る
と
、
そ
の
細

々
と
し
た
流
れ
も
凍

て

つ
い

て

し
ま

っ
た
。

こ
う
な

っ
て
し
ま

っ
て
は
切

り
開

い
て
通
そ
う
に
も
術

は
な

二



筧

〈か
け
ひ
〉
の
見
え
る
風
景
覚
書

い
。
治
水

の
功
を
も

っ
て
聞

こ
え
る
夏

の
名
君
禹
王

の
力
と

て
、

さ
す
が

に
こ
の
筧

一
竿

の
中
迄

は
及
ば

ぬ
も

の
で
あ

る
ら
し
い
。
卑
近

な
生
活

の

中

で
欠

か
せ
ぬ
の
は
水

で
あ
り
、

そ
れ
を
導

い
て
く
れ
る
の
は
筧

で
あ
る

か
ら
、

山

の
家

の
氷

か
け
ひ
に
は

つ
ら
ら
ゐ
に
け
り
山

人

の
あ
さ
げ
夕
げ

の
水

い
か
が
す

る

(『
実
国
集
』
三
二
)

な
ど
と
も
詠

ま
れ

て
い
る
わ
け
だ
が
、
先

の
詩
も

こ
れ

に
通
ず
る
点
が
あ

る
と
み

て
良

い
だ
ろ
う
。

こ
の
他

に
も
筧

に
言
及
す
る
詩
は
な
く
も
な

い
が
、
ま
ず
は
極
め

て
少

(
9
)

な

い
も

の
と
言
え
よ
う
か
。

こ
れ
ら

の
漢
詩
詠

の
素
材
と
し

て
採
挙
げ
ら

れ

る
に
至

っ
た
背
景
は
必
ず
し
も
明
ら
か
と

は
言
え
な

い
が
、
恐
ら
く
和

歌
世
界

で
詠
ま
れ

る
対
象
と
し

て
少
な

い
と

は
言

え
、
定
着
し

て
い
た
こ

と
も

一
因

に
在

る
と

み
て
ほ
ぼ
誤

た
な

い
と
思

わ
れ

る
。

四

さ
て
、
最
後

に
中
国
古
典
詩

の
世
界

に

つ
い

て
も
聊

か
触

れ
て
お
き
た

い
。

と
言

っ
て
も
唐
宋

の
全
詩

を
披
見
し
た
わ
け

で
は
な
く
猶
寥

々
た
る

範
囲
に
留

ま
る
と
言
う

べ
き
か
も
知
れ
な

い
が
、
筧
を
前
掲
本
朝
詩

の
よ

一
二

う
に
詩
題
と
す

る
作

は
ま
だ
管
見

に
は
入

っ
て
い
な
い
。
ま
た
筧
を
詠
む

詩
も
決
し

て
多

い
と

は
言

え
な
い
よ
う
だ
。

い
や
、
極
め

て
稀

と
言

う
方

が
よ
り
適
切

か
も

し
れ
な
い
。
因

み
に
禅
林

で
親

し
ま
れ
た
詩
人

の

一
人

黄
庭
堅

(
一
〇

四
五
1

=

〇
五
)

の
作

に
求

む
れ
ば
、

筧
水

煙
際
鳴
。

万
籟

入
二秋
木

一。

(10
)

(
「宿

二
観
山

こ
。

『
全
宋
詩
』

巻

一
〇
〇
八
)

淪
茗
赤
銅
椀
。

筧
泉
蒼
煙
竿
。
(
「
丁
巳
宿
二
宝
石
寺

己

同
右
)

清
如
三
接
レ
筧
通
二
春
溜

一。
快
似
三
揮
レ
刀
斫
二
怒
雷

　。

(「
吏
部
蘇
尚
書

右
選
胡
侍
郎
皆
和
二
鄙
句

一次
韻
道
謝
」
同
右
書
巻

一
〇

=
二
)

な
ど
と
あ

っ
て
、
山
居
や
山
寺
と
結
び

つ
い
て
い
る
点
本
朝
と
同
様

で
あ

る
。
そ
の
周
辺

の
景
物

の

一
つ
と
し

て
筧

(
の
水
音

や
モ
ヤ
の
中
の
そ
れ
)

が
詠
ま
れ
、
清
ら
か
な
流
れ
を
通
す
も

の
と

い
う

イ
メ
ー
ジ
も
共
通
す

る

と

み
て
良

い
だ

ろ
う
。

ま
た
、
南
宋

の
四
大
家

の

一
人

に
挙
げ

ら
れ

る
陸
游

(
=

二
五
-

一

二
〇
九
)

の
作

に
粗

々
こ
れ
を
拾

え
ば
例

え
ば
次

の
よ
う
な
作

が
管
見

に

入

る
。巌

倚

二
団
団
桂

一。
筒

分
二
細
々
泉

一。

(
「
慈
雲

院
東

閣
小
憩
」
『
全
宋
詩

』
巻
二

一
五
八
)

竹
筧
引
レ
泉
滋
二
薬
壟

一。

風
爐
篝
火
試
二
茶
杯

一。



(
「
遊
二法

雲
寺

一観

一一彝

老
新

葺
二
小
園

一」
同
右
書
、
巻
二

一
七

〇
)

地
爐
枯
葉
夜
爆

レ
芋
。

竹
筧
寒
泉

晨
灌
レ
蔬
。

(
「
閉
戸

二
首

」
其

一
、

同
右
書

巻
二

一
八
四
)

緑
窓
静
対
千
梢
竹
。
翠
竇
新
疏

一
脈
泉
。

(
「
閑
中
富
貴

二
首
」
其

一
、
同
右
)

渓
煙
漠
漠
奔
棋
軒
。
筧
水
潺
潺
種
薬
園
。

(
「退

居
」
同
右
書
巻

二

一
九

四
)

山
果
満

レ筺
猿
食
足
。
右
泉
通

レ筧
薬
苗

肥
。

(
「斎
中
雑
興

二
首
」
其

一
、
同
右
書
巻

二
二
〇

一
)

桔
槹
灌

レ蔬
固
已
非
。
竹
筧
澆

レ花
宜

レ見

レ譏
。

(
「冬
晴
行
二
園
中

一
二
首
」
其

二
、
同
右
書
巻

二
二
二
六
)

も
と

よ
り
彼

に
は
九
千
首
を
越

え
る
厖
大
な
詩
篇

が
今

日
に
残

さ
れ

て
い

る
わ

け
で
あ

る
か
ら
、
其
中

の
僅

々
十
首
程

に
見

え
る
筧

が
、
詩
人

の
中

で
特
別
な
意
味
を
持

つ
も

の
で
あ

っ
た
と

は
考

え
に
く
い
。

そ
れ

は
山

に

沿
う
寺
院

や
田
園
生
活

で
は
あ
り

ふ
れ

た
景
物

の

一
つ
に
過
ぎ
ず
、

そ
の

存
在

そ
の
も

の
に
集
中
し

て
何
ら
か

の
観
想
を
め
ぐ

ら
す
と

い
う

よ
う
な

痕
跡
も
殆
ど
窺
わ
れ
な

い
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
さ

り
と

て
、
前
掲

の
五
山

詩
僧
達
が
、
黄
山
谷

や
陸
游
ら

の
筧
を
詠
む
詩
を
全
く
知
ら
な
か

っ
た
な

ど
と
言
う

つ
も
り
も
勿
論
な

い
。
和
歌
世
界

で
聊
か

な
り
と
詠
ま
れ

て
い

筧

〈か
け
ひ
〉
の
見
え
る
風
景
覚
書

た
素
材

が
宋

詩

の
世
界
に
も
見
出
さ
れ
た
時
、

む
し
ろ
彼
ら
は

一
層
の
親

近

さ
を
覚
え

て
い
た
か
も
知

れ
な
い
、

な
ど
と
思
い
を
回
ら
せ

て
み
た
く

な
る
の

で
あ
る
。

[
注

]

(1
)

こ
の
歌
は
他

に

『能
因
法
師
集

』
(
二
五
～

二
七

)

に
、
大
江
嘉
言

「渡

り

つ
る
水

の
流
れ
を
尋

ぬ
れ
ば
霞

め
る
程
や
都
な
る
ら

ん
」
、
能
因

「
よ

そ
に

て
ぞ
霞

た
な
び
く
故
郷

の
都

の
春

は
見
る

べ
か
り
け

る
」

の
二
首

と
共

に
所
収
さ
れ

て
お
り
、
川
村
晃
生
氏

(「能
因
と
大
江
氏
歌
人
た
ち
」

『
摂
関
期
和
歌
史

の
研
究

』
三
弥
井
書
店
、
平
成

三
年
)

は
、
長
楽
寺
と

い
う
東
山

の
山
里
か
ら

「都
を
再
発

見
し
再
認
識
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
」

「
新
た
な
表
現

や
詠

み
ぶ
り
」
を
彼
ら

は
形
成

し
て
行

っ
た
も

の
か
と
指

摘

し
て

い
る
。

ま
た
、
前
掲

三
首

は
寛

弘
四
年

(
一
〇
〇
七
)

頃

の
作

か
と
も
推
定
さ
れ
る

(「新
風

へ
の
道
ー
後
拾
遺
歌
人

の
場
を
め
ぐ

っ
て
ー
」

同
上
書

所
収
)

が
、
高
重

久
美
氏

は
寛

弘
六
年
頃

と
考
え

て
お
ら
れ
る

(『和

歌
六
人
党

と
そ

の
時
代
』

〈
一

「六

人
党
」

の
世
界
、
第

二
章
能

因
、

三

『能
因

と
東
山
』
〉
和
泉
書
院

、
平
成
十

七
年
)
。
猶
、

正
言
歌

の

「見
渡

せ
ば
」

に
注
目
し
た
好
論

に
近
藤

み
ゆ
き
氏

「
「見

渡
せ
ば
」

と

「眺
望
」
詩
」

(『
古
代
後
期
和
歌
文
学

の
研
究

』
風
間
書
房
、
二
〇
〇

五
年
)

の
あ
る

こ
と
も
付
記
し

て
お
き
た

い
。

=
二



(2
)

筧

〈
か
け
ひ
〉

の
見

え
る
風
景
覚
書

「
樋
」
字

は

『
王
仁
駒
刊

謬
補
缺
切
韻
』

(唐

写
本

)

や

『宋

本
広
韻
』

(芸
文
印
書
館
版
)

な
ど

に
は
見
出
せ
な

い
よ
う
で

(周
祖
謨
編

『唐

五

代
印
書
集
存
』

〈台
湾
学
生
書
局
〉
も
参
看
)、
『
集
韻
』
(世
界
書
局
版
)

に
な

っ
て

「樋
。
施
東
切
。
音

通
。

木
名
」
と
見
え

る
。

『和
漢

三
才

図

絵
』

(巻
十

五

・
芸

才
)

で
億

『集
韻
』

を
受

け
な
が
ら
も

「倭
字
」

と

し

て

「樋

〈木

名
也
而
倭

以
為
二
水
竇
之
称

一、

取
二
通
水
之
義

一〉
」

と

本

朝

の
意
義

に
も
言
及
す

る
。
猶
、

院
政
期

の
古
字
書

で
あ
る

『観
智

院

本
類
聚
名
義
抄

』

に
は

「
樋
。
谷

通
字
。

ヒ
」
と
あ

る
の

で
、

こ
の

頃

既

に
使

用
さ
れ

て
い
た
徴
証

は
あ
る
と
み

て
良

い
だ

ろ
う
。

猶
、

岡

本

保
孝

(『倭
字

攷
』)

は

「樋
。

東
鑑

二
ー

ア
リ
。
戸

筧

ノ
義
也

ト
。

和
訓
栞

ニ
ア
リ
」

と
も
記
し

て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、
「
か
け
ひ
」

は

「筧
」

と
記
す

の
が
今

日
で
は

一
般
的

で
あ
ろ
う
。

こ

の
字

は
既

に

『
切
韻
』

『広
韻
』

に
見
え
、
共

に

「
以
レ竹
通

レ水
」
と
字
義
を
記
す
。

本
朝
の
古

字
書
に
も

「
筧
。

公
殄
反
。
芋
。
通

レ水
」
(『
天
治
本
新
撰
字
鏡
』
)
「筧
。

吉
演

メ
。
以

レ竿
通
レ
水
」
(
『観
智
院
本
類
聚
名
義
抄

』)

と
記
さ
れ
る
も

の
の
、

二
書

に
和

訓
は
見
え
な

い
。
『
康
熙
字
典
』

で
も
採
挙

げ

て
記
す

よ
う

に
、

用
例
と

し

て
は
白
居
易

「
銭
塘
湖

石
記
」

(『
白
氏
文
集
』

那

波
本
巻

五
九
、
馬

元
調
本
巻
六

八
。
作
品
番

号

二
九

一
八
)

に

「
銭
塘

湖
、

一
名
上
湖
。

周
廻
三
十
里
。

北
有

一石
函

一、
南

有
レ筧
。

凡
放

レ水

漑
レ
田
、
毎
レ減

二

寸

一、
可
レ
漑
二十
五
餘
頃

一。
毎

二

復
時

一、
可
レ
漑
二

五
十
餘

頃

一。

(中

略
)
其
石

函
南
筧
并
諸

小
筧
闥
、
非

レ
澆
レ
田
時
、
並

須

レ封
二築
塞

一。
数
令
二
巡
検

一、
小
有
二
漏
泄

一、
罪
責
所

レ由
。

即
無

二盗

一
四

洩
之

弊

一矣
。
又
若

水
霖
雨

三
日
已
上
、

即
往
々
堤
決
、

須
レ
所
レ由

三巡

守

預
為
二
之
防

一。
其
筧
之

南
旧
有
二
欠
岸

一。
若
水

暴
漲
、

即
於
二欠

岸

一

洩

レ之
。
又
不
レ減
、
兼
於
二石
函
南
筧

一洩
レ之
、
防
二
堤
潰

一也
。

(下
略
)
」

な
ど
と
見

え
て
い
る
。

こ
れ

に
よ
れ
ば
、

こ
の
文
字

は
平

安
朝
文
人
達

の
知
識

の
範

疇

に
入

っ
て
い
た
蓋
然

性
も
高

い
の
だ
が
、

一
般
的

に
使

わ
れ

て
い
た
も

の
で
あ

っ
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
よ
う
だ
。

(3
)

川
村
氏

(注

1
所
引
論

考

「新

風

へ
の
道

」)

は
高

岳
相
如

の

「
初
冬

於
二長
楽
寺

一同
賦
二
落
葉
山
中
路

一詩
序
」

(
『
本
朝
文
粋
』
巻
十

・
=
=

八
)
を
挙

げ
、
長
楽

寺
が
既

に
詩
壇

の
人

々

の
風
趣

の
場

と
し

て
重

要

な
場
と

な

っ
て
い
て
、

そ
れ

が
能

因
ら

の
和

歌

の
場

と
し

て
も
生

か
さ

れ
た
と

い
う
見
方
を

さ
れ
る
。
猶

、
上
東

門
院
中
將

の

こ
と
も
含

め
高

重
久
美
氏

「能
因

と
東
山
」

(注
1
所
引
論
考
所
収
)

も
参

照
さ
れ
た
い
。

(4
)
以
下

の
和
歌
掲
出

に
当
た

っ
て
は

『新
編
国
歌
大

観
』
(角

川
書
店

)

に

依
る

(但

し
仮
名
表

記
は

一
部
漢
字

に
改
め

た
と
こ
ろ
も
あ
る
)。

和
歌

以
外

の
仮
名
文

の

「
か
け
ひ
」

の
例
と
し

て
は
、

「今
、

日
野
山

の
奥

に

跡
を
か

く
し

て
後
、

東

に
三
尺
あ
ま

り
の
庇
を

さ
し
て
柴
折

り
く
ぶ
る

よ
す
が

と
す
。
南

に
竹

の
簣
子

を
敷
き

…

(中
略
)

そ

の
所

の
さ
ま
を

い
は
ば

、
箭

に
懸
樋

み
か
。
朞

を
立

て
て
水

を
溜
め

た
り
。
林
、

軒
近

け
れ
ば
爪
木

を
拾

ふ

に
乏
し
か
ら
ず
」

(『方

丈
記
』)

あ
た
り
が
早

い
も

の
の

一
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
か
。

(
5
)

例

え
ば

「
お
と
つ

る
る
か
ゆ

ぴ
分
水

の
た

よ
り
に
も
身
を
任

せ
ぬ
は
此

世

な
り
け
り
」

(為
氏

)
「
う
け

が
た
き
世

に
も

す
み
か

の
有

り
け
り
と



か
ゆ
ぴ

分
水

分
だ
よ
か
を
ぞ
と

ふ
」

(寂
西
。

以
上

『
弘
長
百
首
』
六

三

九
、
六

四
四
)
。

(
6
)

以
下

の
引
用
詩

の
本
文

は
す

べ
て

『
五
山
文
学
新
集
』

(玉
村
竹
二
編
、

東
京
大

学
出
版
会
、

昭
和

四
十
二
ー
五
十

二
年
)

に
依

っ
て
い
る
が
、

詩

の
解

釈

に

つ
い
て
は
全

く
の
私
見

で
あ
り
、
先

覚

の
御
批
正

を
お
願

い
し
た

い
と
思
う
。

(
7
)

こ
の
ま

ま
で
は

一
韻
到
底
叶

わ
ず

(
「談
」

「担
」

は
下
平
声
覃
韻

で
あ

る
が
、

「岩
」

は
咸
韻
)
。
恐

ら
く
音

の
近

い

「
龕
」

(「
山
龕
」

で
山
寺

の
意
)

の
つ
も

り
で
は
な

い
か
と
稿
者

は
臆

測
し

て
い
る
。

猶
、

結
局

の
用
字

に
も
疑
義

(衍

字
あ

る
か
)

あ

り
、

熟

さ
な
い
臆
測
訳

に
留

ま

る
こ
と
を
断

っ
て
お
き
た
い
。

(8
)

「竹
筧

二
升

水
」
詩

(『翰
林

葫
蘆
集
』

巻
四
)
も

こ
れ
を
ふ
ま

え
る
も

の
か
。

(9
)

五
山
文
学
作
品
を
粗
読

す
る
問

の
管
見

に
入

っ
た
他

の
作

に

「
題
二通
玄

庵

匚

(『
空
華
集
』)
「
凍
筧
」
(『
驢
雪
藁
』)

な
ど
が
あ
る
。

(
10
)

以
下

の
宋
代
詩

の
引

用
本
文

は
す

べ
て
近
年
完
結
し
た

『全
宋
詩
』

(北

京
大
学
出
版
社
)

に
依

っ
て
い
る
。

筧

〈か
け
ひ
〉

の
見
え
る
風
景
覚
書

一
五


