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わ
が
門
の
草
に
の
こ
れ
る
よ
べ
の
雨
の�

露
し
げ
く
し
て
富
士
は
初
雪�

牧　

水　

の
「
創
作
社
便
」
に
「
千
本
浜
公
園

入
口
の
西
園
寺
公
筆
石
碑
の
所
か

ら
松
原
に
沿
う
て
右
に
折
れ
、
約
二

丁
、
家
政
女
学
校
の
真
ん
前
」
と
記

し
て
い
る
。

　

館
報
第
六
七
号
で
少
し
紹
介
し
た

が
、
こ
の
松
下
七
反
田
の
借
家
は
、

玄
関
、
女
中
部
屋
を
除
い
て
わ
ず
か
に
三
間
し
か
な
く
、
そ
れ
を
書

斎
、
編
集
室
、
茶
の
間
等
に
あ
て
、
全
部
で
九
人
の
家
族
が
生
活
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
か
な
か
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
、『
創

作
』
の
翌
月
の
九
月
号
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

大
悟
法
君
も
此
頃
大
変
で
あ
っ
た
。
何
し
ろ
こ
の
狭
さ
で
は
ど

う
し
て
も
彼
一
人
の
部
屋
と
定
め
て
煩
雑
な
事
務
を
執
っ
て

貰
う
べ
き
場
所
が
無
い
。
止
む
な
く
彼
は
町
中
の
某
知
人
の
二

階
を
借
り
て
其そ

処こ

に
机
を
置
き
寝
起
を
し
飯
に
は
三
度
三
度

こ
の
千
本
浜
の
家
ま
で
通
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今

度
ま
た
急
に
そ
の
知
人
が
転
居
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
途

方
に
暮
れ
て
る
と
、
こ
れ
は
ま
た
幸
に
も
こ
の
家
の
隣
、
女
学

校
の
門
を
中
に
し
た
向
う
の
家
が
一
軒
空
い
た
。
東
京
其
処
の

け
の
馬
鹿
高
な
家
賃
で
は
あ
る
が
奮
発
し
て
其
処
を
借
り
入

れ
、
明
日
か
ら
其
処
に
安
置
し
奉
る
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
で
お

客
様
を
寝
か
す
部
屋
も
出
来
た
と
い
う
解
だ
。
あ
ま
り
来
ら
れ

て
も
困
る
が
、来
た
人
を
廊
下
に
ね
か
す
事
を
ば
し
な
い
。（
移

っ
た
翌
々
日
か
に
来
た
男
女
二
人
の
お
客
を
ば
廊
下
に
ね
せ

た
。）
兎
に
も
角
に
も
お
ち
つ
か
ぬ
此
頃
で
は
あ
る
。

　

こ
ん
な
こ
と
が
家
を
新
築
す
る
と
い
う
考
え
の
一
つ
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
り
し
て
い
る
。

　

第
十
五
歌
集
『
黒
松
』（
昭
和
十
三
年
改
造
社
刊
）
の
「
富
士
の
初

雪
」
と
題
す
る
三
首
の
う
ち
の
一
首
。
他
の
二
首
は

　
　

�

富
士
が
嶺
に
ひ
と
夜
に
降
れ
る
初
雪
の
峰
白
妙
に
降
り
う
づ

め
た
る

　
　

�

こ
の
年
の
富
士
の
初
雪
し
た
た
か
に
降
り
て
な
か
な
か
寂
し

く
ぞ
見
ゆ

　

最
近
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
冬
の
沼
津
で
は
、
雨
が
降
り
底

冷
え
が
し
た
次
の
日
は
、
き
れ
い
に
雪
化
粧
し
た
富
士
山
を
仰
ぎ
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

牧
水
は
、「
わ
が
門
」
の
言
葉
が
入
っ
て
い
る
短
歌
を
十
二
首
ほ
ど

作
っ
て
い
る
が
、
東
京
の
家
で
詠
っ
た
も
の
が
一
首
、「
香
貫
の
家
」

を
詠
っ
た
も
の
が
十
首
、
の
こ
り
の
一
首
が
松
下
七
反
田
の
借
家
で

詠
っ
た
掲
出
の
短
歌
に
な
る
。

　

大
正
十
三
年
八
月
に
「
香
貫
の
家
」
を
家
主
の
都
合
で
返
し
、
新

た
に
借
家
を
借
り
た
牧
水
。
新
し
い
家
は
、
沼
津
市
本
字
松
下
七
反

田
九
〇
八
番
地
ノ
一
と
い
う
住
所
で
『
創
作
』
大
正
十
三
年
八
月
号
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一�

は
じ
め
に

の
短
歌
大
会
や
記
念
館
で
も
話
を
さ
れ
、
聞
か
れ
た

方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
歌
集
『
香
貫
』
や
個
人

誌
を
集
約
し
た
『
左
岸
だ
よ
り
』
は
、
ま
さ
し
く
こ

の
地
と
の
繋
が
り
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
し
か
し
、

氏
自
身

若
山
牧
水
の
現
代
的
意
義

　
　
　

─
玉
城
徹
の
牧
水
論
に
ふ
れ
な
が
ら
─

　

百
年
近
く
前
に
亡
く
な
っ
た
牧
水
の
歌
が
、
今
で

も
愛
好
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
は
短
歌
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
小
中

高
校
生
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
短
歌
と
い
う
形
で
自
己

の
思
い
を
表
そ
う
と
す
る
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
お
ら

れ
ま
す
。
若
い
世
代
に
あ
っ
て
は
、
口
語
の
短
歌
が

自
在
に
広
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
、

多
く
の
歌
が
交
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
と
若
山

牧
水
の
歌
の
間
に
は
距
離
が
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す

が
、
し
か
し
、
牧
水
の
歌
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
、

多
様
な
読
み
方
が
可
能
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
今
日
の

自
分
に
と
っ
て
の
牧
水
の
意
義
、
歌
を
作
り
考
え
て

い
く
糧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

��

牧
水
を
問
い
直
す
観
点
を
、
今
日
は
玉
城
徹
の
牧

水
論
を
媒
介
に
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

玉
城
氏
は
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
仙
台
に

生
ま
れ
、
長
く
東
京
に
住
み
、
多
く
の
歌
や
評
論
を

書
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
六
十
三
年
に
、
な
ぜ

か
沼
津
に
転
居
さ
れ
、
平
成
二
十
二
年（
二
〇
一
〇
）

に
亡
く
な
る
ま
で
こ
の
地
に
住
ま
わ
れ
ま
し
た
。
こ

わ
た
し
は
、
し
ば
し
ば
人
か
ら
、
沼
津
の
地
を

選
ん
で
居
を
移
し
た
の
は
、
牧
水
を
敬
慕
す
る

か
ら
か
と
い
う
質
問
を
受
け
る
。
ど
う
も
、
う

ま
く
答
え
ら
れ
な
い
。「
そ
う
だ
」
と
言
っ
て
は
、

嘘
に
な
る
よ
う
だ
が
、「
そ
う
で
は
な
い
」
と
言

い
切
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
。
ど
ち
ら
か
に
き

め
て
し
ま
っ
て
は
、
理
屈
に
陥
る
だ
ろ
う
。

玉城徹氏（平成9年10月5日　第44回沼津牧水祭短歌大会）

『左岸だより』

と
韜と

う

晦か
い

し
て
い
ま
す
。

　

玉
城
氏
は
、
少
年
時
、
北
原
白
秋
の
『
多
磨
』
に

入
っ
て
研
鑽
を
始
め
た
人
で
す
が
、
広
く
短
歌
や
世

界
の
思
想
・
文
学
に
通つ

う

暁ぎ
ょ
うし
、
短
歌
史
に
つ
い
て
独

内 

藤  　

明
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自
の
見
解
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
難
解
を
も

っ
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
か
つ
て
何
回
か
、

仲
間
と
玉
城
氏
と
沼
津
の
茶
房
で
お
目
に
か
か
り
、

記
念
館
で
歌
会
を
楽
し
ま
せ
て
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

牧
水
に
つ
い
て
話
を
う
か
が
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
今
回
十
三
本
の
牧
水
論
を
読
む
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
紙
面
の
関
係
か
ら
、
そ
の
一
部
の
み

を
記
し
て
、
牧
水
の
現
代
的
意
義
を
さ
ぐ
る
一
助
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

体
験
を
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。�

―
―
（
注
ｄ
）「
こ
ん
な

歌
が
、
好
き
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
」、「
ど
ん
な
明
瞭

な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
出
現
せ
し
め
な
い
」、「
こ

の
歌
が
表
現
し
て
い
る
も
の
は
、
響
き
と
、
色
と
か

が
や
き
と
の
融
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
」、「
き
わ
め
て

本
能
的
、
自
然
発
生
的
に
象
徴
主
義
的
な
も
の
」
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
と
、
牧
水
が
大
学
時
代
下
宿

を
と
も
に
し
た
北
原
白
秋
の

真
昼
日
の
ひ
か
り
青
き
に
燃
え
さ
か
る
炎

ほ
の
ほ
か
哀か

な

し
わ
が
若
さ
燃
ゆ

白し
ら

鳥と
り

は
哀か

な

し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も

染
ま
ず
た
だ
よ
ふ

二
―
一　

玉
城
の
少
年
時
の
体
験

　
　
　
　
　

―�

歌
の
始
原
に
あ
る
混
沌

春
の
鳥
な
鳴な

き
そ
鳴
き
そ
あ
か
あ
か
と
外と

の
面も

の
草
に
日
の
入
る
夕

ゆ
ふ
べ�

『
桐
の
花
』

と
、
通
い
合
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
何
度
も
指
摘
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
歌
は
第
一
歌
集
の
『
海
の
声
』
に
あ
る
歌
。

え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
詩
に
と
っ
て
最

も
大
切
な
原
点
な
の
で
す
。
牧
水
の
基
底
に
は
宮
崎

の
海
が
あ
り
、
最
後
に
は
沼
津
の
海
を
求
め
ま
す
。

玉
城
氏
は
、
中
年
を
過
ぎ
て
、
自
ら
に
は
な
い
海
の

混
沌
を
、
そ
の
深
層
に
希
求
し
て
い
た
と
も
い
え
る

で
し
ょ
う
。

��

牧
水
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
中
期
に
か
け
て
自

ら
の
生
の
危
機
を
体
験
し
、
短
歌
界
の
変
化
と
も
重

な
っ
て
、
歌
の
文
体
に
試
行
を
加
え
て
い
き
ま
す
。

玉
城
氏
は
そ
れ
を
、

『海 の 声』

　

玉
城
氏
は
、「
牧
水
短
歌
は
逸
品
」（
注
ｄ
）

で
、

空
の
日
に
浸し

み
か
も
響
く
青
々
と
海
鳴
る
あ
は

れ
青
き
海
鳴
る�

『
海
の
声
』『
別
離
』

と
い
う
一
首
を
あ
げ
て
、
自
ら
の
少
年
時
代
の
牧
水

と
同
様
に
、
や
や
ナ
ル
シ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
る
浪

漫
性
が
あ
り
ま
す
が
（
そ
れ
は
与
謝
野
鉄
幹
や
晶

子
の
そ
れ
と
は
位
相
を
異
に
し
ま
す
）、玉
城
氏
は
、

聴
覚
と
視
覚
が
自
然
と
融
合
し
た
こ
の
歌
の
象
徴

主
義
的
な
表
現
に
魅
か
れ
た
よ
う
で
す
。
具
体
的

な
内
容
や
感
情
よ
り
も
、
身
体
か
ら
湧
き
出
る
よ

う
な
あ
る
混
沌
と
し
た
気
分
が
そ
こ
に
あ
る
と
い

二
―
二　

変
転
す
る
生
の
時
間

　
　
　
　
　

―�

文
体
の
葛
藤
と
新
し
さ

時
に
た
ゆ
た
っ
て
は
、
た
ち
ま
ち
、
岩
に
高
く

打
ち
揚
げ
る
波
の
よ
う
な
恋
愛
歌
は
、
よ
う
や

く
人
生
を
つ
つ
む
悲
哀
と
倦
怠
と
の
中
に
流
れ

こ
ん
で
ゆ
く
。
と
思
う
や
、
次
い
で
、
烈
し
い

苦
渋
に
満
ち
た
曲
折
を
経
て
、
歌
は
、
広
や
か

な
眺
望
の
中
を
、
静
か
に
ゆ
た
か
に
流
れ
続
け

る
の
で
あ
る
（
注
ｊ
）

と
詩
的
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

恋
愛
の
挫
折
の
後
の
生
活
の
中
で
、
そ
れ
は

皿
、
煙き
せ
る管
、
ソ
ー
ス
、
お
茶
な
ど
と
き
ど
き
に

買
ひ
あ
つ
め
来
て
部
屋
を
作
れ
る

�

『
死
か
芸
術
か
』
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納
戸
の
隅
に
折
か
ら
一
挺
の
大
鎌
あ
り
、
汝

な
ん
ぢ
が

意
志
を
ま
ぐ
る
な
と
い
ふ
が
如
く
に

�

『
み
な
か
み
』

�

二
―
三　

自
然
と
人
間
、
世
界
と
自
己

　
　
　
　
　
　

―�

感
情
の
解
放

と
い
っ
た
自
然
主
義
的
な
都
会
の
生
活
描
写
や
、
故

郷
で
の
内
部
の
葛
藤
を
表
出
す
る
よ
う
な
破
調
の
歌

を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

玉
城
氏
は
、
破
調
歌
を
あ
ま
り
認
め
て
い
な
い
よ

う
で
す
。
し
か
し
、
同
時
期
の
、
た
と
え
ば

雨
、
雨
、
雨
、
ま
こ
と
思
ひ
に
労
れ
ゐ
き
、

よ
く
ぞ
降
り
来こ

し
、
あ
は
れ
闇
を
打
つ

�

『
死
か
芸
術
か
』

な
ど
に
は
（
注
ｌ
）「
胸
中
の
思
い
と
い
う
内
容
か

ら
必
然
的
に
生
れ
出
た
」「
声
調
の
た
め
の
声

調
で
は
な
い
」
声
調
が
そ
こ
に
は
あ
り
、

わ
れ
も
木
を
伐
る
、
ひ
ろ
き
ふ
も
と
の
雑

木
原
春
日
つ
め
た
や
、
わ
れ
も
木
を
伐
る

�

『
み
な
か
み
』

な
ど
は
（
注
ｌ
）「
少
年
の
頃
か
ら
、
こ
れ
が
好
き
」

で
、「
ふ
つ
う
の
短
歌
と
は
違
う
」「
新
し
い
形

が
あ
る
よ
う
な
心
も
ち
が
す
る
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。

　

そ
し
て
氏
は
牧
水
晩
期
の
歌
に
向
き
合
い
ま
す
。

か
は
し
も
の
峡は
ざ

間ま

の
橋
に
秋
日
さ
し
あ
き
ら
か

な
れ
や
い
ま
人
渡
る�

『
く
ろ
土
』

ち
ち
い
ぴ
い
ぴ
い
と
わ
れ
の
真
う
へ
に
来
て
啼

け
る
落
葉
が
枝
の
鳥
よ
な
ほ
啼
け�

『
く
ろ
土
』

と
い
っ
た
歌
を

そ
れ
は
、
己
れ
を
散
漫
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
が
自
然
と
直
接
会
話
で
き
る
よ

う
に
仕
向
け
る
の
で
あ
る
。
作
者
自
身
の
個
人

的
に
深
刻
な
、
な
い
し
は
繊
細
な
、
そ
の
他
何

で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
あ
れ
こ
れ
の
感
情
を
、

読
者
に
浸
透
的
に
共
感
さ
せ
よ
う
と
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
点
で
、
こ
れ
は
芸
術
的
に
逸
品
だ

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
注
ｄ)

と
評
価
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、「
実
相
に
観
入
し
て
自
然
・

自
己
一
元
の
生
を
写
す
。
こ
れ
が
短
歌
上
の
写
生
で

あ
る
」
と
い
っ
た
斉
藤
茂
吉
の
「
短
歌
に
於
け
る
写

生
の
説
」
と
の
違
い
を
と
ら
え
た
も
の
で
し
ょ
う
。

茂
吉
も
牧
水
も
、
天
然
・
自
然
と
人
間
・
自
己
と
の

『みなかみ』 『死か芸術か』　

玉
城
氏
は
、
一
貫
し
て
表
現
の
た
め
の
表
現
を
批

判
し
、
形
式
か
ら
の
逸
脱
を
限
定
的
に
し
か
評
価
し

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
定
型
を
重
視
す
る
と
い
う
観
点

に
立
っ
て
も
、
後
に
つ
づ
く「
広
や
か
な
眺
望
の
中
」

に
出
て
行
く
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
破
調
や
新
し

さ
の
試
行
は
、そ
の
完
成
度
は
と
も
か
く
、必
要
不
可

欠
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
翻
っ
て
、
短

歌
の
表
現
が
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
現
代
の
短

歌
や
こ
れ
か
ら
の
歌
に
あ
っ
て
も
、
重
要
な
課
題
で

あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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飲
む
湯
に
も
焚た

き

火び

の
け
む
り
匂
ひ
た
る
山
家

の
冬
の
夕ゆ

ふ

餉げ

な
り
け
り�

『
渓
谷
集
』

菜
を
あ
ら
ふ
と
村
の
を
み
な
子
こ
と
ご
と
く

寄
り
来
て
あ
ら
ふ
此
処
の
温い

で
ゆ泉

に�

『
く
ろ
土
』

洗
ひ
終
へ
て
や
が
て
菜
を
負
ひ
か
た
つ
む
り

歩
む
が
ご
と
く
負お

ひ
て
帰
り
ぬ�

『
く
ろ
土
』

何
を
も
っ
て
そ
の
特
徴
と
し
、
評
価
す
る
か
は
人
さ

ま
ざ
ま
で
す
。
玉
城
氏
の
論
も
（
こ
こ
で
は
そ
の
一

部
し
か
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
）
も
ち
ろ
ん
そ
の
一

つ
で
、
そ
こ
に
は
、
和
歌
・
短
歌
の
形
を
変
わ
ら
ざ

る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
散
文（
小
説
・
随
筆
・
論
文
）

な
ど
と
も
、
ま
た
そ
の
後
の
二
十
世
紀
の
短
歌
や
文

学
・
芸
術
と
も
異
な
っ
た
も
の
と
す
る
、
玉
城
氏
自

身
の
立
場
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は

今
日
で
は
な
か
な
か
理
解
さ
れ
に
く
い
も
の
で
す
が
、

短
歌
の
歴
史
の
中
に
そ
の
牧
水
論
を
置
い
て
み
る
と
、

玉
城
氏
が
短
歌
や
文
学
や
人
間
に
求
め
て
い
た
も
の

を
再
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

��

牧
水
没
後
、
大
戦
争
が
あ
り
、
社
会
の
変
化
が
あ

り
、
言
葉
の
変
容
が
あ
り
ま
し
た
。
短
歌
の
対
象
と

す
る
世
界
は
、
自
然
や
人
間
で
な
く
、
社
会
・
物
質
・

機
械
・
情
報
に
移
っ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
牧

一
体
を
志
向
し
ま
す
が
、
観
入
す
る
自
己
と
形
式
を

先
立
た
せ
る
よ
う
な
茂
吉
の
写
実
と
違
い
、
牧
水
の

歌
は
己
を
散
漫
に
し
て
自
然
と
会
話
し
、「
感
情
の
解

放
」（
注
ａ)

そ
れ
自
体
が
歌
の
内
容
と
な
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、
玉
城
氏
は
、
牧
水
の
、
自
然
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
人
間
の
姿
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

抒
情
の
本
質
は
自
己
離
脱
に
あ
っ
て
、
自
己
収
し
ゅ
う

斂れ
ん

に
は
な
い
。
自
己
を
忘
却
し
て
、
自
然
の
中

へ
無
限
に
拡
散
し
て
ゆ
き
な
が
ら
、
一
つ
一
つ

の
対
象
の
上
に
し
ば
し
と
ど
ま
っ
て
ゆ
く
、
そ

の
よ
う
な
波
動
こ
そ
、
詩
歌
の
根
本
的
な
運
動

だ
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の
考
え
で
あ
る
（
注
ｄ
）

と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
牧
水
の
歌
の
読
み
を
通
し
て
、

玉
城
氏
は
、
短
歌
に
お
け
る
抒
情
の
本
質
へ
の
自
ら

の
思
い
を
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

�

三��

お
わ
り
に

��

若
山
牧
水
の
歌
を
ど
う
読
む
か
は
、
い
ろ
い
ろ
な

見
方
が
あ
り
得
ま
す
。
牧
水
自
身
変
化
し
て
い
る
し
、

『く ろ 土』

平成10年4月21日に来館された玉城徹氏

『渓 谷 集』

　

二
、
三
首
目
に
つ
い
て
、
氏
は
、
平
凡
な
情
景
に

過
ぎ
な
い
が
、「
言
葉
は
、
見
え
て
来
た
も
の
に
添
っ

て
、
自
然
に
柔
軟
に
流
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」（
注
ｊ
）

と
そ
の
世
界
に
心
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

玉
城
氏
は
、
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水
の
歌
は
す
で
に
そ
の
当
時
の
現
代
と
も
一
線
を
引

い
て
存
在
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
文
明
の
さ
ら
な
る
変
化
が
人
間
に
危
機

を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
牧
水
の
志
向
は
新
た

な
意
味
を
持
っ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
自
然

の
一
部
と
し
て
の
人
間
の
存
在
、
自
己
と
い
う
個
に

収
し
ゅ
う

斂れ
ん

し
な
い
私
と
私
た
ち
、
自
然
界
に
あ
っ
て
多
く

の
普
通
の
人
々
が
平
等
に
生
き
、
命
を
共
有
す
る
世

界
。
そ
う
い
っ
た
も
の
へ
の
希
求
を
牧
水
は
語
っ
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
向
の

山
と
海
を
幼
年
体
験
と
し
て
身
体
に
刻
み
、
旅
す
る

こ
と
で
日
本
と
日
本
人
を
感
じ
、
沼
津
の
海
と
山
を

自
ら
選
ん
だ
牧
水
は
、
そ
れ
を
歌
で
う
た
っ
た
と
い

え
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。�

��

こ
う
い
っ
た
世
界
は
、
百
年
前
に
、
す
で
に
憧
憬

に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
短
歌
は
、

そ
の
よ
う
な
人
間
と
自
然
の
原
郷
、
故
郷
の
幻
想
を
、

遠
く
追
い
求
め
て
い
く
形
式
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
自
己
収
斂
に
行
か
な
い
自
己
の
あ
り
方
は
、

表
現
主
義
に
陥
ら
な
い
詩
の
あ
り
方
と
と
も
に
、
玉

城
氏
が
日
本
の
詩
の
中
に
求
め
て
い
た
も
の
と
も
い

え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
漂
う
、
哀
し
み
、
寂
し
さ
、

懐
か
し
さ
を
味
わ
い
、
牧
水
の
中
に
入
り
こ
ん
で
い

く
玉
城
氏
を
追
い
な
が
ら
、
い
つ
の
間
に
か
源
の
牧

水
そ
の
人
か
ら
、
大
き
な
問
い
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
も
な
り
そ
う
で
す
。

［
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］　

な
い
と
う　

あ
き
ら

昭
和
二
九
年
、
東
京

都
大
田
区
生
れ
。
早

稲
田
大
学
第
一
文
学

部
卒
業
。
同
大
学
院

博
士
後
期
課
程
退
学
。

早
稲
田
大
学
名
誉
教

授
。
在
学
中
に
歌
誌

｢

ま
ひ
る
野
」
に
参
加
し
て
、
作
歌
活
動
を
開
始
。
同
五
七
年

武
川
忠
一
の
歌
誌
「
音
」
に
参
加
、
現
在
発
行
人
。

平
成
一
六
年
、
歌
集
『
斧
と
勾
玉
』
で
第
五
四
回
芸
術
選
奨
文

部
科
学
大
臣
新
人
賞
と
第
九
回
寺
山
修
司
短
歌
賞
、
平
成
二

六
年
、
歌
集
『
虚
空
の
橋
』
収
録
の
作
品
「
ブ
リ
ッ
ジ
」
で
第

五
〇
回
短
歌
研
究
賞
、
平
成
二
七
年
歌
集
『
虚
空
の
橋
』
で
第

二
回
佐
藤
佐
太
郎
短
歌
賞
、
第
二
〇
回
若
山
牧
水
賞
、
令
和
元

年
、
歌
集
『
薄
明
の
窓
』
で
第
五
三
回
『
迢
空
賞
』
を
そ
れ
ぞ

れ
受
賞
。
そ
の
他
の
歌
集
に
『
壺
中
の
空
』『
海
界
の
雲
』『
夾

竹
桃
と
葱
坊
主
』『
三
年
有
半
』、
著
書
に
『
う
た
の
生
成
・
歌

の
ゆ
く
え　

日
本
文
学
の
基
層
を
探
る
』『
万
葉
集
の
古
代
と

近
代
』『
抒
情
の
構
造
』
等
が
あ
る
。
令
和
六
年
一
〇
月
六
日

に
開
催
し
た
第
七
一
回
「
沼
津
牧
水
祭
・
短
歌
大
会
」
の
講
師
。

注　

玉
城
徹
の
牧
水
論

ａ�

「
牧
水
短
歌
の
位
相
」

�

　
『
現
代
短
歌
』
18　

1966
（
昭
和
41
）
年
11
月
号

�

『
近
代
短
歌
の
様
式
』
1974
（
昭
和
49
）
年
所
収

ｂ�

「
牧
水
短
歌
の
意
義
と
特
質
―
若
い
読
者
の
た
め
に
」

�

　
『
虹
は
彼
方
に
』
1967
（
昭
和
42
）
年�

所
収

ｃ�

「
牧
水
晩
期
作
品
に
つ
い
て
」

�

　
『
創
作
』
1978
（
昭
和
53
）
年
９
月
号

�

　
『
若
山
牧
水
全
集
』
第
1０
巻�

1993
（
平
成
５
）
年

ｄ�

「
牧
水
短
歌
は
逸
品
」

�

　
『
創
作
』
1983
（
昭
和
58
）
年
１
月
号

ｅ�

「
牧
水
短
歌
の
根
本
思
想
」

�

　
『
創
作
』
1983
（
昭
和
58
）
年
12
月
号

ｆ�

「
自
然
に
つ
い
て
」

�

　
『
短
歌
』
1985
（
昭
和
6０
）
年
８
月
号

ｇ�

「
牧
水
の
位
置
―
概
説
書
き
直
し
の
た
め
に
―
」

�

　
『
創
作
』
1986
（
昭
和
61
）
年
１
月
号

ｈ�
「
牧
水
と
い
う
歌
人
」

�
　
『
創
作
』
1993
（
平
成
５
）
年
12
月
号

ｉ�

「
牧
水
短
歌
の
人
間
像
」

��

　
『
沼
津
市
若
山
牧
水
記
念
館
館
報
』
第
21
号

�
�

1998
（
平
成
1０
）
年
12
月

ｊ�

「
牧
水
の
文
学
的
位
置
」

　

�　
『
若
山
牧
水
随
筆
集
』
講
談
社
文
芸
文
庫　

�
�

2000
（
平
成
12
）
年
１
月�

ｋ�

「
二
十
世
紀
の
短
歌
を
考
え
る
」

�

　
『
左
岸
だ
よ
り
』
第
７
回�

2004
（
平
成
16
）
年
11
月

ｌ�

「
牧
水
の
一
時
期
」

�

　
『
左
岸
だ
よ
り
』
第
56
回�

2008
（
平
成
2０
）
年
1０
月

ｍ�

「
歌
集
『
黒
松
』
の
短
歌
」

�

　
『
左
岸
だ
よ
り
』
第
59
回�

2009
（
平
成
21
）
年
１
月

�

　
『
幾
山
河
』
第
22
号�

2009
（
平
成
21
）
年
５
月

ｂ
、
ｅ
、
ｆ
、
ｇ
、
ｈ
は
『
近
代
短
歌
と
そ
の
源
流
』
所
収



（7）　沼津市若山牧水記念館館報　第74号

　

第
三
五
回
中
学
生

短
歌
コ
ン
ク
ー
ル
に
、

例
年
ど
お
り
沼
津
市

内
全
一
九
校
か
ら
一

七
八
四
首
の
参
加
が

あ
っ
た
。学
校
行
事
、

部
活
動
、テ
ス
ト
を
詠

っ
た
も
の
や
、夏
祭
り

の
思
い
出
を
詠
っ
た

も
の
が
大
半
を
占
め

た
。現
在
の
中
学
生
が
、

意
外
に
狭
い
範
囲
に

多
く
の
意
識
を
向
け

て
生
活
し
て
い
る
印

象
を
持
っ
た
。ま
た
特

筆
す
べ
き
は
、出
詠
作

品
の
中
に
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
か
ら
流
用
さ

　
　

�

水
曜
日
折
り
返
す
日
は
ど
こ
と
な
く
青
色
な
気
が

す
る
午
後
の
教
室�

中
塚
結
理
（
門
池
中
）

第
三
十
五
回

中
学
生
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル

れ
た
作
品
が
数
首
含
ま
れ
て
い
た
事
で
あ
る
。
生
成
Ａ
Ｉ

の
普
及
や
、
生
徒
全
員
が
Ｐ
Ｃ
端
末
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
事
な
ど
が
主
因
と
思
わ
れ
る
。
国
語
教
育
に
お
け
る
モ

ラ
ル
教
育
の
低
下
を
見
る
思
い
が
し
た
。
選
考
は
沼
津
牧

水
会
理
事
の
河
本
尚
子
、
湯
山
昌
樹
、
永
久
保
英
敏
及
び

沼
津
牧
水
会
会
員
の
勝
俣
文
子
が
行
っ
た
。

　

以
下
、
特
選
作
品
を
紹
介
す
る
。�

（
永
久
保
英
敏
）

な
ん
と
な
く
物
憂
い
よ
う
な
、
少
し
疲
れ
た
よ
う
な
週
中

の
気
分
を
、
青
色
の
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
、

中
学
生
ら
し
い
繊
細
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。

　
　

�

古こ

写し
ゃ

真し
んに

見
つ
け
た
先
祖
の
笑
み
の
中
父
の
顔
あ

り
我
の
顔
あ
り�

大
橋
叶
和
（
暁
秀
中
）

古
い
ご
先
祖
の
写
真
の
中
に
、
お
父
さ
ん
や
、
自
分
に
似

た
顔
を
見
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
ル
ー
ツ
な
ど

に
思
い
を
は
せ
た
作
者
の
、
心
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
　

�

初
め
て
の
リ
ン
グ
内
で
の
手
応
え
が
グ
ロ
ー
ブ
ご

し
に
体
に
染
み
る�

武
田
蓮
央
（
第
五
中
）

ボ
ク
シ
ン
グ
を
し
て
い
る
作
者
。
ス
ポ
ー
ツ
と
は
い
え
、

人
を
殴
る
と
い
う
経
験
の
、
生
々
し
い
手
応
え
や
、
体
に

染
み
る
感
覚
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
臨
場
感
の
あ
る
作
品
。

　
　

�

ダ
ン
ス
っ
て
最
高
な
ん
だ
私
の
体
ソ
ー
ダ
の
よ
う

に
は
じ
け
る
み
た
い�

鬼
海
琉
愛
奈
（
金
岡
中
）

大
好
き
な
ダ
ン
ス
を
踊
っ
て
い
る
楽
し
さ
で
、
こ
み
上
げ

て
く
る
嬉
し
い
感
情
を
、
ソ
ー
ダ
が
は
じ
け
る
と
言
っ
た

作
者
に
、
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
の
若
さ
を
感
じ
る
。

　
　

�

思
い
切
り
音
を
震
わ
せ
て
み
た
く
な
る
体
を
張
っ

た
監
物
の
指
揮�

花
田
晋
太
郎
（
金
岡
中
）

合
唱
、
ま
た
は
合
奏
の
場
面
。
友
人
で
あ
る
「
監け

ん
も
つ物
」
君

の
、
体
を
張
っ
た
指
揮
に
よ
っ
て
、
作
者
や
、
そ
の
仲
間

た
ち
の
気
持
ち
が
、ひ
と
つ
に
な
る
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。

　
　

�

木
曜
日
テ
ス
ト
終
わ
り
の
帰
り
道
今
な
ら
空
も
飛

べ
る
気
が
す
る　
　
　
　
　

市
野
紗
菜
（
大
岡
中
）

中
学
生
に
と
っ
て
テ
ス
ト
は
、
大
き
な
試
練
で
あ
る
。
そ

の
試
練
か
ら
解
放
さ
れ
た
気
持
ち
を
「
空
も
飛
べ
る
気
が

す
る
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

船
走
る
透
き
通
る
海
か
き
分
け
て
二
匹
の
ト
ビ
ウ

オ
五
秒
滑
空　
　
　
　
　
　

近
藤
空
海
（
今
沢
中
）

透
き
通
る
海
で
船
に
乗
る
体
験
中
に
ト
ビ
ウ
オ
を
見
る
と

い
う
心
が
浮
き
立
つ
経
験
を
し
た
作
者
。「
二
匹
」「
五
秒
」

と
い
う
具
体
的
な
表
現
で
、
場
面
が
良
く
想
像
で
き
る
。

　
　

�

太
陽
が
と
て
も
輝
く
６
月
で
日
差
し
が
人
を
突
き

刺
し
て
い
る　
　
　
　
　
　

石
井
涼
夏
（
大
岡
中
）

初
夏
の
日
差
し
の
明
る
さ
が
人
を
突
き
刺
し
て
い
る
、
と

感
じ
た
作
者
の
感
受
性
の
豊
か
さ
に
、
中
学
生
ら
し
い
繊

細
さ
と
、
素
直
さ
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。

　
　

�

日
記
帳
あ
の
日
こ
の
日
の
思
い
出
を
こ
ぼ
さ
ぬ
よ

う
に
書
き
留
め
て
い
く　
　

大
橋
由
愛
（
金
岡
中
）

日
記
帳
に
こ
ぼ
さ
ぬ
よ
う
に
書
き
留
め
る
と
い
う
表
現
に

よ
っ
て
、
日
々
の
中
学
生
生
活
を
丁
寧
に
、
そ
し
て
大
事

に
過
ご
し
て
い
る
作
者
の
姿
が
想
像
さ
せ
ら
れ
る
。

　
　

�

水
槽
で
大
き
い
マ
ン
タ
は
ば
た
く
よ
窮
屈
そ
う
だ

作
っ
た
海
は　
　
　
　
　

宮
島
叶
依
（
第
五
中
）

作
っ
た
海
で
あ
る
水
槽
の
マ
ン
タ
は
、
窮
屈
そ
う
に
見
え

る
が
、
そ
の
中
で
も
羽
ば
た
い
て
い
る
。
中
学
生
で
あ
る

作
者
の
心
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
作
品
。
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第
二
十
九
回
若
山
牧
水
賞
が
大
辻
隆
弘
氏
の
第
十

歌
集
『
橡
と
石
垣
』
と
高
山
邦
男
氏
の
第
二
歌
集
『
Ｍ

ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
』
に
決
ま
っ
た
。
二
名
同
時
の
受
賞
は
、

五
年
ぶ
り
で
五
回
目
。
選
考
委
員
は
、
佐
佐
木
幸
綱
、

高
野
公
彦
、
栗
木
京
子
、
伊
藤
一
彦
の
四
氏
。

　

授
賞
式
は
、
令
和
七
年
一
月
三
十
日
（
木
）
ザ
・

メ
イ
ビ
ア
宮
崎
で
行
わ
れ
た
。
授
賞
式
の
後
、
受
賞

者
と
伊
藤
一
彦
氏
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
よ
る
ト
ー

ク
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
。

　

翌
三
十
一
日
（
金
）
に
カ
ル
チ
ャ
ー
プ
ラ
ザ
の
べ

お
か
で
大
辻
隆
弘
氏
の
「
牧
水
の
叙
景
」
と
高
山
邦

男
氏
の
「
牧
水
の
〈�

わ
れ�

〉」
と
題
し
た
受
賞
記

念
講
演
会
が
行
わ
れ
た
。

　

大
辻
隆
弘
氏
は
昭
和
三
十
五
年
三
重
県
生
れ
。
昭

和
六
十
一
年
に
短
歌
結
社
「
未
来
短
歌
会
」
に
入
会
、

岡
井
隆
に
師
事
。
平
成
十
年
に
現
代
歌
人
集
会
賞
、

同
十
五
年
に
寺
山
修
司
短
歌
賞
、
同
二
十
九
年
に
齋

藤
茂
吉
短
歌
文
学
賞
、
令
和
五
年
に
小
野
市
詩
歌
文

学
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
。
歌
誌
「
未
来
」
編
集
発
行

人
。
受
賞
作
は
、
コ
ロ
ナ
禍
や
師
で
あ
る
岡
井
隆
の

死
、
定
年
退
職
な
ど
の
人
生
が
大
き
く
変
化
し
た
時

期
に
作
っ
た
四
百
十
四
首
を
ま
と
め
た
も
の
。

　

大
辻
氏
に
つ
い
て
栗
木
氏
は
、「
観
察
の
ま
な
ざ
し

が
繊
細
で
言
葉
の
選
択
も
周
到
。
日
常
の
何
げ
な
い

風
景
を
実
感
込
め
て
見
事
に
歌
っ
て
い
る
」
と
語
っ

た
。

　

高
山
邦
男
氏
は
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
生
れ
。
早

稲
田
大
学
第
一
文
学
部
在
学
中
に
短
歌
結
社
「
心
の

花
」
に
入
会
。
就
職
で
十
年
ほ
ど
短
歌
か
ら
離
れ
た

が
四
〇
代
で
再
開
。
平
成
二
十
九
年
に
日
本
歌
人
ク

ラ
ブ
新
人
賞
、
な
が
ら
み
書
房
出
版
賞
を
受
賞
。「
心

の
花
」
編
集
委
員
。

　

受
賞
作
は
、
個
人
タ
ク
シ
ー
運
転
手
と
し
て
働
き

な
が
ら
認
知
症
の
母
を
介
護
し
、
母
が
亡
く
な
る
ま

で
の
約
六
年
間
に
詠
ん
だ
四
百
六
首
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。

　

高
山
氏
に
つ
い
て
高
野
氏
は
「
高
山
氏
は
人
生
を

深
い
と
こ
ろ
か
ら
眺
め
、
つ
ら
い
状
況
も
ユ
ー
モ
ア

を
交
え
て
分
か
り
や
す
く
表
現
し
た
歌
が
い
い
」
と

た
た
え
た
。
ま
た
、
伊
藤
氏
は
「
作
風
が
対
照
的
な

二
人
で
違
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
同
時
受
賞
の
面
白
み

が
出
る
と
期
待
し
て
い
る
」
と
話
し
た
。

大
辻
隆
弘
氏
の
『
橡

つ
る
ば
み

と
石
垣
』

高
山
邦
男
氏
の
『
Ｍ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
』

（宮崎日日新聞社　提供）

　

歌
集
『
橡
と
石
垣
』
か
ら
作
品
を
紹
介
す
る
。

う
つ
く
し
き
冬
野
が
右
の
頬
を
刷
き
列
車
は
木

津
の
駅
に
近
づ
く

北
向
き
の
廊
下
に
椅
子
は
積
ま
れ
を
り
脚
や
は

ら
か
く
組
み
あ
は
さ
れ
て

青
鷺
の
つ
ば
さ
の
色
が
雲
に
融
け
し
づ
か
に
冬

は
至
ら
む
と
す
る

み
づ
か
ら
が
作
り
し
劇
に
涙
し
て
舞
台
の
袖
の

く
ら
が
り
に
を
り

暫
く
、
無
視
し
て
を
れ
ば
短
歌
か
ら
立
ち
去
る

だ
ら
う
こ
の
若
者
も�

歌
集
『
Ｍ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
』
か
ら
作
品
を
紹
介
す
る
。

笑
ひ
顔
だ
け
は
昔
の
母
な
り
て
ケ
イ
ト
ウ
の
赤

い
花
を
よ
ろ
こ
ぶ

笑
つ
て
る
や
う
な
寝
顔
で
眠
り
を
る
母
は
無
言

で
わ
た
し
を
救
ふ

人
生
の
夕
日
と
は
こ
ん
な
感
じ
か
な
わ
れ
は
ま

だ
母
に
教
は
り
生
き
る

ス
プ
ー
ン
で
口
元
に
運
ぶ
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
二
人

羽
織
め
く
母
の
食
事
は

母
に
母
そ
の
母
に
ま
た
母
が
ゐ
る
大
河
の
や
う

な
願
ひ
の
中
に

第
二
十
九
回
若
山
牧
水
賞
に


