
吉
水

大
谷

眞
葛
原
に
つ
い
て

小

西

存

砧
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(
躙
)

は

し

が

き

宗
組
の

一代

に
於
け
る
御
遣
跡

は
、
宗
組

み
つ
か
ら
の
お
詞
に
も
あ

つ
た
樣
に
、
謂
ゆ
は
る
諸
州
に
遍
滿
し
て
ゐ
た
わ
け
で
、

そ
の
間
別

に
輕
重
の
區
別
が
有
つ
た
譯
で
は
な

い
が
、
事
實
そ
の
中
心
ご
な
り
、
亦
た
今
な
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
何
ん
,こ
い
つ
て
も
現
在
の
知
恩
院

一

帶
の
土
地
で
あ

る
。

へ

　

む

む

　

是

の
あ
た
り
昔
は
大
谷
-こ
稱
し
、
亦
た
吉
水
ご

・
な

へ
、
極
め
て

ル
ー
ズ
に
呼
ば
れ
て
ゐ
た
樣
で
あ
る
が
、
時
に
ま
た
兩
者
を
區
別
し
て

用
ひ

ら
れ
て
ゐ
た
樣
な
こ
・こ
も
、
往

々
傳
記
の
上
に
見

へ
て
ゐ
る
。

む

む

　

む

例

へ
ば
勅
傳
六
に
、
上
人

一
向
專
修
の
身
ε
な
り
給
ひ
し
か
ば
、

つ
ゐ
に
四
明
の
巖
洞
を
い
で

・
、
西
山
の
廣
谷

ε
い
ふ
ε
こ
ろ
に
、

居

む

　

　

む

を

し

め

給

き

。

い
く

ほ

,こ
な

く

て

、

東

山

吉

水

の

ほ

・こ
り

に

、

し

つ

か

な

る
地

あ

り

け

る

に

、

か

の
廣

谷

の

い
ほ

り

を

わ

た

し

て

、

う

つ

り

む

　
　

カ

も

リ

ヘ

ヵ

ぬ

も

へ

す
み
給
。
そ
の

・
ち
加
茂
の
河
原
屋
、
小
松
殿
、
勝
尾
寺
、
大
谷
な
さ
、
そ
の
居
あ
ら
た
ま

る
ーこ
い

へ
汐
も
、
勸
化
を
こ
た
る
こ
、こ
な
し
l

i

ε
い
ふ
樣
な

一
節
が
あ
る
。
こ
の
文
か
ら
見
る
ε
、
吉
水
の
庵
室
・こ
大
谷

の
禪
房

-こ
は
、
勿
論
同

一
所
で
は
有
り
ゑ
な

い
譯
で
、
從

つ
て

亦
た
吉
水
ε
大
谷
-こ
は
、
全
然
別
な
處
を
指
し
た
も
の

・
樣
に
も
見

へ
る
が
、
實
際
は
さ
う
で
は
無
か
つ
た
樣
で
あ

る
。

ε
云

ふ
は
、
吉
水
は
も
ーこ
大
谷
の
別
名
で
、
從

つ
て
こ
の
兩
處
は
、
全
然
同

一
の
地
域
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
が

、
そ
の
區
域
内
に
存
在

し
た
宗
租
の
房
曾
に
は
、
御
流
罪
以
前
の
も
の
さ
御
流
罪
以
後
の
も
の
ε
が
有
つ
て
、

而
か
も
初
め
は
其
等
の
房
舍
に
、
何
ら
名
稱
ε
い
ふ



へ

む

つ

む

む

む

も
の
は
無

か
つ
た
の
で
あ
る
。
併
し
斯
く
て
は
、
事
實
不
便
を
感
す
る
こ
・こ
が
尠
く
な

い
所
か
ら
、

一
方
を
且
ら
く

「
吉
水
の
庵
室
」

ε
呼

ん
だ
に
對
し
・
他
方
を
夫
れ
¶こ
區
別
し
て

「
が
鯉
び
瀞
肆
」
・こ
稱
し
た
も
の
ーこ
解
す
べ
き
で
有
る
か
ら
で
あ
る
。

へ

も

カ

サ

し

も

へ

S
に

か
く
大
谷
の
禪
房
も
、
最
初
は
た
～
單
に
住
房
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
か
、
間
も
な
く
こ
の
住
房
は
、
宗
租
の
御
往
生
の
處

「こ
な
り
、

へ

も

も

も

へ

も

し

も

次
い
で

そ
の
墳
墓
の
地

-こ
な

つ
た
關
係
か
ら
、
爾
來
大
谷

は
、

一
般
に
宗
組

の
廟
堂
の
地
ε
し
て
世
間
に
知
ら
れ
る
樣
に
な
つ
て
來
た
。

ヘ

へ

處
が
今

日
大
谷
ε
い
ふ
・こ
、
何
人
も
ま
つ
逋
例
親
鸞
上
人
の
廟
所
を
連
想
す
る
こ
ε
に
な
つ
て
ゐ
る
。
是
は
現
在

の
地
名
が
事
實
さ
う
な

つ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
が
當
然
な
譯
で
あ
る
が
、
こ

、
三
百
年
ほ
さ
以
前
、
即
ち
徳
川
の
初
期
慶
長
の
頃
ま
で
は
、
全
く
さ
う
で
は
無
か
つ

た
の
で
あ
る
。

へ

も

も

ヘ

へ

そ
.れ

は
親
鸞
上
人
は
、
も
,こ
宗
租
の
高
弟

で
あ

つ
た
ε
い
ふ
關
係
か
ら
、
沒
後
そ
の
逡
骨
を
宗
祀
の
廟
側
に
葬

つ
た
ざ
い
ふ
こ
S
が
、
眞

宗
側
の
記
録
(
聖
人
本
願
繪

傳
鈔
寺
逋
紀
)に
見
へ
て
ゐ
る
。
宗
祀
の
廟
響

は
、
全
讐

こ
の
き

を

云
つ
た
の
で
あ
る
か
、
頗
る
明
暸
で
な
い
の
で
あ
る

が
、
兎
も
角
乾

は
蓉

跡

で
あ
つ
ξ

云
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
後
+
撃

毳

て
紊

九
年
の
ゑ

蒲

禳

㌣
更
に
そ
の
墳
萎

大
谷

か
ら

「
慕

継

數

」
ー

即
ち
今
の
崇
泰
院
の
地
に
改
葬
し
(覊

盡

鸚

)、
そ
こ
に
鑒

霆

て
誼

鼕

護

し
た
。
是
が
含

の
本
願
寺
の
震

で
あ
る
ゆ
爾
來
三
百
三
+
餘
年
間
.
本
願
寺
は
こ
の
崇
泰
院
の
地
に
存
續
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
慶
長
八
年
(
鞴

蠣

耽
)知
恩
院
の
境
域
が
擴
張
せ
ら
る
・
に
際
し
、
幕
府
の
命
笛

つ
て
同
堺

篝

び
鳥
邊
野
に
移
轉
せ
ら
る
・
こ
§

な
り
、
依
然
ε
し
て

舊
名
を
用
ひ
て
大
谷
の
蕃

誘

し
て
ゐ
た
。
是
が
含

の
西
大
谷
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
戛

谷
穿

賎

恰
度
そ
の
前
薄
覊

)
東
本
願

寺
が
分

立
し
た
の
で
、
承
和
二
年
そ
の
境

内
に
あ
つ
た
祗
廟
を
移
し
た
も
の
で
、
大
分
後
の
事
に
屬
す
る
。
°

へ

も

む

　

　

　

ヘ

へ

む

　

そ
れ
で
吉
水
て
ふ
名
稱
は
、
最
初
は
主
-こ
し
て
宗
祗
の
開
歡
の
處
を
稱
し
、
大
谷
は
其
の
廟
所
を
呼
ぶ
に
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後

に
は
上
逑
の
樣
な
關
係
か
ら
、
大
谷
の
稱
は
却

つ
て
鳥
邊
野
の
方
に
移
り
、
本
家
の
大
谷
は
.
却
つ
て
ま
た
吉
水
の
名
を
以

つ
て
稱
せ
ら
る

・
に
至

つ
た
。
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(
二
)

吉

水

の

庵

室

き
よ
み
つ

吉
水

の
稱
は
、
か
の
清
水
が
昔
勿
の
瀧

か
ら
其
名
を
得
た
如
く
、

「
水
」
に
因
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
名
稱
で
あ
る
こ
ε
は
疑
な
い
。
け
れ

,こ
も
そ
の
水

ε
い
ふ
に
就
て
異
論
が
あ
る
。

へ

も

も

へ

も

一
読
に
は
、
知
恩
院
の
山
門
石
壇
の
西
南
に

「
か
な
ミ

着

」
・こ
い
ふ
が
有
つ
て
、
そ
の
か
み
(
鉦
翫
)、

粟
田
の
藤
四
郎
吉
巻

い
ふ
刀

鍛
冶
か
、
そ
の
石
で
刀
蠡

へ
ξ

云
ふ
の
で
あ
る
。
つ
ざ

其
の
邊
り
に
吉
い
水
が
蓼

覺

か
ら
な
の
で
有
ら
ふ
(鸚

ざ

芸

ふ
の
で

あ

る
が

、
何
だ
か
今

一
つ
根
據
が
薄
弱
な
樣
で
あ
る
。

乃
で

一
般

に
は
、
名
勝
志
な
さ
の
説
に
よ
つ
て
、
園
山
安
養
寺

の
境
内
に
あ

つ
た
泉
水
に
そ
の
起
原
を
求
め
て
ゐ
る
。
こ
の
水
、
昔
は
青

蓮
院
の
座
主
が
灌
頂
の
時
に
用
ひ
ら
れ
た
・こ
傳
ふ
る
も
の
で
、
吉
水
の
名
は
、
蓋
し
こ

・
か
ら
來
た
も
の
で
有
ら
ふ
ε
云
ふ
の
で
あ
る
。

安
養

寺
は
、
南
北
朝
の
末
か
ら
時
宗

の
道
瘍

ご
な

つ
て
今
日
に
及
ん

で
ゐ
る
が
、
こ
の
寺
昔
は
天
台
の
別
院
で
、
建
久
年
中
、
慈
鎭
和
爾

が
止
住
し
て
ゐ
ら
れ
ξ

云
ふ
こ
ーこ
で
あ
る
。
で
世
間
で
は
、
和
術
の
三

を

「
士
慰

ノ
蟄

」
斈

し
(瑠

、叉
そ
の
佳
房
を

「
浄
募

墜

ε
も
稱
し
寒

韈

)、奮

い
ふ
論
の
あ
る
所
か
ら
見
れ
ば
、
名
勝
志
の
読
は
、
蓋
し
不
嘗

い
へ
書

不
蓮
で
有
ら
ふ
-丶」思
は
れ
る
。

ヘ

ヘ

へ

う

ヘ

へ

果
し

て
然
ら
ば
、
吉
水

は
大
谷
の
別
名
で
は
あ
る
が
、
そ
の
主
・こ
し
て
呼
ば
れ
た
區
域
は
、

こ
の
安
養
寺
の
周
圍

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

い
ぽ
り

宗
組
が
最
初
、
廣
谷
か
ら
移
さ
れ
を

い
ふ
庵
は
、
今
の
知
恩
院
の
御
影
堂
の
所
に
在
つ
た
三
至

ミ

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
勅
傳
(第六
)
に
、

へ

ぬ

ヤ

ヘ

へ

も

も

ヘ

へ

「
東
山
吉
水

の
ほ
ε
り
に
」

,こ
云

つ
て
あ
る
は
、
如
何
に
も

よ
く
事
實
に
符
合
し
て
る
・こ
思

は
れ
る
。

　

　

　

　

む

次
に

、
そ
の
吉
水
の
地
に
あ

つ
た
宗
祗
の
庵
室
で
あ
る
が
、
宗
租
の
庵
室
は
、
最
初
は
た
・・
廣
谷
か
ら
移
さ
れ
た
房
舍
i

即
ち
後
に

「

　

む

　

へ

も

も

も

カ

へ

中
の
房
」
,こ
稱
し
叉
た

コ

ヲ

岩
の
禪
房
L
、こ
も
稱

さ
れ
た
も
の
、
以
外
に
は
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。

か

す

も

ヘ

へ

も

ヘ

へ

所
が

こ
の
中
の
房
は
、

そ
の
後
弟
子
ら
の
數
が
噌
加
す
る
に
つ
れ
て
、
漸
次
狹
隘
を
感
す
る
や
う
に
な
り
、
次

い
で
「
西
の
舊
房
」
、「
東
の

一72一



釁

L
-丶喬

す
る
二
つ
の
房
舍
が
麪

に
設
け
ら
る
・
に
至
つ
た
・
前
者
は
今
の
山
門
舞

驥

處
に
在
つ
た
も
の
で
・
或
は
そ
れ
を

「
和

む

む

セ

ヘ

ヘ

へ

の
房
ざ

、
名
つ
け
、
亦
は

「
清
水
ノ
禪
房
」
ε
も
稱
さ
れ
た
。
覆

譏

文
(嬾
韆

)
に
麦

ε
、
こ
の
下
の
房
は
最
初
長
讐

い
ふ
弟
子

の
所
有
に
屬
し
た
も
の
で
あ

つ
柔
か
、
便
宜
そ
れ
が
宗
祀
の
門
弟
の
宿
舍
に
充

て
ら
れ
た
も
の
・こ
察

せ
ら
れ
る
。
後
者
は
今
の
鐘
樓

の
わ
き

　

　

　

へ

も

へ

も

へ

「螢
の
岩
屋
」

ε
稱
す
る
附
近
に
在
つ
た
も
の
で
、
或
は
そ
れ
を

「
上
の
房
」
亦
は

「
松
下
の
禪
房
」
く」
も
呼
ん
だ
。

同
じ
く
逡
誠
文
で
見

る
,、」
こ
の
上
の
房
は
、
本

-こ
六
條
尼
公
の
寄
附
に
係
る
も
の
で
、
當
時
尼
公
の
養
子
圓
親
-こ
い
ふ
も
の

・
所
領
で
あ

つ
た
ε
云
ふ
こ
Σ
で
あ

る
Q己

圭

・
水
の
三
房
の
中
、
宗
祀
は
東
西
の
二
房
を
以
て
弟
子
の
宿
食

、爲
し
、御
募

は
謂
は
ゆ
る
中
の
房
に
在
つ
て
、
七
+
五
歳
(諜

)

ヘ

ヵ

も

も

へ

も

御
流
罪

の
時
に
至
る
ま
で
、
前
後
通
じ
て
三
十
二
年
間
を
そ
こ
で
過
さ
れ
た
。
そ

れ
で
宗
詛
の

「
代
に
亘

つ
て
、
他
に
暫
佳
兼
帶
の
地
も
多

か
つ
た
け
れ
,ご
,
多
年
か
岱
伽
ガ
廚
、こ
定
め
ら
れ
た
も
の
は
、
實
に
こ
の
吉
水

の
地
で
・
や
が
て
ま
た
大
師
の

「
.

.

吉
水

上
人
」

の
名
を
專
ら

に
せ
ら

る

、
所
以
で
あ
る
。

.
そ
れ

に
し
て
も
宗
祺
が
、
何
ふ
し
て
こ
の
吉
水
の
地
を
、
斯
く
本
處
-こ
定
め
ら
れ
る
に
至

つ
た
か
・こ
い
ふ
に
、
こ
の
處
、
盖
し
夢
定
中
に

謖

れ
空

鸚

面
の
靈
跡
で
、
宗
組
ξ

つ
て
は
、實
に
忘
れ
る
.と
、、
の
出
來
な
い
想
ひ
出
で
の
土
地
で
あ
つ
た
か
ら
な
の
で
あ
る

(盤

醋
のの
動
筋

燭
)

(三
)

大

谷

の

禪

房

吉
水

が
水
に
因
ん
で
そ
の
名
を
得
た
如
く
、
大
谷
は
ま
た
谷
に
由

つ
て
名
づ
け
ら
れ
た
名
稱

で
あ
る
。

そ
の
地
域
は
、
華
頂
山
・こ
祗
園
弾

杜

の
間

に
在
つ
て
、
北
は
粟
田
の
附
近
か
ら
、
南
は
雙
林
寺
の
迸
邊
に
い
た
る
山
麓

一
帶
の
高
地
を
斯
く
い
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
邊
り

今

日
は
地
形
が
著
し
K
變
化
を
し
て
ゐ
る
が
、
昔
は
大
き
な
谷
を
成
し
て
ゐ
た
く」想
像
さ
れ
る
の
で
、
偖
こ
そ
大
谷
の
名
も
起
つ
て
き
た
も
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の
ざ
思
は

れ
る
。
榮
花
物
語
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
か
な
り
古
い
物
に
も
、
そ
の
名
が
散
見
し
て
ゐ
る
所
か
ら
見
れ
ば

、
相
當
古

い
地
名
で

あ
つ
た
こ

ε
が
解
か
る
。

　

　

む

　

む

處
で
宗

租
の
大
谷
の
禪
房
は
、
上
述
の
内
い
つ
れ
の
處

に
在
つ
た
か
ε
い
ふ
ε
、
今
の
勢
至
堂
が
そ
の
跡
だ
,こ
云

ふ
の
で
あ
る
。
現
在
の

勢
至
叢

、
纛

三
年
壕

夫

(華
頂
二

十
七
代
)
の
建
立
に
係
る
も
の
で
、
今
の
知
恩
院
の
諸
堂
中
、
最
古
の
建
築
に
擘

る
の
で
あ
る
が
、
宗
組

の
御
在
世
に
は
,
モ

誌

離

誘

す
る
古
い
堂
舍
(慈
覺
大

師
創
建
)が
在
つ
て
、
當
時
青
蓮
院
の
傳
領
に
屬
し
、
護
摩
警

し
て
永
ら
憂

用
さ

れ
て
ゐ
た
、こ
い
ふ
こ
・こ
で
あ
る
。
處
が
建
暦
元
年
十

}
月
、
宗
組
か
御
流
罪
の
勅
発
を
得
て
歸
洛
を
さ
れ
て
見
る
ε
、

吉
水
の
諸
房
は
既

に

荒
慶
に
歸

し
て
、
到
底
居
佳
に
堪

へ
な
い
こ
ε

、
成
つ
て
ゐ
た
。
そ
こ
で
青
蓮
院
の
慈
鎭
和
爾
は
,
い
た
く
大
師
に
同
情
を
寄
せ
ら
れ
、
山

上
の
南
禪
院
を
附
し
て
(勅
傳
第

三
+
六
)
大
師
の
止
住
に
充
て
ら
れ
た
。
是
が
謂
は
ゆ
る
蓉

絞

鳳
で
あ
る
。

.

か
く
て
大
師

は
、
こ
の
禪
房
に
止
住
し
給

ふ
こ
、こ
約

二
箇
月
餘
り
で
、
翌
建
暦
二
年
正
月
、
途
に
同
禪
房
に
於
て
往

生
の
素
懷
を
邃
け
ら

れ
た
。
そ

,ぞ

弟
子
ら
は
、
東
の
岸
上
に
廟
堂
を
建
て

豪

骸
を
葬
り
奉
り
、
知
恩
報
徳

の
誠
姦

し
た
。
勅
傳
(第
三
十
八
)
に
、

そ
の
事
を
記

し
て
1

上
人
の
住
房
の
ひ
ん
が

し
の
岸

の
う

へ
に
、
西
は
れ
た
る
勝
地
あ
り
、
あ
る
入
こ
れ
を
相
傳
し
て
、
自
分
の
墓
所
S
さ
だ
め
を
き

け
る
を
、

上
人
入
洛
の

・
ち
、
去
年
十
二
月
、
か
の
領
主
上
人
に
寄
進
す
。
劵
契
等
お
な
じ
く
寄
進
欺
に
あ
ひ
そ

へ
た
て
ま

つ
り
け
れ
ば

、

源
室
に
ゆ
づ
り
た
ま
ふ
は
、
こ
れ
三
寳

に
廻
向
せ
ら
る

・
な
り
、
佛
う
け
給

へ
・こ
て
、
火
中
に
な
け
入
ら
れ
ぬ
。
然
に

い
ま
上
入
往
生
の
・こ

む

　

き
、
こ
の
地
に
廟
堂
を
た
て
、
石
の
唐
櫃
を
か
ま

へ
て
、
お
さ
め
を
き
た
て
ま

つ
る
ε
。
今
の
御
廟
が
即
ち
そ
れ
で
あ

る
。

そ
の
径

こ
の
大
谷
の
禪
房
は
.
嘉
祿
(
滅
後
+

亠バ
年

)
の
蘿

を
へ
て
文
暦

(槭
誰

)
の
初
め
、
勢
觀
房
の
轟

を
得
轟

蔀

、
騨
釁

、

　

　

　

大
谷
寺
,こ
稱
し
、
始
め
て
寺
院
の
形
態
を
探
る
に
至
つ
た
が
、
無
論
當
時
の
規
模
は
狹
小
な
も
の
で
あ

つ
た
。
知
恩
院
が
知
恩
院

ε
し
て
現

今

の
樣
な
尨
大
な
地
域
を
有
す
る
樣
に
な

つ
た
の
は
、
越

へ
て
第

二
十
九
世
滿
譽
象
照
上
人

の
時
、即
ち
徳
川
の
慶
長
以
後
の
こ
ーこ
で
あ
る
。

"74一



(四
)

眞

葛

原

鬢

的
な
宗
租
の
御
舊
跡
,、乙

て
は
、
古
い
所
に
何
ら
記
藝

無
い
樣
で
あ
る
か
、
徳
川
時
代
の
讐

(麟
覊

)
を
看
を

.
謂
は
ゆ
る

二
租
對

面
は

こ
の
眞
葛
原
で
行
は
れ

π
ε
い
ふ
樣
に
云

つ
て
あ
る
。

案
す
る
に
是
は
、
宗
祗
の
夢
定
中
に
於
け
る
導
師

ε
の
御
對
面
の
背
景
が

、
恰

か
も
當
時
眞
葛
原
ε
稱
し
て
ゐ
た
地

點
に
符
合
し
て
ゐ
た

所

か
ら
起
つ
た
推
定
諡
で
、
そ
れ
以
ヒ
別
に
根
據
の
あ
る
諡
で
は
な

い
ε
思
は
れ
る
。

夫
れ

に
し
て
も
今
日
眞
葛
原
・こ
い
ふ
,こ
、
圓
山
公
園
の
南
側
に
隣
接

し
た

一
帶
の
筌
地
を
指
し
て
い
つ
て
ゐ
る
樣
で
あ

る
が
、
昔
は
箕
葛

原
は
,

覡
今
よ
り
も

モ
ッ
ト
廣

い
區
域
を
意
味
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

だ

い
た
い
眞
葛
原
は
、
も
ざ
江
州
の
阪
本
に
あ
つ
た
地
名
で
、
今
の
滋
賀
院
の
あ
る
附
近

一
帶
の
地
を
稱
し
た
古
名

で
あ
る
。
多
分
そ
の

邊
り

一
面
に
蔓
草
が

は
び
こ
つ
て
、
野
原
を
な
し
て
ゐ
た
所
か
ら
起
つ
た
名
稱
で
あ
ら

ふ
ε
思
は
れ
る
。
傳
説
に
よ
る

。こ
、
そ
の
か
み
慈
鎭

和
爾
の
里
坊
が
こ
・
に
在
つ
て
、
例
の
宮
中
で
問
題
を
惹
起
し
た
・こ
傳
ふ
る
t

我
戀
は
松
を
し
ぐ
れ
の
染
め
か
ね
て
、
眞
葛
が
原
に
風
さ

は
ぐ
な
り
(鯑
玉
Y
・F

ふ
有
各
な
和
歌
は
、
或
は
そ
の
當
時
の
作
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
所
が
そ
の
後
蕎

は
、
粟
田
の
青
讒

の
方

へ
移
攣

さ
れ
る
こ
巨

な
つ
た
の
で
、
時
人
そ
の
住
所
に
就
い
て
、
洛
東
に
も
眞
蔡

を
立
て
た
三
至

の
で
あ
る

(地
名
辭
書
)。
そ
の
機

は
、
大

體
今
の
謂
は
ゆ
る
眞
葛
原
の
邊
か
ら
、
圓
山
公
園
の

一
帶
を
も
總
稱
も
た
樣
で
あ
る
。

S
に
か
く
眞
葛
が
原
は
、
さ
う
し
た

一
種

の
ロ
ー

マ

ン
チ
ツ
ク
な
因
縁
か
ら
、

一
暦
文
人
墨
客
の
注
意
を
曳
く
所

・こ
な
り
、

寳
永
年
中

(徳
川
中
期
)、
梶
女
畧

?

る
歌
人
、
祗
園
紳
瓧
の
萋

の
南
暴

店
を
?

り
、
そ
舞

暮

-丶襖

に
、
茜
裙
を
つ
け
て
客
に
蓊

す

・
め

ひ
ホ

閑
あ

れ
ば
筆
を
手
に
し
て
和
歌
を
詠
じ
た
ε
云

ふ
こ
・こ
で
あ
る
。
か
の
池
大
雅
の
室
玉
蘭

は
、
實

に
こ
の
百
合
女
の
子

で
あ

つ
た
、こ
云
ふ
。

暫

し
て
眞
蓼

原
は
、
徳
川
時
代
の
中
期
に
至
つ
て
い
よ
ー

樹
.
灘
.晦
妄

勉

い
よ
ー

著
名
ε
な
つ
て
、
果
て
は
俗
曲

(京
四
季

)

に
迄
そ
の
名
を
歌
は
れ
る
樣
に
な
つ
た
所
か
ら
、
邃
に
は
二
組
對
面
の
瘍
所
も
、
さ
ふ
し
た
名
勝
の
名
を
も

つ
て
言
ひ
表
は
す
に
至
つ
た
も

の
で
は
な
い
か
ε
思
は
れ
る
。
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