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「
秋
涛
子

し
ょ
う
と
う
し

」、
和
歌
を
添
え
た
「
簣
山
文
士

き
ざ
ん
ぶ
ん
し

」

な
る
人
物
は
不
詳

ふ
し
ょ
う

で
す
が
、
序
文
は

「
謙
信
公
御
年
譜

け
ん
し
ん
こ
う
ご
ね
ん
ぷ

」
を
編
集
し
た
儒
医
じ
ゅ
い

矢
尾
板
三
印

や
お
い
た
さ
ん
い
ん

が
著
し
て
い
ま
す
。

春
の
白
子

し

ろ

こ

と
冬
の
遠
山

と
お
や
ま

図
１
は「
白
子
晩
鐘

し
ろ
こ
ば
ん
し
ょ
う

」と
題
し
、
松
や
檜
に

囲
ま
れ
た
白
子
神
社

し
ろ
こ
じ
ん
じ
ゃ

一
帯
を
描
い
て
い
ま

す
。
当
時
の
米
沢
で
は
白
子
の
鐘
が
有
名
で

し
た
。
明
治
維
新
の
神
仏
分
離

し
ん
ぶ
つ
ぶ
ん
り

で
現
在
の
白

子
神
社
に
は
鐘
楼

し
ょ
う
ろ
う

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸

米べ
い

陽よ
う

八は
っ

景け
い

元
禄

げ
ん
ろ
く

時
代
に
描
か
れ
た

米
沢
の
八
景

新
春
の
今
月
は
米
沢
の
名
勝
八
カ
所
を
描

い
た「
米
陽
八
景

べ
い
よ
う
は
っ
け
い

」を
紹
介
し
ま
す
。
市
立
米

沢
図
書
館
所
蔵
の「
上
松
家
寄
贈
文
書

う
え
ま
つ
け
き
ぞ
う
も
ん
じ
ょ

」の
中

の
一
巻
で
、
中
国
の
瀟
湘
八
景

し
ょ
う
し
ょ
う
は
っ
け
い
や
日
本
の

近
江

お
う
み

八
景
・
金
沢
八
景
（
横
浜
市
）に
な
ら

い
、
米
沢
の
名
勝
八
景
の
絵
に
詩
歌
を
添
え

た
も
の
で
す
。

元
禄

げ
ん
ろ
く

八
年
（
一
六
九
五
）、
当
時
江
戸
に

登
っ
て
い
た
藩
士
た
ち
が
故
郷
米
沢
を
懐な

つ

か

し
み
、
八
景
の
絵
を
送
っ
て
も
ら
い
、
漢
詩

と
和
歌
を
添
え
て
一
巻
と
し
た
も
の
で
す
。

絵
を
描か

い
た
米
沢
の
絵
師
、
漢
詩
を
詠
ん
だ

時
代
に
は
境
内

け
い
だ
い

に
別
当
寺

べ
っ
と
う
じ

が
あ
り
、
夕
方
に

は
鐘
が
撞つ

か
れ
ま
し
た
。
和
歌
は
、

い
ろ
色

か
え
変

ぬ
松
も
こ
た
か

小

高

き
御
や
し
ろ
社

は

ひ
ゝ
響

き
こ
と
異

な
る
入
相
の
か
ね
鐘

桜
花
咲
く
春
の
景
色
と
な
っ
て
い
ま
す
。

冬
の
風
景
と
し
て
は「
遠
山
暮
雪

と
お
や
ま
ぼ
せ
つ

」（
図
２
）

が
あ
り
ま
す
。
愛
宕
・
羽
山
の
二
峰
と
、
そ

の
麓
の
遠
山
集
落
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
民

家
に
は
仄ほ

の

か
な
灯
り
と
煙
が
見
え
、
穏
や
か

な
冬
の
夕
暮
れ
の
情
景
で
す
。
和
歌
は
、

ふ
り
降

う埋
つ
む
雪
の
ゆ
う
夕

べ
の
や
ま
さ
と

山

里

は

た立
て
る
け
ふ
り
煙

や
し
る
べ
標

な
る
ら
ん

八
景
の
画
題
と
米
陽
八
景

八
景
は
中
国
湖
南
省

こ
な
ん
し
ょ
う

の
洞
庭
湖

ど
う
て
い
こ

の
附
近
、

瀟
江

し
ょ
う
こ
う

と
湘
江

し
ょ
う
こ
う

の
合
流
し
た
地
域（
瀟
湘
）を

山
水
画

さ
ん
す
い
が

に
描
い
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
そ
の

文
化
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
近
江
八
景
を
は

じ
め
日
本
各
地
で
八
景
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
画
題
は
瀟
湘
八
景
に
な
ら
い
、

夜
雨

や

う

・
晩
鐘

ば
ん
し
ょ
う

・
帰
帆
き
は
ん

・
晴
嵐
せ
い
ら
ん

・
秋
月

し
ゅ
う
げ
つ

・

落
雁

ら
く
が
ん

・
夕
照

せ
き
し
ょ
う
・
暮
雪
ぼ
せ
つ

の
八
景
と
す
る
の
が
普

通
で
す
。

米
陽
八
景
で
は
最
初
が「
白
子
晩
鐘
」で
、

次
に
川
に
降
り
立
つ
雁か

り

の
群
を
描
く

「
落
合
落
雁

お
ち
あ
い
ら
く
が
ん

」、
夕
焼
け
に
映は

え
る
成
島
八
幡

を
描
く「
成
島
夕
照

な
る
し
ま
せ
き
し
ょ
う

」が
続
き
ま
す
。
次
の

「
船
坂
帰
樵

ふ
な
さ
か
き
し
ょ
う

」は
、
薪
を
馬
に
積
み
船
坂
峠
を

▲白子晩鐘（図１）

下
る
樵

き
こ
り
を
描
き
ま
す
。
大
き
な
湖
や
海
に
面

し
て
い
な
い
米
沢
で
は「
帰
帆
」の
場
所
を
選

べ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
船
坂
の
船
と
帰
る
樵

に
か
け
た
洒
落

し
ゃ
れ

た
比
喩
ひ

ゆ

と
な
っ
て
い
ま
す
。

五
番
目
が「
遠
山
暮
雪
」で
、
次
は
堂
森
山

に
か
か
る
秋
月
に
照
ら
さ
れ
た
善
光
寺
を
描

く「
堂
森
秋
月

ど
う
も
り
し
ゅ
う
げ
つ

」、
青
葉
繁
る「
舘
山
晴
嵐

た
て
や
ま
せ
い
ら
ん

」

と
続
き
、
最
後
は
夜
雨
に
煙け

ぶ

る
毘
沙
門
堂
を

描
く「
宮
井
夜
雨

み

や

い

や

う

」で
終
わ
り
ま
す
。

四
季（
春
の
白
子
、
夏
の
舘
山
、
秋
の
堂

森
、
冬
の
遠
山
）お
よ
び
、
城
下（
白
子
神
社
）

と
近
郊
の
名
所
名
跡
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
し

八
景
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

江
戸
に
赴
任
し
た
藩
士
の
郷
愁

き
ょ
う
し
ゅ
うの
心
を
慰
な
ぐ
さ

め
た
「
米
陽
八
景
」
は
、
現
在
は
約
三
〇
〇

年
前
の
米
沢
の
風
景
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る

貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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▲遠山暮雪（図２）
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