
菖蒲谷池

雅み
や
び

な
貴
族
の
世
界
を
描
い
た
『
源
氏

物
語
』
の
誕
生
か
ら
約
２
０
０
年
、
武
家

政
権
の
先
駆
者
、
平
氏
の
栄
枯
盛
衰
を

綴づ
づ

っ
た『
平
家
物
語
』が
世
に
流
布
す
る
。

そ
の
最
終
巻
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
で
平
氏

が
滅
ん
だ
後
、
12
歳
の
平
氏
の
正
嫡
・

六
代
（
平
清
盛
の
曾
孫
）
が
母
や
妹
と

と
も
に
落
ち
延
び
て
、
大
覚
寺
北
の
菖

蒲
谷
に
隠
棲
す
る
話
が
出
て
く
る
。

六
代
は
そ
の
後
源
氏
の
追
っ
手
に
捕

ま
り
、
最
終
的
に
は
斬
首
さ
れ
る
の
だ

が
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
４
０
０
年
後

の
江
戸
時
代
初
期
、
こ
の
菖
蒲
谷
を
舞

台
に
、
あ
る
感
動
的
な
出
来
事
が
起
こ

る
。
菖
蒲
谷
は
現
在
、
菖
蒲
谷
池
を
中

心
に
釣
り
や
舟
遊
び
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

な
ど
が
楽
し
め
る
ち
ょ
っ
と
し
た
リ

ゾ
ー
ト
地
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
40

（
１
９
６
５
）
年
に
嵐
山

-高
雄
パ
ー
ク

ウ
エ
イ
が
開
通
し
、
菖
蒲
谷
池
へ
の
車

で
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら

だ
が
、
こ
の
池
の
誕
生
と
そ
の
出
来
事

が
関
係
し
て
い
る
の
だ
。

元
和
（
１
６
１
５
～
１
６
２
４
年
）

の
頃
、
北
嵯
峨
の
高
台
の
農
地
は
、
水

量
の
あ
る
谷
川
が
少
な
く
、
常
に
水
不

足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
一
人

の
男
が
立
ち
上
が
る
。
地
元
に
住
む
青

年
、
吉
田
光
由
で
あ
る
。
そ
の
名
を
聞

い
て
、
和
算
書
『
塵じ

ん

劫こ
う

記き

』
を
思
い
浮

か
べ
た
人
は
、
な
か
な
か
の
歴
史
通
で

あ
ろ
う
。
そ
う
、
光
由
は
の
ち
に
、
江

戸
時
代
随
一
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
、
日

本
人
の
数
学
力
を
飛
躍
的
に
高
め
た
と
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さ
れ
る
、
あ
の
名
著
を
著
す
算
術
家
で

あ
る
。　

さ
て
、
光
由
は
北
嵯
峨
の
尾
根
を
越

え
た
北
に
あ
る
菖
蒲
谷
に
目
を
付
け

た
。
菖
蒲
谷
の
水
は
地
形
的
に
は
北
嵯

峨
と
は
反
対
の
北
へ
向
か
い
、
高
雄
か

ら
清
滝
川
に
合
流
す
る
。

本
来
な
ら
菖
蒲
谷
の
水
は
利
用
で
き

な
い
が
、
光
由
の
考
え
は
斬
新
で
あ
っ

た
。
菖
蒲
谷
に
土
手
を
造
っ
て
水
を
貯

め
、
南
側
の
尾
根
を
隧ず

い

道ど
う

（
ト
ン
ネ
ル
）

で
貫
い
て
、
北
嵯
峨
側
の
細
谷
川
に
水

を
流
し
、
下
流
の
農
地
を
潤
そ
う
と
い

う
も
の
だ
っ
た
。
理
に
か
な
っ
た
考
え

で
は
あ
っ
た
が
、
実
際
の
隧
道
工
事
に

は
、
相
当
の
困
難
が
伴
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
当
時
は
ま
だ

測
量
機
器
ら
し
き
も
の
が
な

く
、
掘
削
の
方
法
も
も
ち
ろ
ん

手
掘
り
で
あ
る
。
工
事
中
、
落

盤
や
湧
水
の
処
理
、
換
気
の
問

題
に
も
対
処
す
る
必
要
が
あ
っ

た
ろ
う
。
高
さ
１
・
５
ｍ
程
度
、

長
さ
２
０
０
ｍ
に
及
ぶ
隧
道
の

工
事
は
、
全
国
的
に
ほ
と
ん
ど

類
を
見
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
光
由
は
、
兄
・
道
宇
と
地
元
農

民
ら
と
と
も
に
見
事
に
や
り
遂
げ
た
の

で
あ
る
。

こ
う
し
て
菖
蒲
谷
池
が
生
ま
れ
、
隧

道
は
４
０
０
年
後
の
今
な
お
、
北
嵯
峨

の
農
地
に
水
を
供
給
し
続
け
て
い
る
。

な
ぜ
、
光
由
ら
は
困
難
を
乗
り
越
え
ら

れ
た
の
か
。
一
つ
に
は
、
光
由
は
保
津

川
や
高
瀬
川
の
開
削
で
有
名
な
角
倉
了

以
の
親
戚
筋
に
当
た
り
、
了
以
か
ら
土

木
技
術
を
学
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
付
近
に
は
、
角
倉
家
と
親

し
い
本
阿
弥
光
悦
が
利
権
を
持
つ
砥
石

山
が
多
く
、
光
悦
の
協
力
を
得
て
、
穴

掘
り
の
プ
ロ
で
あ
る
砥
石
の
掘
削
工
を

確
保
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
隧
道
に
よ
り
、
光

由
は
北
嵯
峨
の
人
々
の
窮
状
を
救
っ
た

の
で
あ
る
。
裕
福
な
一
族
に
属
し
て
い

た
と
は
い
え
、
農
民
た
ち
の
た
め
手
弁

当
で
難
工
事
に
挑
ん
だ
姿
勢
は
、
今
で

言
え
ば
さ
し
ず
め
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

で
用
水
路
の
建
設
に
取
り
組
ん
だ
故
中

村
哲
氏
に
比
肩
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
広
沢
池
の
西
側
エ
リ
ア
は
、「
北

嵯
峨
田
国
景
観
保
全
地
域
」
に
指
定
さ

れ
、
美
し
い
田
園
風
景
が
広
が
っ
て
い

る
。
そ
の
光
景
を
見
る
に
つ
け
、
吉
田

光
由
と
い
う
人
物
と
そ
の
功
績
に
つ
い

て
、
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
思
い
が
募
る
。
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