
れいぜい・きみこ 藤原俊成・定家父子

を祖とする冷泉家の 代為任氏の長女と

して生まれる 代為人氏夫人 冷泉家時

雨亭文庫常務理事 同事務局長 冷泉流歌

道を指導 各地で和歌に関する講演を行

っている
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■

京
都
の
美
し
い

風
景
に
つ
い
て

土
潤

う
る
お

っ
て
蒸
し
暑
し

（
７
月

日
ご
ろ
）

大
暑
が
過
ぎ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
猛
暑
が

続
く
候
。
激
し
い
夕
立
に
ひ
と
と
き
和
ら

い
だ
暑
さ
も
、
地
面
を
濡
ら
し
た
雨
が
湯

気
の
よ
う
な
に
な
り
、
か
え
っ
て
蒸
し
暑

さ
を
感
じ
る
…
と
い
う
気
分
を
言
い
得
た

七
十
二
候
の
暦
で
す
。

通
り
雨
の
せ
い
で
蒸
し
暑
く
な
っ
た

後
、
今
度
は
蝉

せ
み

時
雨
と
な
る
と
、
不
快
指

数
も
一
気
に
上
が
っ
て
き
ま
す
。

こ
ん
な
時
候
に
エ
ア
コ
ン
も
扇
風
機
も

な
か
っ
た
先
人
た
ち
は
、庭
に
水
を
撒
き
、

井
戸
水
で
葦

よ
し

簀
ず

を
濡
ら
し
、
軒
先
に
は
風

鈴
を
吊
し
て
涼
を
取
り
入
れ
る
工
夫
を
し

ま
し
た
。
見
習
い
た
い
智
恵
で
す
。

歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た
京
都
の
美
し
い

風
景
を
、
大
切
に
未
来
に
残
し
た
い
。

風
景
は
、
見
る
人
の
心
が
ゆ
っ
た
り
し

て
い
る
時
、
急
ぐ
時
、
荒
立
た
し
い
時
、

悲
し
い
時
で
は
変
化
し
移
ろ
う
。
又
、
景

色
も
陽
光
の
中
に
影
が
さ
し
水
に
染
み
色

を
か
え
、
雪
を
か
ぶ
り
苔

こ
け

を
帯
び
、
風
に

ゆ
ら
れ
四
季
の
表
情
が
変
わ
る
。
そ
し
て

人
が
心
に
そ
れ
ら
を
留
め
、
感
じ
た
い
と

思
わ
な
け
れ
ば
残
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。

求
め
て
い
け
ば
急
に
風
景
が
饒

じ
ょ
う

舌ぜ
つ

に
話
し

か
け
て
景
色
が
動
き
、
風
景
と
の
一
体
感

が
も
た
ら
さ
れ
る
瞬
間
が
あ
る
。

京
都
に
住
む
私
に
は
、
そ
れ
は
例
え
ば

近
く
の
散
歩
道
と
し
て
の
岡
崎
疏
水
べ

り
、
賀
茂
川
沿
い
、
哲
学
の
道
で
あ
り
、

愛
宕
街
道
で
あ
る
。
又
町
家
の
並
ぶ
露
地

で
も
あ
る
。
名
園
や
庭
園
、
神
社
仏
閣
だ

け
で
な
く
何
気
な
い
日
々
の
生
活
の
中
の

京
都
の
風
景
に
感
謝
す
る
。

た
だ
こ
の
感
慨
が
う
す
れ
る
の
は
電
線

・
電
柱
の
存
在
。
ゴ
ミ
の
山
。
色
の
合
わ

な
い
カ
ラ
ー
舗
装
や
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
。
歩

道
橋
。
派
手
な
広
告
看
板
。
放
置
バ
イ
ク

や
自
転
車
等
は
残
念
で
痛
ま
し
い
。

人
は
な
ぜ
美
し
い
風
景
に
魅
せ
ら
れ
る

の
か
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
心
の
投
影
。

だ
か
ら
故
に
自
分
も
人
も
愛
し
、
京
都
の

風
景
を
や
さ
し
く
愛
し
て
ゆ
き
た
い
。

（
次
回
８
月
７
日
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
遊
墨

漫
画
家
の
南
久
美
子
さ
ん
で
す
）

梅に鶯 の扇
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⊃

戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

冷泉家新年恒例の歌

会始。平安から江戸

の末までわが国の文

芸の中心に位置した

のは和歌だった

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

鹿図 孝明天皇

遺愛品 冷泉家

時雨亭文庫所

蔵

現
代
短
歌
は
京
都
新
聞
紙
上
を
初
め
と
し

て
、
大
変
盛
ん
だ
。
歌
人
と
呼
ば
れ
る
人
は
、

有
名
無
名
を
問
わ
ず
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

皇
室
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
の

表
現
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
芸
術
の
中
の
文
学

の
一
分
野
と
し
て
確
固
た
る
位
置
を
占
め
て
い

る
。芸

術
は
、
明
治
に
な
っ
て
文
明
開
化
と
共
に

日
本
に
広
が
っ
た
考
え
方
で
、
自
我
を
表
現
す

る
も
の
で
あ
る
。
あ
な
た
と
私
は
異
な
る
。
異

な
る
こ
と
を
表
現
す
る
。
異
な
る
表
現
が
お
も

し
ろ
い
。
少
し
で
も
異
な
る
何
か
を
見
出
そ
う

と
し
て
い
る
。
「
ち
が
わ
な
く
っ
ち
ゃ
」
で
あ

る
。
陳
腐
と
い
う
こ
と
は
最
悪
の
評
価
だ
。

で
は
、
明
治
ま
で
の
こ
の
国
に
あ
っ
た
も
の

は
何
か
。
あ
っ

た
の
は
芸
、
技

で
、
そ
こ
に
は

自
我
を
表
現
す

る
意
図
は
な
か

っ
た
。
代
々
受

け
継
が
れ
た
型

の
美
の
み
が
存

在
し
た
。
型
と

い
う
の
は
、
結

局
洗
練
さ
れ
た

美
の
こ
と
で
あ

る
。平

安
よ
り
江

戸
の
末
ま
で
、

わ
が
国
の
文
芸

の
中
心
に
位
置
し
た
の
は
和
歌
で
あ
る
。
宮
廷

で
は
様
々
な
和
歌
会
が
開
か
れ
た
。
天
皇
出
御

の
前
で
行
わ
れ
た
最
高
の
和
歌
会
は
、
神
を
祭

り
、
神
と
共
に
い
る
こ
と
を
喜
ぶ
も
の
で
あ
っ

た
。一
種
の
神
遊
び
で
あ
る
。そ
こ
に
は
ま
ず
、

和
歌
会
の
目
的
が
あ
っ
た
。

例
え
ば
新
年
の
歌
会
始
な
ら
ば
、
新
年
を
寿

こ
と
ほ

ぐ
こ
と
が
第
一
の
理
由
で
あ
り
、
新
年
が
め
で

た
く
な
い
人
は
、
参
加
の
権
利
が
な
い
。
現
代

の
短
歌
会
な
ら
、
新
年
が
来
て
も
私
は
悲
し
い

と
詠
む
の
も
、
い
や
私
は
そ
も
そ
も
年
始
な
ん

か
関
係
な
い
と
言
う
の
も
自
由
で
あ
る
。

反
対
に
誰
か
を
偲

し
の

ぶ
和
歌
会
な
ら
思
い
出
す

さ
え
涙
が
こ
ぼ
る
る
と
な
る
。
や
っ
と
病
人
か

ら
解
放
さ
れ
て
自
由
が
う
れ
し
い
と
は
な
ら
な

い
。和

歌
の
目
的
に
従
っ
た
一
種
の
美
辞
麗
句
が

あ
る
と
い
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

春
を
告
げ
る
の
は
、
い
つ
も
梅
に
鶯

う
ぐ
い
す。

も
ち

ろ
ん
そ
の
源
は
中
国
に
あ
る
の
だ
が
、
古
今
集

の
時
代
に
そ
れ
は
確
立
し
た
。
雪
が
残
る
枝
よ

り
、
か
す
か
に
梅
の
香
が
漂
い
、
鶯
の
初
音
が

聞
こ
え
る
。

で
は
実
際
に
梅
に
鶯
が
鳴
い
て
い
る
の
を
見

聞
き
し
た
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
現
代
で

は
も
ち
ろ
ん
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
が
な
い
が
、

多
分
、
平
安
時
代
で
も
、
そ
れ
を
実
見
す
る
こ

と
は
難
し
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。経

験
を
問
う
て
い
る
の
で

は
な
い
。
梅
に
鶯
と
い
う
型

が
あ
る
の
で
あ
る
。
秋
は
紅

葉
に
鹿
。紅
葉
を
踏
み
分
け
て
鳴
く
鹿
な
ん
て
、

誰
も
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
け
れ

ど
、昔
か
ら
秋
は
紅
葉
に
鹿
と
決
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
元
に
美
し
い
こ
と
ば
が
伝
え
ら
れ
て

来
た
。「
匂

に
お

う
梅
が
香
」
「
梅
が
香
霞
む
」
「
春

告
げ
て
鳴
く
」
「
千
代
の
初
音
」
等
々
。

こ
れ
が
和
と
呼
ば
れ
る
文
化
に
絶
大
な
影
響

を
与
え
た
。
能
楽
、
長
唄
、
絵
画
、
工
芸
、
茶

道
、
香
道
。
お
よ
そ
和
の
文
化
と
い
う
も
の
の

基
礎
を
な
し
て
い
る
。

例
え
ば
茶
会
を
考
え
て
み
よ
う
。
初
釜
は
春

を
寿
ぐ
会
で
あ
る
。
待
合
に
は
春
一
番
に
芽
を

吹
く
柳
が
活
け
ら
れ
て
い
る
。
本
席
は
梅
。
茶

杓
の
銘
は
初
音
。
茶
碗
は
早
蕨
と
並
ぶ
。
も
し

庭
に
美
し
い
菊
が
残
っ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て

菊
を
床
に
入
れ
た
ら
、
こ
れ
は
同
じ
春
を
喜
ぶ

型
の
文
化
に
違
反
す
る
。

同
じ
座
で
同
じ
季
節
を
、
同
じ
気
分
で
共
有

す
る
の
が
和
の
文
化
だ
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
異

な
る
と
言
っ
て
い
じ
め
る
の
は
論
外
だ
が
。

そ
れ
を
売
っ
て
い
る
の
が
京
都
だ
。
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