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和
泉
式
部
の
和
泉
下
向

一

市
あ
た
り
の
海
岸
）、「
佐
野
の
舟
橋
」
は
上
野
国
（
現
在
の
群
馬
県
）
の
歌

枕
で
、「
東
路
の
佐
野
の
舟
橋
か
け
て
の
み
思
ひ
わ
た
る
を
知
る
人
の
な
さ
」

（
後
撰
・
恋
二
・
源
等
）
の
歌
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
を
ふ
ま

え
て
、
佐
野
の
舟
橋
で
有
名
な
「
佐
野
」
が
、
こ
こ
和
泉
の
国
に
も
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
（
あ
な
た
も
早
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
）
と
、
都
に
い
る

和
泉
式
部
を
誘
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

和
泉
式
部
の
歌
は
、
初
句
に
「
い
づ
み
」
を
隠
し
つ
つ
、
行
っ
て
見
た
こ

と
も
な
い
の
で
す
か
ら
、
教
え
て
下
さ
ら
な
け
れ
ば
知
る
わ
け
が
な
い
じ
ゃ

な
い
、
と
い
う
も
の
。
夫
婦
仲
は
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な
い
感
じ
で
あ
る
が
、
と

も
か
く
こ
の
時
、
道
貞
は
す
で
に
和
泉
守
と
し
て
当
地
に
下
向
し
て
お
り
、

和
泉
式
部
は
ま
だ
都
に
い
る
。

　

次
の
歌
も
、
和
泉
下
向
が
疑
わ
れ
る
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
和
泉
守
道
貞
が
妻め

の
く
だ
る
日
、
わ
が
く
だ
る
お
な
じ
日

な
り
け
れ
ば

和
泉
式
部
と
い
う
女
房
名
は
、
最
初
の
夫
の
橘
道
貞
が
和
泉
守
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
の
呼
び
名
と
さ
れ
る
が
、
和
泉
式
部
自
身
は
和
泉
に
は
下
っ
て
い

な
い
、
と
い
う
の
が
昨
今
の
通
説
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
１
）。
は
た
し
て

ど
う
な
の
か
、
諸
資
料
を
確
認
し
つ
つ
、
今
一
度
検
証
し
て
お
き
た
い
。

一
　
和
泉
守
道
貞

　

和
泉
に
下
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
根
拠
の
一
つ
は
、
た
と
え
ば
家
集
に
載

る
次
の
歌
で
あ
る
。

和
泉
と
云
所
へ
い
き
た
る
男
の
許
よ
り
「
佐
野
の
浦
と
い
ふ
と
こ

ろ
な
む
、
こ
ゝ
に
あ
り
け
り
と
聞
き
た
り
や
」
と
言
ひ
た
る
に

い
つ
見
て
か
告
げ
ず
は
知
ら
ん
あ
づ
ま
ぢ
と
聞
き
こ
そ
わ
た
れ
佐
野
の

舟
橋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
続
集
三
五
〇
）（
２
）

　

「
和
泉
と
云
所
へ
い
き
た
る
男
」
は
、
和
泉
守
と
し
て
赴
任
し
た
夫
橘
道

貞
を
さ
す
。「
佐
野
の
浦
」
は
、
和
泉
の
国
の
浦
（
現
在
の
大
阪
府
泉
佐
野
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二

に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
検
討
す
る
。

　

道
貞
が
和
泉
守
で
あ
っ
た
時
期
は
、『
小
右
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）

九
月
二
十
二
日
条
に「
和
泉
守
橘
道
貞（
３
）」と
見
え
、こ
の
時
和
泉
守
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
期
間
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
和
泉
式
部
と
の
結

婚
の
時
期
も
諸
説
あ
る
が
、
小
式
部
内
侍
出
生
が
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
と

す
る
と
、
長
徳
二
年
頃
以
前
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
陸
奥
守
道
貞

　

さ
て
、
道
貞
は
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
に
陸
奥
守
と
な
る
。
こ
の
年

の
三
月
、
赴
任
に
あ
た
り
道
長
邸
に
挨
拶
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
『
御
堂
関

白
記
』
に
見
え
る
。「
陸
奥
守
道
貞
（
橘
）
申
赴
任
由
、
賜
盃
酌
、
次
有
和

奇
（
哥
）
事
、
賜
直
装
束
・
野
釼
・
胡
録
（
簶
）・
弓
・
馬
・
鞍
等
（
４
）」（
三

月
十
八
日
条
）
と
あ
り
、
道
長
は
盃
酌
を
下
賜
し
、
和
歌
を
詠
み
、
ま
た
宿

直
装
束
・
野の

釼だ
ち

・
胡や
ぐ
な
い簶

・
弓
・
馬
・
鞍
等
を
下
賜
し
た
。

　

半
年
後
の
閏
九
月
に
は
、
道
貞
の
妻
子
が
下
向
し
た
。『
御
堂
関
白
記
』

に
「
陸
奥
守
道
貞
（
橘
）
朝
臣
妾
子
下
向
、
自
装
束
幷
女
騎
装
束
・
馬
・
鞍

等
、以
安
隆
（
藤
原
）
朝
臣
送
遣
、有
和
哥
」（
閏
九
月
十
六
日
条
）
と
あ
り
、

道
長
は
自
分
の
装
束
幷
び
に
女
騎
用
の
装
束
・
馬
・
鞍
等
を
、
藤
原
安
隆
を

使
者
と
し
、
和
歌
を
添
え
て
贈
っ
て
い
る
。

　

こ
の
妻
は
和
泉
式
部
と
は
別
人
で
、
道
貞
の
陸
奥
下
向
を
聞
い
た
和
泉
式

中
々
に
お
の
が
船
出
の
た
び
し
も
ぞ
昨
日
の
淵
を
瀬
と
も
し
り
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
正
集
二
五
八
）

　

こ
の
歌
は
別
の
と
こ
ろ
に
、
次
の
よ
う
な
形
で
入
っ
て
い
る
。

「
も
ろ
と
も
に
ゐ
中
へ
」
な
ど
い
ひ
し
男
、
去
り
て
、
こ
と
女
を

ゐ
て
行
く
と
き
ゝ
て

中
々
に
お
の
れ
ふ
な
づ
る
日
し
も
こ
そ
昨
日
の
淵
を
さ
と
も
知
り
ぬ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
正
集
七
四
〇
）

　

七
四
〇
は
、
一
緒
に
地
方
へ
下
ろ
う
と
言
っ
て
い
た
男
が
、
離
縁
し
て
別

の
女
を
連
れ
て
行
く
と
聞
い
て
詠
ん
だ
歌
。
二
五
八
で
は
、
そ
の
男
が
道
貞

で
あ
り
、
そ
の
妻
が
下
向
す
る
日
と
、
和
泉
式
部
の
船
出
す
る
日
が
重
な
っ

た
と
い
う
。
和
歌
も
小
異
が
あ
る
が
、「
世
の
中
は
何
か
常
な
る
飛
鳥
川
昨

日
の
淵
ぞ
今
日
は
瀬
に
な
る
」（
古
今
・
雑
下
・
読
人
不
知
）
を
ふ
ま
え
、

よ
り
に
よ
っ
て
自
分
が
船
出
す
る
日
と
同
じ
な
ん
て
、
昨
日
の
淵
が
瀬
に
な

る
と
い
う
有
為
転
変
の
た
と
え
を
実
感
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

正
集
二
五
八
は
、
和
泉
の
守
道
貞
の
妻
が
和ヽ
泉ヽ
のヽ
国ヽ
にヽ
下
っ
た
、
と
も
読

め
る
か
ら
、
和
泉
式
部
が
当
初
都
に
い
た
（
続
集
三
五
〇
）
こ
と
と
合
わ
せ

て
、
和
泉
式
部
が
下
向
し
て
い
な
い
根
拠
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
正
集
二
五
八
詞
書
の
言
う
と
こ
ろ
は
、「
和
泉
守
道
貞
」
の
妻

が
下
向
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
和
泉
国
に
」
下
向
し
た
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
下
向
先
は
和
泉
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
詞
書
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泉
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部
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下
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三

　
　

和
泉
式
部
と
道
貞
と
仲
た
が
ひ
て
、
帥
の
宮
に
参
る
と
聞
き
て
や

　
　

り
し

う
つ
ろ
は
で
し
ば
し
信
太
の
森
を
見
よ
帰
り
も
ぞ
す
る
葛
の
う
ら
風

　
　

返
し
、
式
部

秋
風
は
す
ご
く
吹
く
と
も
葛
の
葉
の
恨
み
顔
に
は
見
え
じ
と
ぞ
思
ふ

心
変
わ
り
し
な
い
で
、
し
ば
ら
く
信
太
の
森
（
道
貞
）
の
様
子
を
見
て
い
な

さ
い
、
葛
の
葉
が
裏
返
る
（
あ
な
た
の
所
に
戻
っ
て
く
る
）
か
も
し
れ
な
い

で
し
ょ
う
、
と
心
配
す
る
赤
染
衛
門
に
、
あ
の
人
は
私
に
つ
ら
く
当
た
る
の

で
す
が
、
恨
み
顔
に
は
見
ら
れ
た
く
な
い
と
思
い
ま
す
、
と
返
事
し
て
い
る
。

　

『
赤
染
衛
門
集
』
は
、
ほ
ぼ
年
代
順
に
歌
が
並
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
、
次
の
一
八
三
・
一
八
四
（
６
）
も
和
泉
式
部
と
の
贈
答
で
あ
る
。

　
　

道
貞
み
ち
の
く
に
に
な
り
ぬ
と
聞
き
て
、
和
泉
式
部
に
や
り
し

行
く
人
も
と
ま
る
も
い
か
に
思
ふ
ら
ん
別
れ
て
の
ち
の
ま
た
の
別
れ
は

　
　

か
へ
し
、
式
部

別
れ
て
も
お
な
じ
都
に
あ
り
し
か
ば
い
と
こ
の
た
び
の
心
地
や
は
せ
し

陸
奥
国
に
行
く
人
も
京
に
と
ど
ま
る
あ
な
た
も
、
夫
婦
の
別
れ
の
後
に
再
び

別
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
ど
ん
な
気
持
ち
で
お
ら
れ
る
こ
と
か
、
と
の
気
遣

い
に
対
し
て
、
夫
婦
と
し
て
別
れ
て
も
、
同
じ
都
に
住
ん
で
い
た
な
ら
、
こ

の
た
び
の
旅
立
ち
の
悲
し
み
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
に
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

部
は
、

　
　

陸
奥
国
の
守
に
て
た
つ
を
聞
き
て

も
ろ
友
に
た
ゝ
ま
し
物
を
み
ち
の
く
の
衣
の
関
を
よ
そ
に
き
く
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
正
集
八
三
八
）

と
詠
み
、も
う
お
別
れ
し
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、も
し
以
前
の
ま
ま
の
仲
だ
っ

た
ら
一
緒
に
旅
立
ち
た
か
っ
た
の
に
、
と
未
練
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、

　
　

陸
奥
国
へ
言
ひ
や
る

高
か
り
し
波
に
よ
そ
へ
て
そ
の
国
に
あ
り
て
ふ
山
を
い
か
に
見
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
続
集
八
）

に
よ
れ
ば
、
浮
気
を
す
れ
ば
波
が
越
え
る
と
い
う
陸
奥
の
末
の
松
山
を
、
あ

な
た
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
気
持
ち
で
見
て
い
る
の
か
と
、
過
去
の
道
貞
の

浮
気
を
責
め
る
歌
を
陸
奥
に
送
っ
て
い
る
。
寛
弘
元
年
の
時
点
で
は
二
人
の

関
係
は
す
で
に
切
れ
て
い
て
、
道
貞
は
別
の
妻
を
陸
奥
に
伴
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
原
因
は
道
貞
の
浮
気
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

な
お
、
和
泉
式
部
は
、
こ
の
前
年
、
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
十
二
月
に

帥
の
宮
敦
道
親
王
の
南
院
に
迎
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
翌
寛
弘
元
年
正
月
、

正
室
の
藤
原
済
時
女
が
父
の
邸
に
戻
る
騒
動
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
和
泉

式
部
の
噂
は
、
夫
大
江
匡
衡
に
随
っ
て
尾
張
に
下
向
し
て
い
た
赤
染
衛
門
の

と
こ
ろ
ま
で
聞
こ
え
た
。『
赤
染
衛
門
集
』
一
八
一
・
一
八
二
に
、
次
の
よ
う

に
見
え
て
い
る
（
５
）。



四

さ
よ

　
　

か
へ
し
、
命
婦

山
を
だ
に
思
ひ
へ
だ
て
ぬ
道
な
れ
ば
こ
れ
よ
り
す
ぎ
む
心
ち
や
は
す
る

左
京
の
命
婦
は
、『
紫
式
部
日
記
』
に
「
か
ね
て
よ
り
、
上
の
女
房
、
宮
に

か
け
て
さ
ぶ
ら
ふ
五
人
」
の
一
人
と
し
て
名
が
見
え
る
、
内
裏
女
房
で
彰
子

に
も
奉
仕
し
て
い
た
女
性
で
あ
ろ
う
。
こ
の
女
性
は
和
泉
の
守
の
妻
と
し
て

下
向
す
る
に
あ
た
り
、
尾
張
の
赤
染
夫
妻
の
も
と
に
歌
を
届
け
て
き
た
。
三

首
目
の
「
あ
は
じ
て
ふ
」
の
歌
や
そ
の
詞
書
に
「
い
か
で
み
づ
か
ら
（
な
ん

と
か
直
接
お
会
い
し
た
い
）」
と
あ
る
の
で
、
直
接
訪
ね
た
の
で
は
な
く
手

紙
を
託
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

岡
一
男
氏
は
、
前
掲
『
御
堂
関
白
記
』
に
見
え
る
、
陸
奥
守
道
貞
の
「
妾
」

と
、
こ
の
左
京
の
命
婦
を
同
一
人
物
か
と
さ
れ
、
そ
の
後
も
こ
の
解
釈
で
落

ち
着
い
て
い
た
よ
う
だ
が
（
７
）、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
十
一
月
九
日
に

藤
原
脩
政
が
和
泉
守
と
見
え
る
こ
と
か
ら
（
御
堂
関
白
記
）、
左
京
の
命
婦

の
夫
の
「
和
泉
守
」
を
藤
原
脩
政
か
と
す
る
説
も
あ
る
（
８
）。

　

い
っ
ぽ
う
、『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』（
９
）
は
、
こ
の
「
和
泉
守
」
を
「
前
和

泉
守
橘
道
貞
か
」
と
し
、

【
参
考
】
こ
の
贈
答
と
続
く
189 

190
は
、
和
泉
守
の
妻
と
な
っ
て
任
国
へ

下
る
左
京
の
命
婦
と
交
し
た
も
の
だ
が
、
都
又
は
和
泉
国
と
尾
張
国
と

の
や
り
と
り
と
見
る
に
は
、
187
「
君
だ
に
あ
る
と
お
も
ふ
道
か
な
」
188

三
　
左
京
の
命
婦

　

次
に
続
く
の
は
、
道
貞
が
陸
奥
下
向
の
途
次
、
赤
染
衛
門
夫
妻
の
い
る
尾

張
に
立
ち
寄
っ
た
折
の
も
の
で
あ
る
。『
赤
染
衛
門
集
』一
八
五
・
一
八
六
に
、

　
　

道
貞
く
だ
る
と
て
、
道
な
れ
ば
、
尾
張
に
き
て
物
語
な
ど
し
て
、

か
く
は
る
か
に
ま
か
る
こ
と
の
心
細
き
こ
と
な
ど
い
ひ
て
帰
り
ぬ

る
に
、
さ
る
べ
き
物
な
ど
や
る
と
て

こ
こ
を
た
だ
行
か
た
の
と
は
思
は
な
ん
こ
れ
よ
り
み
ち
の
お
く
遠
く
と

も
　
　

返
し
、
道
貞

い
ざ
さ
ら
ば
鳴
海
の
浦
に
家
居
せ
ん
い
と
は
る
か
な
る
末
の
松
と
も

と
見
え
、
さ
ら
に
続
け
て
、
左
京
の
命
婦
と
の
贈
答
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

（
一
八
七
～
一
九
〇
）。

　
　

一
条
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
左
京
の
命
婦
、
和
泉
の
守
の
妻め

に
て
下
る

が
い
ひ
た
る

都
路
の
心
も
し
る
く
し
を
り
し
て
君
だ
に
あ
る
と
思
ふ
道
か
な

　
　

返
し

し
を
る
と
も
た
れ
か
思
ひ
し
山
道
に
君
し
も
跡
を
た
づ
ね
け
る
か
な

　
　

又
こ
れ
よ
り
、「
い
か
で
み
づ
か
ら
」
な
ど
い
ひ
て

あ
は
じ
て
ふ
道
に
だ
に
こ
そ
あ
ふ
と
聞
け
た
だ
に
て
過
ぎ
む
人
の
つ
ら



和
泉
式
部
の
和
泉
下
向

五

う
。
す
な
わ
ち
正
集
二
五
八
詞
書
は
、「
前
和
泉
守
道
貞
の
妻
が
、
夫
の
任

国
に
下
る
日
…
」
の
意
と
考
え
ら
れ
、
和
泉
国
下
向
と
限
ら
な
く
て
よ
い
の

で
あ
る
。四

　
舟
旅
の
歌
群

と
こ
ろ
で
、
和
泉
式
部
正
集
六
六
四
か
ら
六
七
六
は
、
和
泉
下
向
の
折
の
も

の
か
と
思
わ
れ
る
歌
群
で
あ
る
。
少
し
長
い
が
、
引
用
し
て
お
く
。

　
　

長
柄
の
橋
を
見
て

あ
り
け
り
と
橋
は
見
れ
ど
も
か
ひ
ぞ
な
き
舟
な
が
ら
に
て
わ
た
る
と
思

へ
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
六
四
）

　
　

水
の
ほ
と
り
に
、
千
鳥
の
た
ゞ
ひ
と
つ
立
て
る
を
見
て

友
を
な
み
川
瀬
に
の
み
ぞ
立
ち
ゐ
け
る
百
千
鳥
と
は
誰
か
い
ひ
け
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
六
五
）

　
　

葦
お
ほ
く
積
み
あ
げ
た
る
舟
に
い
き
あ
ひ
て

葦
わ
く
る
程
に
き
に
け
り
立
つ
浪
の
音
に
聞
き
て
し
こ
や
難
波
潟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
六
六
）

　
　

潮
み
ち
ぬ
と
て
舟
出
だ
す
所

お
の
れ
た
ゞ
満
ち
く
る
潮
も
あ
り
け
る
を
思
ふ
人
こ
そ
我
は
ふ
な
づ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
六
七
）

　
　

車
川
に
て

「
君
し
も
跡
を
尋
ね
け
る
か
な
」
な
ど
の
表
現
や
内
容
が
ぴ
っ
た
り
し

な
い
。
こ
れ
は
前
和
泉
守
道
貞
と
共
に
陸
奥
へ
下
る
左
京
の
命
婦
が
、

途
次
尾
張
に
滞
在
し
て
歌
を
よ
こ
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
妻

和
泉
式
部
と
赤
染
が
親
し
い
間
柄
な
の
を
遠
慮
し
て
、
歌
の
み
道
貞
に

託
し
て
よ
こ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
「
道
貞
の
め
」
又

は
「
陸
奥
守
の
め
」
と
詞
書
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
の

で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
私
も
同
意
見
だ
が
、
歌
の
み
託
し
た
人
は
道
貞
で
な
く
て

よ
い
。『
御
堂
関
白
記
』
に
よ
れ
ば
妻
子
は
道
貞
に
遅
れ
て
閏
九
月
に
下
っ

た
ら
し
い
か
ら
、
道
貞
は
同
行
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

京
ま
た
は
和
泉
か
ら
尾
張
に
送
っ
た
も
の
と
し
て
相
応
し
く
な
い
の
は
、

『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』
の
通
り
、
和
歌
の
内
容
か
ら
も
言
え
る
が
、
そ
も
そ

も
京
か
ら
和
泉
国
に
下
る
と
い
っ
て
、
尾
張
国
に
い
る
赤
染
衛
門
に
和
歌
を

こ
と
づ
け
て
く
る
、
と
い
う
の
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
陸
奥
に
下
向
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
道
貞
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
通
り
道
で
あ
る
尾
張
に
立
ち
寄
る

の
は
有
り
得
る
こ
と
で
あ
る
（10

）。

　

こ
れ
と
同
様
に
、
和
泉
式
部
正
集
二
五
八
詞
書
の
「
和
泉
守
道
貞
」
の
場

合
も
、「
前
和
泉
守
道
貞
」
の
意
で
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

男
性
貴
族
日
記
に
記
さ
れ
る
呼
称
は
も
ち
ろ
ん
正
確
で
あ
ろ
う
が
、
家
集
の

詞
書
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
て
よ
い
だ
ろ

10



六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
七
四
）

　
　

月
お
も
し
ろ
き
に
、
京
を
思
ひ
や
り
て

見
る
ら
ん
と
思
ひ
お
こ
せ
て
ふ
る
郷
の
こ
よ
ひ
の
月
を
た
れ
詠
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
七
五
）

　
　

又

宮
こ
に
て
詠
し
月
を
見
る
時
は
た
び
の
こ
ゝ
ち
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
七
六
）

「
長
柄
の
橋
」
に
始
ま
り
、「
難
波
潟
」（
六
六
六
）、「
長
居
」（
六
七
一
）
な

ど
の
摂
津
国
の
歌
枕
を
通
り
つ
つ
行
く
、舟
旅
で
あ
る
。
六
七
一
「
網
の
目
」

は
「
依よ

網さ
み

」（
現
在
の
大
阪
市
住
吉
区
）
に
依
る
だ
ろ
う
か
（11

）。「
網
曳
か

せ
て
見
る
」（
六
六
九
）
こ
と
も
あ
り
、
道
中
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、

途
中
「
風
に
さ
は
り
て
、
日
ご
ろ
あ
り
け
る
」（
六
七
一
）
と
、
大
風
の
た

め
足
止
め
さ
れ
、
お
さ
ま
る
の
を
し
ば
ら
く
待
つ
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

六
六
八
の
「
車
川
」
は
所
在
不
明
だ
が
、
恐
ろ
し
そ
う
に
も
見
え
な
い
渡

し
場
な
の
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
名
が
つ
い
た
の
か
と
詠
ん
で
い
る
か
ら
、

和
泉
式
部
に
と
っ
て
は
聞
い
た
こ
と
も
な
い
地
名
で
、
お
そ
ら
く
車
の
回
転

の
よ
う
に
水
が
渦
を
巻
く
ほ
ど
流
れ
の
早
い
川
を
想
像
し
て
い
た
の
に
、
そ

う
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　

六
七
四
の
「
桜
井
」
は
、
後
世
『
太
平
記
』
で
著
名
と
な
る
西
国
街
道
の

宿
駅
、
桜
井
（
現
在
の
大
阪
府
三
島
郡
島
本
町
付
近
）
で
あ
ろ
う
か
。『
明

車
川
い
ふ
名
や
な
ど
て
流
れ
け
ん
お
そ
ろ
し
げ
に
も
み
え
ぬ
渡
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
六
八
）

　
　

網
曳
か
せ
て
見
る
に
、
網
曳
く
人
ど
も
の
い
と
苦
し
げ
な
れ
ば

阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
に
も
魚
は
す
く
は
れ
ぬ
こ
や
た
す
く
と
は
た
と
ひ
成

ら
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
六
九
）

　
　

風
に
さ
は
り
て
舟
と
ゞ
め
た
る
所
に
、
貝
ひ
ろ
ひ
て
も
て
き
た
る

を
見
て

見
る
人
も
な
ぎ
さ
に
を
れ
ば
か
ひ
な
し
と
思
は
ぬ
あ
ま
の
し
わ
ざ
成
べ

し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
七
〇
）

　
　

そ
こ
に
風
に
さ
は
り
て
、
日
ご
ろ
あ
り
け
る
に

網
の
目
に
風
も
と
ま
ら
ぬ
浦
に
き
て
あ
ま
な
ら
な
く
に
な
が
ゐ
つ
る
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
七
一
）

　
　

仮
屋
し
て
浜
づ
ら
に
ふ
し
て
き
け
は
、
都
鳥
な
く

事
と
は
ゞ
あ
り
の
ま
に
〳
〵
宮
こ
鳥
都
の
事
を
我
に
き
か
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
七
二
）

　
　

い
も
寝
ら
れ
ぬ
ま
ゝ
に
探
れ
ば
、
衣
の
濡
れ
た
る
も
あ
は
れ
な
り

浅
茅
生
に
や
ど
る
露
の
み
を
き
ゐ
つ
ゝ
虫
の
寝
ら
れ
ぬ
草
枕
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
七
三
）

　
　

桜
井
こ
ゆ
る
日

こ
え
く
れ
ば
た
ゞ
ぢ
な
り
け
り
桜
井
と
名
の
み
ぞ
高
き
所
な
り
け
る

11



和
泉
式
部
の
和
泉
下
向

七

え
る
妻
が
、
夫
の
待
つ
和
泉
国
に
い
よ
い
よ
出
発
と
な
っ
た
時
の
高
揚
し
た

気
持
ち
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
六
七
〇
は
、
見
る
人
も
い
な
い
渚
に
一
人
い
る
の
は
甲
斐
が
な
い

と
思
っ
て
い
る
の
に
、
そ
う
と
は
思
わ
ぬ
海
人
が
、
私
を
喜
ば
せ
よ
う
と
貝

を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
よ
、
と
い
う
も
の
で
、「
見
る
人
」
と
は
、
今
は
そ

ば
に
い
な
い
夫
、
和
泉
国
で
待
つ
夫
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
旅
に
つ
い
て
、
和
泉
国
な
ら
依
網
の
浦
か
ら
牛
車
で
一
日
の
旅
路
で

あ
る
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
舟
で
行
っ
て
風
を
待
つ
必
要
は
な
い
、
と
の
見
方
も
あ

る
（13

）。
た
し
か
に
『
伊
勢
物
語
』
の
男
は
、
和
泉
の
国
へ
行
く
途
中
、
住

吉
の
浜
を
通
っ
て
「
い
と
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
お
り
ゐ
つ
つ
ゆ
く
（
第
六
八

段
）」
と
い
う
か
ら
、
友
人
と
陸
路
を
馬
で
旅
し
た
の
で
あ
る
が
、
牛
車
で

通
行
可
能
な
街
道
が
整
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
、
女
性
に
は
難
し
い
の
で
は

な
い
か
。

　

ち
な
み
に
『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
、
水
路
和
泉
に
往
復
し
て
い
る
。
淀

（
現
在
の
京
都
市
伏
見
区
淀
町
付
近
）
か
ら
船
で
淀
川
を
下
り
、
淀
川
西
岸

の
高
浜
（
現
在
の
大
阪
府
三
島
郡
島
本
町
）
に
泊
っ
た
夜
、
船
で
遊
女
が
来

る
の
を
見
た
り
、
次
の
日
は
住
吉
の
浦
を
過
ぎ
な
が
ら
、
松
や
海
の
有
様
、

浪
の
寄
せ
る
渚
の
景
色
な
ど
、
こ
の
浦
の
何
度
も
振
り
返
ら
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
ほ
ど
の
素
晴
ら
し
さ
は
い
く
ら
見
て
も
見
飽
き
な
い
ほ
ど
だ
と
書
い
て

い
る
。

月
記
』承
元
二
年（
一
二
〇
八
）十
月
十
五
日
条
に
も
見
え
る
。
歌
で
は
、「
桜

井
」
と
は
名
ば
か
り
高
く
て
、
実
際
に
越
え
て
み
た
ら
そ
う
で
も
な
い
と
い

う
の
だ
か
ら
、
歌
枕
と
し
て
は
無
名
な
が
ら
、
交
通
の
要
所
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

桜
井
が
北
摂
の
島
本
町
付
近
で
あ
る
な
ら
、
長
居
（
現
在
の
大
阪
市
東
住

吉
区
）
か
ら
北
に
進
む
こ
と
に
な
る
が
、
い
っ
た
ん
和
泉
に
下
向
し
、
し
ば

ら
く
し
て
京
に
戻
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
帰
路
に
詠
ま
れ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
続
く
六
七
五
・
六
七
六
の
二
首
、
こ
の
歌
群
の
最
後

の
二
首
で
都
恋
し
さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
必
然
と
も
い
え
る
。

五
　
旅
の
内
実

　

さ
て
、
こ
の
歌
群
の
旅
は
、
諸
注
、
和
泉
式
部
と
道
貞
が
一
緒
に
下
っ
た

と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
道
貞
は
先
に
和
泉
に
下
向
し
て
い
て
、
和
泉
式

部
は
後
か
ら
下
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
陸
奥
守
道
貞
に
遅
れ
て
妻
子

が
下
っ
た
よ
う
に
、
妻
が
あ
と
か
ら
下
る
こ
と
は
有
り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
う

考
え
る
と
、
こ
の
歌
群
の
解
釈
も
変
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
六
六
七
の
第
四
句
「
思
ふ
人
こ
そ
」
は
「
思
ふ
人
と
ぞ
」
の
誤

写
説
も
あ
る
が
、「
こ
そ
」
を
呼
び
か
け
の
間
投
助
詞
と
考
え
れ
ば
（12

）、
下

句
は
、「
い
と
し
い
人
よ
、
私
は
船
出
し
ま
す
」
の
意
と
な
り
、
和
泉
国
府

で
待
っ
て
い
る
夫
に
向
け
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
だ
新
婚
と
い

12
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八

な
い
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
群
を
じ
っ
く
り
読
み
込
め
ば
、
ひ
と
り
夫
の
任
地
を
め
ざ
し
て
下

向
す
る
女
の
姿
が
ほ
の
見
え
て
く
る
。
や
は
り
和
泉
下
向
を
詠
ん
だ
歌
群
と

考
え
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

和
泉
式
部
が
活
躍
し
た
年
代
に
近
い
『
後
拾
遺
集
』（
羇
旅
・
五
〇
九
）
が
、

こ
の
歌
群
の
六
七
二
「
事
と
は
ゞ
」
の
歌
を
、「
和
泉
に
下
り
は
べ
り
け
る
に
、

夜
、
都
鳥
の
ほ
の
か
に
鳴
き
け
れ
ば
よ
み
侍
け
る
」
と
詞
書
し
て
採
録
し
て

い
る
こ
と
も
、
傍
証
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
道
貞
は
先
に
和
泉
に
赴
任
し
て
い
て
、
和
泉
式
部

が
後
か
ら
追
い
か
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
冒
頭
で
引
用
し
た
、
道
貞
だ
け
が

和
泉
国
に
い
る
状
況
（
続
集
三
五
〇
）
は
、
こ
う
い
う
事
情
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

六
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
国
司
が
赴
任
す
る
に
あ
た
っ
て
、
つ
ね
に
妻
が
同
行
す
る
と
は
限

ら
な
い
こ
と
、「
和
泉
の
守
」
の
呼
称
は
、
前
任
者
を
指
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
、
和
泉
下
向
の
折
に
詠
ん
だ
と
お
ぼ
し
い
歌
群
が
存
在
す
る
こ

と
、
等
に
よ
り
、
和
泉
式
部
が
和
泉
の
国
に
下
っ
て
い
な
い
決
定
的
な
証
拠

は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
結
局
、
旧
説
に
近
い
結
論
と
な
っ
た
が
、
旧
説
に

対
し
て
出
さ
れ
た
疑
問
に
つ
い
て
は
、
お
お
か
た
解
消
で
き
た
の
で
は
な
い

　

上
京
す
る
時
は
、
大
津
（
現
在
の
泉
大
津
市
あ
た
り
）
か
ら
舟
に
乗
っ
た

が
、
そ
の
夜
の
雨
風
の
激
し
さ
に
、
一
度
は
舟
を
引
き
上
げ
て
夜
を
明
か
し

た
り
、
風
の
た
め
に
舟
が
出
せ
ず
五
、六
日
す
ご
し
た
り
と
、
こ
の
歌
群
の

和
泉
式
部
の
旅
と
似
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

和
泉
式
部
は
摂
津
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
り
、
最
後
の
夫
藤
原
保
昌
は
摂

津
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
等
か
ら
、
こ
の
歌
群
を
摂
津
に
旅
し
た
時
の
も
の

か
と
見
る
説
（14

）
も
あ
る
。
た
し
か
に
正
集
・
七
三
九
に
、

　
　

津
の
国
と
い
ふ
所
に
薄
を
植
ゑ
お
き
て
、
京
に
来
た
る
に
、
か
の

国
よ
り
「
生
ひ
に
た
り
」
と
い
ひ
た
る
、
返
り
ご
と
に

植
ゑ
お
き
し
我
や
は
見
べ
き
花
薄
葦
の
ほ
に
だ
に
い
だ
さ
ず
も
哉

と
あ
る
の
は
、
夫
保
昌
が
摂
津
守
在
任
中
、
和
泉
式
部
も
一
時
下
向
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

摂
津
国
府
の
所
在
地
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、『
国
史
大
辞
典
』（15

）「
国
府
」

の
項
の
国
府
所
在
一
覧
に
あ
げ
ら
れ
る
、
推
定
さ
れ
る
所
在
地
は
、
大
阪
市

天
王
寺
区
国
分
町
・
生
野
区
生
野
西
・
東
区
法
円
坂
町
・
中
央
区
森
ノ
宮
中

央
等
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
の
大
阪
市
内
の
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歌
群
の
旅
は
、
摂
津
国
府
の
推
定
地
よ
り
さ
ら
に

南
、
住
吉
か
ら
長
居
を
通
り
、
風
が
収
ま
る
の
を
何
日
も
待
つ
よ
う
な
舟
旅

で
あ
り
、
摂
津
国
で
は
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
場
所
の
わ

か
る
地
名
は
摂
津
し
か
出
て
こ
な
い
が
、
摂
津
を
通
っ
て
和
泉
に
下
っ
て
い

15

14



和
泉
式
部
の
和
泉
下
向

九

学
術
文
庫
『
御
堂
関
白
記　

上
』（
倉
本
一
宏
訳
、
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
）

を
参
照
し
た
。

（
５
）『
赤
染
衛
門
集
』
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
適
宜
漢
字
を
あ

て
た
。
こ
の
贈
答
は
、
和
泉
式
部
正
集
（
三
六
四
～
三
六
五
）
に
「
道
貞

去
り
て
後
、帥
の
宮
に
参
り
ぬ
と
聞
き
て
、赤
染
衛
門
」、『
新
古
今
集
』（
雑

下
・
一
八
二
〇
～
一
八
二
一
）
に
「
和
泉
式
部
、
道
貞
に
忘
ら
れ
て
後
、

ほ
ど
な
く
、敦
道
親
王
か
よ
ふ
と
き
き
て
つ
か
は
し
け
る
」
の
詞
書
を
伴
っ

て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）
こ
の
贈
答
は
、
正
集
で
は
、「
赤
染
が
も
と
よ
り
」（
一
八
二
）、「
去
り
た

る
男
の
、
遠
き
国
へ
ゆ
く
を
、
い
か
が
聞
く
と
い
ふ
人
に
」（
一
八
三
）
と
、

贈
答
の
形
を
と
ら
ず
、
ま
た
二
首
目
は
固
有
名
を
伏
せ
た
形
で
載
せ
ら
れ

て
い
る
。

（
７
）
岡
一
男
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
―
紫
式
部
の
生
涯
と
作
品
』（
東
京
堂

出
版
、
一
九
六
六
年
。
初
版
東
京
堂
、
一
九
五
四
年
）。
大
橋
清
秀
「
和
泉

式
部
の
結
婚
」（『
和
泉
式
部
伝
の
研
究
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
。
初

出
一
九
五
六
年
）、
山
中
裕
『
和
泉
式
部
』（
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
四
年
）
等
。
講
談
社
学
術
文
庫
『
御
堂
関
白
記
』
も
「
妾
」
に
「
左

京
命
婦
」
と
注
し
て
い
る
。

（
８
）
和
歌
文
学
大
系
20
『
賀
茂
保
憲
女
集
・
赤
染
衛
門
集
・
清
少
納
言
集
・
紫

式
部
集
・
藤
三
位
集
』（
赤
染
衛
門
集
は
武
田
早
苗
氏
担
当
、
明
治
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
）、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日

記
・
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍
日
記
』（
紫
式
部
日
記
は
中
野
幸
一
氏
担
当
、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
）、
笹
川
博
司
校
注
『
紫
式
部
日
記
』（
和
泉
書
院
、

和
泉
古
典
叢
書
12
、
二
〇
二
一
年
）
等
。

（
９
）
関
根
慶
子
・
阿
部
俊
子
・
林
マ
リ
ヤ
・
北
村
杏
子
・
田
中
恭
子
『
赤
染
衛

門
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
六
年
）。

（
10
）
こ
の
ほ
か
、『
赤
染
衛
門
集
』
の
前
の
部
分
で
は
「
道
貞
」
と
呼
ん
で
い
る

か
と
思
う
。

　

和
泉
式
部
と
い
う
女
房
名
は
、
和
泉
守
橘
道
貞
の
妻
と
し
て
認
知
さ
れ
て

い
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、「
和
泉
守
の
妻
」
と
し
て

印
象
深
い
何
か
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
和
泉
式

部
の
和
泉
下
向
が
あ
り
、そ
の
折
に
詠
ん
だ
と
い
う
こ
の
歌
群
が
流
布
し
た
、

と
い
っ
た
事
情
が
、「
和
泉
式
部
」
の
呼
称
の
定
着
を
い
っ
そ
う
促
し
た
の

で
は
な
い
か
、
と
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
増
田
繁
夫
『
冥
き
途　

評
伝
和
泉
式
部
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
八
七
年
）、

後
藤
祥
子
「
和
泉
式
部
は
和
泉
へ
行
っ
た
か
」（『
和
歌
文
学
の
伝
統
』
有

吉
保
編
、
角
川
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
武
田
早
苗
「「
佐
野
の
舟
橋
」
詠
」

『
平
安
中
期
和
歌
文
学
攷
』
武
蔵
野
書
院
、二
〇
一
九
年
。
初
出
（
二
〇
〇
五

年
）、
等
。

（
２
）
和
泉
式
部
集
の
引
用
は
、
榊
原
本
「
和
泉
式
部
集
」「
和
泉
式
部
続
集
」
に

よ
り
、
慣
例
に
従
っ
て
「
正
集
」「
続
集
」
と
称
す
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て

は
、
仮
名
遣
い
・
清
濁
を
整
え
、
適
宜
漢
字
仮
名
の
表
記
を
あ
ら
た
め
た
。

な
お
底
本
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
本
文
を
校
訂
し
た
場
合
は
、
も
と

の
本
文
を
ル
ビ
の
形
で
示
し
た
。

（
３
）『
小
右
記
』
の
引
用
は
『
大
日
本
古
記
録　

小
右
記　

二
』（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
に
よ
る
。

（
４
）『
御
堂
関
白
記
』
の
引
用
は
『
大
日
本
古
記
録　

御
堂
関
白
記　

上
』（
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）
に
よ
り
、
講
談
社



一
〇

の
に
、こ
こ
だ
け
「
和
泉
守
」
と
呼
ぶ
の
は
不
自
然
、と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

し
か
し
、
内
容
的
に
は
、
左
京
の
命
婦
が
陸
奥
に
下
る
途
中
で
尾
張
に
立

ち
寄
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
り
、
こ
の
呼
称
は
他
と
は
位
相

が
違
う
と
考
え
る
し
か
な
い
よ
う
に
思
う
。

（
11
）
前
掲
、
増
田
繁
夫
『
冥
き
途　

評
伝
和
泉
式
部
』。

（
12
）
佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
『
和
泉
式
部
集
全
釈
』（
新
装
版
笠
間
書

院
、
二
〇
一
二
年
。
初
出
東
宝
書
房
、
一
九
五
九
年
）
は
呼
び
か
け
と
す

る
解
釈
を
示
し
つ
つ
「
自
分
は
最
愛
の
人
と
共
に
舟
出
す
る
と
、
相
対
さ

せ
た
言
ひ
方
」
と
し
て
い
る
。

（
13
）
前
掲
、
増
田
繁
夫
『
冥
き
途　

評
伝
和
泉
式
部
』。

（
14
）
前
掲
、
後
藤
祥
子
「
和
泉
式
部
は
和
泉
へ
行
っ
た
か
」。

（
15
）『
国
史
大
辞
典　

５
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）「
国
府
」
の
項
「
国

府
所
在
一
覧
」。

　
　
　

（
あ
お
き　

し
づ
こ
・
本
学
教
授
）


