
大
君
の

遠
の
み
か
ど
と

あ
り
通
ふ

島
門
を
見
れ
ば

神
代
し
お
も
ほ
ゆ

歌
碑
の
こ
こ
ろ

と
お

お
お
　
き
み

か
よ

し
ま
　
と

か
み
　
よ
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※

詳
し
い
解
説
は
12
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す

都
を
遠
く
離
れ
た
大
宰
府
政
庁
を
目
ざ
し
て
、
常

に
行
き
来
す
る
関
門
海
峡
が
見
え
て
き
た
。
そ
の

先
を
眺
め
や
れ
ば
、
九
州
を
舞
台
に
し
た
伊
邪
那

岐
伊
邪
那
美
二
神
の
昔
が
偲
ば
れ
る
こ
と
だ
な
あ
。

2  

巻
頭
言  「
日
本
」
を
学
ぶ 

…
…
…
…
…
…

山
口
　
秀
範

3  

新
聞
掲
載
記
事（
２
件
）の
紹
介

4  「
偉
人
レ
ポ
ー
ト
」…

…
…
…
…
…
…
…
…

朝
長
　
　
勇

6  

昨
今
の
教
育
事
情
雑
感（
最
終
回
）…

…
…

坂
口
　
秀
俊

7  

ミ
ャ
ン
マ
ー
と
日
本（
最
終
回
） …

…
…
…

守
田
　
　剛

8  

あ
れ
こ
れ
思
う
こ
と
④ …

…
…
…
…
…
…

古
川
　
　
忠

９  

信
長
、
秀
吉
と
バ
テ
レ
ン
の
戦
い
④ …

…

廣
木
　
　寧

10  

T
E
R
A
K
O
Y
A
ふ
ぉ
と
れ
ぽ
ー
と

11
〝
あ
ち
こ
ち
de
寺
子
屋
〞の
ご
案
内

12  

歌
碑
の
こ
こ
ろ

（16）
　
編
集
余
録
　
余
録
の
余
録

も

　く

　じ

※

題
字
／
森
川
芳
聲

3　
令和
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※

詳
し
い
解
説
は
12
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す

歌
碑
の
こ
こ
ろ
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し
ゃ
ぼ
ん
玉
と
ん
だ

　屋
根
ま
で
と
ん
だ

屋
根
ま
で
と
ん
で

　こ
わ
れ
て
消
え
た

し
ゃ
ぼ
ん
玉
野
口
雨
情 

作
詞

　中
山
晋
平 

作
曲

だ
ま

や

ね

や

ね

き
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現
実
に
力
を
持
た
ぬ
古
典

　
毎
月
学
び
続
け
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
読
了
す

る
の
は
感
慨
深
い
も
の
で
す
。「
小
柳
先
生
に

学
ぶ
会
」
で
三
年
近
く
か
け
て
、
先
生
の
遺

著
『
日
本
の
い
の
ち
に
至
る
道
』
を
読
み
終
え

ま
し
た
。
最
後
に
残
し
て
お
い
た
の
は
、
昭
和

二
十
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
古
典
教
育
を
は
ば

む
も
の
」、
三
十
歳
の
若
き
国
語
教
師
と
し
て

戦
後
を
生
き
る
先
生
の
「
文
学
」
に
対
す
る
述

懐
を
記
し
た
一
文
で
し
た
。

　
そ
も
そ
も
「
文
学
」
は
明
治
以
降
の
翻
訳
語

で
、
そ
れ
以
前
は
「
詩
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と

初
め
て
知
り
ま
し
た
。
詩
イ
コ
ー
ル
古
典
と

言
っ
て
も
良
く
、
そ
れ
は
「
人
生
の
波
瀾
を
さ

な
が
ら
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
倫
理
的
意
思
そ

の
も
の
と
し
て
祖
先
の
精
神
の
中
に
抜
く
べ
か

ら
ざ
る
位
置
を
築
き
上
げ
て
き
た
」
と
い
う
重

み
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
近
代
以
降
特
に
戦
後
の
古
典
文
学

は
、
懐
古
的
感
傷
が
優
先
す
る
趣
味
の
世
界
に

閉
じ
こ
も
り
、
生
徒
が
現
実
世
界
を
生
き
る
力

に
な
り
得
て
い
な
い
と
、
自
戒
を
込
め
て
先
生

は
綴
ら
れ
、「
現
代
に
生
き
て
ゆ
く
強
烈
な
倫

理
感
覚
、
乃
至
は
政
治
感
覚
の
錬
磨
と
い
う
本

質
的
な
問
題
の
追
及
な
く
し
て
は
、
古
典
の
真

実
の
継
承
は
永
久
に
達
成
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
」
と
強
い
言
葉
で
、
教
壇
か
ら
警
鐘
を
鳴
ら

さ
れ
た
の
で
す
。

　
古
典
の
読
み
方

　
別
の
会
で
は
早
朝
に
吉
田
松
陰
の
『
講
孟
劄

記
』
を
四
年
半
前
か
ら
読
み
始
め
、
よ
う
や
く

学
術
文
庫
の
上
巻
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
今
月
は
『
孟
子
（
万
章
上
五
章
）』
に
差

し
か
か
り
、『
孟
子
』原
文
は
次
の
通
り
で
し
た
。

　�「
詩
を
説
く
者
は
、
文
を
以
て
辞
を
害
せ
ず
、

辞
を
以
て
志
を
害
せ
ず
、
意
を
以
て
志
を
逆む

か

ふ
。
是
、
之
を
得
た
り
と
為
す
」

　�（
凡
そ
古
典
を
読
む
者
は
、
個
々
の
文
字
に

と
ら
わ
れ
て
一
句
の
意
味
を
曲
解
し
て
は
な

ら
ぬ
。
ま
た
一
句
の
意
味
に
と
ら
わ
れ
て
作

者
の
真
意
を
取
り
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う

に
。
自
分
の
心
で
真
意
を
酌
み
取
っ
て
こ
そ

本
当
に
分
か
る
と
い
う
も
の
だ
）

　
こ
こ
の
「
詩
」
は
『
詩
経
』
を
指
す
よ
う
で

す
が
、
古
典
全
般
と
も
読
め
ま
す
。
小
柳
先
生

の
ご
指
摘
で
文
学
は
か
つ
て
詩
と
称
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
知
っ
た
翌
週
に
、
こ
の
文
章
に
出
会

い
不
思
議
の
感
を
覚
え
ま
し
た
。

　
松
陰
は
こ
の
孟
子
の
文
を
、
読
書
全
般
の
心

得
と
し
て
受
け
止
め
ま
す
。

　�「
凡
そ
読
書
の
法
は
、
吾
が
心
を
虚む
な
し

く
し
、

胸
中
に
一
種
の
意
見
を
構
へ
ず
、
吾
が
心
を

書
の
中
へ
推
し
入
れ
て
、
書
の
道
理
如
何
と

見
、
其
の
意
を
迎
へ
来
る
べ
し
」

　�（
あ
る
べ
き
読
書
法
は
、
私
心
を
捨
て
先
入
観

を
持
た
ず
に
書
物
の
中
に
分
け
入
り
、
著
者

の
真
意
を
迎
え
取
る
よ
う
に
読
む
こ
と
だ
）

　
そ
れ
な
の
に
、
今
の
人
は
書
物
を
自
分
の
方

へ
引
き
つ
け
て
自
己
流
に
解
釈
す
る
の
み
で
、

著
者
の
心
を
酌
み
取
ろ
う
と
し
な
い
と
指
摘
す

る
の
で
す
。

　
孟
子
の
説
く
、
伝
説
の
帝
王
舜
の
時
代
を
題

材
に
し
な
が
ら
、
幕
末
当
時
の
学
問
の
有
り
方

に
切
り
込
む
、正
に
小
柳
先
生
の
書
か
れ
た「
倫

理
感
覚
・
政
治
感
覚
の
錬
磨
」
を
日
常
の
も
の

と
し
て
い
た
吉
田
松
陰
の
真
骨
頂
と
も
言
う
べ

き
議
論
で
す
。

　
日
本
の
学
問
を
継
ぐ
の
は

　
こ
の
よ
う
に
古
典
を
学
ぶ
場
は
大
変
貴
重
で

す
。
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
）
と
呼
ば
れ
る
変
革
に
対
応
す
る
新
し

い
仕
組
み
が
求
め
ら
れ
る
時
代
に
、
日
本
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
固
有
性
）
を
し
っ
か
り

身
に
つ
け
る
こ
と
は
益
々
重
要
に
な
っ
て
来
る

で
し
ょ
う
。
特
に
若
い
世
代
や
学
生
に
、
じ
っ

く
り
腰
を
据
え
て
「
日
本
」
を
学
ん
で
も
ら
い

た
い
も
の
で
す
。
小
中
一
貫
校
「
志
明
館
」
は

初
等
教
育
の
段
階
か
ら
そ
れ
を
実
現
す
る
試
み

で
す
が
、
最
近
ご
縁
を
得
た
二
つ
の
取
り
組
み

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

①
「
日
本
道
」

　
日
本
の
文
化
・
伝
統
を
様
々
な
観
点
か
ら
学

ぶ
機
会
を
若
者
向
け
に
提
供
し
、「
日
本
道
検

定
」
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
い
う
運
動
で
す
。
毎

朝
五
時
半
か
ら
講
義
と
学
び
合
い
が
始
ま
り
ま

す
が
、
そ
の
時
間
に
数
十
名
、
多
い
時
は
百
名

も
の
学
生
や
二
十
～
三
十
代
が
オ
ン
ラ
イ
ン
参

加
し
ま
す
。
私
も
「
お
手
伝
い
」
で
月
に
一
回

偉
人
伝
を
語
り
ま
す
が
、
画
面
を
通
し
た
熱
気

に
驚
き
ま
す
。

　
真
面
目
な
青
年
た
ち
の
意
識
が
変
わ
り
始
め

て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
今
年
の
初
詣
に

靖
国
神
社
へ
お
参
り
す
る
と
、
幾
つ
も
の
若
者

グ
ル
ー
プ
が
服
装
を
整
え
て
（
女
性
の
多
く
は

着
物
で
）
参
拝
す
る
姿
に
出
会
い
、
新
鮮
で
頼

も
し
い
印
象
を
受
け
ま
し
た
。「
日
本
道
」
の

活
動
は
ま
だ
ま
だ
荒
削
り
な
が
ら
、
多
く
の
若

者
の
心
に
火
を
つ
け
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま

す
。

②
自
啓
共
創
塾

　「
世
界
の
た
め
の
日
本
の
こ
こ
ろ
セ
ン
タ
ー
」

に
集
う
教
育
界
、
産
業
界
、
元
官
僚
等
の
志
あ

る
面
々
が
提
供
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
塾
で
、
十
五

～
五
十
歳
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
こ

ち
ら
も
学
ぶ
内
容
は
多
岐
に
亘
り
ま
す
が
、

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
日
本
型
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
」。

次
世
代
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
基
盤
に
、
日
本
人
と

し
て
の
深
い
教
養
を
持
た
せ
よ
う
と
の
願
い
か

ら
立
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
寺
子
屋
モ
デ
ル
の
「（
偉
人
伝
を
語
る
）
先

生
養
成
講
座
」
へ
の
問
い
合
わ
せ
も
複
数
頂
い

て
い
ま
す
。
第
十
五
期
を
秋
に
は
開
講
予
定
、

恐
ら
く
オ
ン
ラ
イ
ン
を
導
入
し
た
新
し
い
形
と

な
る
で
し
ょ
う
。今
し
ば
ら
く
お
待
ち
下
さ
い
。

巻頭言

「
日
本
」
を
学
ぶ代

表
世
話
役  

山
口 

秀
範
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