
「
砧
」
を
歩
く 

 
陽
春
の
候
、
み
な
さ
ま
に
は
ご
清
祥
に
て
お
過
ご
し
の
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
度
は
廣
田
鑑
賞
会
に
ご
入
会
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
度
も
み
な
さ
ま
の
ご
期
待
に
添
え
る
よ
う
精
進
し
、

大
曲
に
も
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

過
日
、
「砧
」の
舞
台
、
九
州
芦
屋
の
里
（福
岡
県
遠
賀
郡
芦
屋
町
）に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

八
幡
東
区
に
あ
る
皿
倉
山
は
標
高
６
２
２
メ
ー
ト
ル
。
こ
の
あ
た
り
で
は
際
立
っ
て
目
に
付
く
高
い
山
で
す
。
こ
の
山
の
杉
を
船
の
帆
柱
に
し

て
神
功
皇
后
が
大
陸
に
向
け
て
船
出
し
た
と
い
う
謂
れ
が
あ
り
、
地
元
で
は
帆
柱
山
の
呼
び
名
の
ほ
う
が
な
じ
み
深
い
そ
う
で
す
。
ケ
ー
ブ

ル
と
リ
フ
ト
を
乗
り
継
い
だ
山
頂
か
ら
は
、
遠
く
本
州
下
関
の
関
門
海
峡
を
望
み
、
若
戸
大
橋
の
か
か
る
八
幡
の
工
業
地
帯
、
遠
賀
川
河
口

の
芦
屋
地
区
の
向
こ
う
に
は
博
多
を
見
渡
す
三
六
〇
度
の
広
大
な
景
色
が
眼
下
に
広
が
り
ま
す
。
芦
屋
の
遠
望
を
眼
に
残
し
た
ま
ま
帆
柱

山
を
く
だ
り
、
鹿
児
島
本
線
に
乗
っ
て
水
巻
の
駅
に
降
り
ま
し
た
。 

一
歩
駅
を
出
る
と
田
園
地
帯
が
広
が
る
静
か
な
風
景
が
遠
賀
川
ま
で
続
き
ま
す
。
日
本
武
尊
と
砧
姫
命
を
祭
神
と
す
る
川
近
く
の
八

劒
神
社
と
、
隣
接
す
る
浄
土
宗
長
専
寺
に
は
、
二
人
が
こ
の
地
で
出
会
い
一
子
を
設
け
た
「砧
姫
伝
説
」と
、
能
「砧
」の
碑
が
あ
り
ま
し
た
。

古
代
の
伝
説
と
能
「砧
」の
つ
な
が
り
は
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
神
社
の
入
り
口
近
く
に
は
「稲
作
発
祥
の
地
」の
碑
も
あ
り
、
ま

た
、
駅
北
側
の
水
巻
資
料
館
で
は
か
つ
て
こ
の
地
方
が
恵
ま
れ
た
農
作
物
や
後
世
の
鉱
山
で
賑
わ
っ
た
歴
史
な
ど
に
ふ
れ
、
時
代
を
経
だ
て

芦
屋
の
繁
栄
に
想
い
を
は
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

初
め
て
訪
れ
た
こ
の
地
は
、
思
っ
て
い
た
よ
り
本
州
と
近
い
も
の
で
し
た
。
瀬
戸
内
海
か
ら
関
門
海
峡
を
渡
っ
て
洞
海
湾
を
ふ
き
抜

け
る
風
の
音
を
、
芦
屋
で
独
り
待
つ
砧
の
女
性
は
、
都
か
ら
の
恋
し
い
便
り
の
よ
う
に
聞
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
感
じ
ま
し
た
。 

 

お
忙
し
い
と
は
存
じ
ま
す
が
、
皆
さ
ま
の
ご
高
覧
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。 

 

平
成
十
七
年 

卯
月
吉
日 
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