
和
泉
式
部
の
歌
一
首

初泉式長官の歌'-ffj

そ
ち
の
み
や

和
泉
式
部
は
、
寛
弘
四
年
(
一

O
O七
)
十
月
二
日
、
最
愛
の
人
帥
宮
(
敦
道
親
王
)
と
死
別
す
る
悲
運
に

逢
っ
た
。
そ
の
と
き
宮
は
二
十
七
歳
、
和
泉
は
、
そ
れ
よ
り
数
歳
の
年
長
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
和
泉
が
宮
の

求
愛
を
受
け
て
か
ら
、
ま
だ
四
年
半
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
和
泉
は
、
世
の
妻
が
夫
の
死
に
逢
っ
て
す
る
よ
う
に
、

一
年
の
喪
に
服
し
、
そ
の
聞
に
詠
ん
だ
故
宮
追
慕
の
歌
が
、
和
泉
式
部
続
集
に
百
二
十
二
首
連
続
し
て
収
め
ら
れ

て
い
る
。
拙
著
『
和
泉
式
部
集
・
和
泉
式
部
続
集
』
(
岩
波
文
庫
)
の
通
し
番
号
で
い
う
と
、
九
四

O
か
ら
一

O

六
一
に
至
る
歌
群
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
「
帥
宮
挽
歌
群
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
優
に
一
部
の
家
集
に
価
す
る
質

と
量
を
も
ち
、
古
今
に
比
類
を
見
な
い
挽
歌
群
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
和
泉
式
部
に
こ
よ
な
く
心
司
か
れ
、
数
々

の
す
ぐ
れ
た
式
部
論
を
書
い
て
い
る
寺
田
透
氏
の
用
語
に
よ
れ
ば
、
最
愛
の
人
を
死
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
の
ち
の
、

「
空
虚
を
実
体
と
し
て
思
ひ
知
っ
た
」
(
「
和
泉
式
部
の
歌
集
と
日
記
」
|
「
展
望
」
昭
和
三
十
九
年
十
月
号
)
歌

で
、
そ
れ
は
充
た
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
中
に
、
次
の
一
首
が
入
っ
て
い
る
。

86 

身
よ
り
か
く
涙
は
い
か
が
な
が
る
べ
き
海
て
ふ
海
は
潮
や
ひ
ぬ
ら
む
(
九
七
七
)

こ
の
歌
は
、
「
な
ら
は
ぬ
里
の
つ
れ
づ
れ
な
る
に
」
と
い
う
詞
書
を
持
つ
一
連
十
一
首
の
第
三
首
に
相
当
す
る
。

住
み
慣
れ
な
い
里
の
「
つ
れ
づ
れ
」
に
ま
か
せ
て
詠
み
つ
が
れ
た
連
作
の
中
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
服
喪

の
た
め
の
独
居
が
、
別
の
場
所
で
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
う
ち
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
口
を
つ
い
て
出
て
き
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
中
の
一
首
「
身
よ
り
か
く
」
の
歌
は
、
和
泉
式
部
の
数
あ
る
難
解
歌
の
随
一
と
し
て
、
永
年
に
わ
た

り
私
を
手
こ
ず
ら
し
て
き
た
詠
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
故
保
田
与
重
郎
氏
が
、
昭
和
三
十
九
年
に
出
し
た
『
現
代
崎
人
伝
』
の
「
序
」
の
後
半
部
を
占
め

る
「
涙
河
の
弁
」
と
い
う
一
章
に
ふ
れ
る
機
会
が
あ
っ
て
、
図
ら
ず
も
解
明
の
緒
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
ま
さ
に
、
眼
か
ら
鱗
が
落
ち
る
よ
う
な
爽
快
な
体
験
で
あ
っ
た
。

保
田
氏
の
「
涙
河
の
弁
」
の
発
想
の
源
は
、
古
事
記
上
巻
に
見
え
る
建
速
須
佐
之
男
命
の
塑
泣
の
神
話
で
あ
る
。

命
は
、
父
の
伊
邪
那
伎
命
に
委
任
さ
れ
た
海
原
を
治
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
長
い
歳
月
を
激
し
く
泣
き
つ
守
つ
け
る
の

か

ら

や

ま

う

み

か

わ

こ

と

ご

と

で
あ
る
が
、
そ
の
泣
く
様
は
、
「
青
山
は
枯
山
の
如
く
泣
き
枯
ら
し
、
河
海
は
委
に
泣
き
乾
し
き
」
と
い
う
ほ
ど

あ

は

は

か

た

す

く

に

お

も

か

れ

伝

で
あ
っ
た
。
父
神
に
泣
く
理
由
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
「
僕
は
批
の
国
根
の
堅
洲
国
に
ま
か
ら
む
と
欲
ふ
、
故
突
く

な
り
」
と
答
え
た
。
永
年
に
わ
た
り
際
限
も
な
く
泣
き
つ
。
つ
け
て
、
涙
の
量
が
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、
海
や
河
の
水



は
増
し
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
を
掴
ら
す
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
の
は
当
然
で
あ

る
。
さ
す
が
の
本
居
宣
長
も
、
こ
の
箇
所
の
解
に
は
手
を
焼
き
、
『
古
事
記
伝
』
で
、
「
抑
此
神
の
暗
給
ふ
に
因
て
、

山
海
河
の
枯
乾
る
は
、
如
何
な
る
理
に
か
あ
ら
む
し
と
疑
い
、
さ
ら
に
「
泣
け
ば
、
涙
の
出
る
故
に
、
其
涙
の
か

た
へ
吸
取
ら
れ
て
、
山
海
河
の
潤
沢
は
、
酒
る
る
に
や
あ
ら
む
、
さ
て
潤
沢
の
掴
る
れ
ば
、
万
の
物
は
枯
れ
傷
は

る
h

な
り
」
と
苦
し
い
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
以
来
十
分
納
得
の
い
く
解
は
得
ら
れ
な
い
ま
ま
現
代
に
至
っ

て
い
た
。
た
だ
、
寺
田
寅
彦
氏
が
、
物
理
学
者
の
立
場
か
ら
、
噴
火
の
た
め
に
草
木
が
枯
死
し
、
河
海
が
降
灰
に

よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
(
「
風
土
と
文
学
」
)
と
い
う
仮
説
を
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
さ
す
が

と
は
思
い
な
が
ら
、
ま
だ
納
得
す
る
と
こ
ろ
に
至
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
保
田
氏
は
、
右
掲
書
の
「
涙
河
の
弁
」
で
こ
の
神
話
に
ふ
れ
、
日
本
人
の
精
神
史
の
上
か
ら
、
劃

府泉式長野の款一言

切
な
解
明
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

保
田
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
神
話
は
、
自
然
の
水
気
が
人
の
体
内
を
通
っ
て
、
そ
の
瞳
か
ら
涙
と
な
っ
て
あ
ふ
れ

出
る
と
い
う
、
古
い
日
本
人
の
考
え
方
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
瞳
を
つ
い
て
あ
ふ
れ
る
涙
の
量
が
多
け
れ
ば
多
い

ほ
ど
、
河
や
海
の
水
と
い
う
水
、
土
中
の
水
気
と
い
う
水
気
を
吸
い
上
げ
乾
し
つ
く
し
、
そ
の
た
め
に
、
草
木
は

枯
死
し
て
し
ま
う
と
信
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
天
地
自
然
の
循
環
の
理
法
に
、
人
間
の
生
理
と
心
理
が
一
つ
に

溶
け
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
発
展
が
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
「
涙
河
」
や
「
涙
の
川
」

の
歌
語
を
生
む
に
至
り
、
伊
勢
物
語
や
古
今
和
歌
集
の
出
た
頃
か
ら
、
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
和
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泉
式
部
も
、
こ
の
歌
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
多
く
遺
し
て
い
る
。
「
な
ら
は
ぬ
里
の
つ
れ

9

つ
れ
な
る
に
」
の
調
書

を
持
つ
十
一
首
の
歌
群
の
中
に
も
、
次
の
歌
が
入
っ
て
い
る
。

88 

身
を
分
け
て
涙
の
川
の
な
が
る
れ
ば
こ
な
た
か
な
た
の
岸
と
こ
そ
な
れ
(
九
八
二
)

保
田
氏
は
、
「
涙
河
の
弁
」
の
中
で
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。み

な
わ

:
:
:
貫
之
朝
臣
の
歌
(
例
え
ば
、
夜
と
と
も
に
な
が
れ
て
ぞ
ゆ
く
涙
川
冬
も
凍
ら
ぬ
水
泡
な
り
け
り
〈
古
今
集

恋
二
〉
清
水
き
で
は
、
修
語
学
の
講
義
だ
っ
た
け
れ
ど
、
和
泉
式
部
の
う
た
か
ら
は
、
そ
の
音
が
き
こ
え
て

く
る
。
一
涙
川
が
う
っ
そ
み
の
身
の
う
ち
を
流
れ
、
身
う
ち
に
深
測
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
曲
の
な
い

始
末
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
身
を
分
け
て
の
歌
な
ど
、
翻
訳
さ
れ
る
時
最
も
心
配
な
も
の
の
一
つ
で
、
簡
単

に
散
文
化
出
来
な
い
。
(
中
略
)
彼
女
の
観
念
や
感
情
は
、
い
つ
も
肉
体
の
生
理
に
直
接
結
び
つ
い
て
ゐ
た
。

感
情
の
場
所
を
、
肉
体
を
打
診
し
て
、
こ
こ
こ
こ
と
た
し
か
め
た
や
う
な
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
た

誠
実
無
双
の
女
人
だ
っ
た
。
〈
四
一

j
四
三
ペ
ー
ジ
)

「
こ
な
た
か
な
た
の
岸
」
は
、
此
岸
(
こ
の
世
)
と
彼
岸
(
あ
の
世
)
の
意
で
、
生
き
残
っ
た
自
分
と
、
こ
の
自

分
を
お
い
て
永
久
の
旅
に
立
っ
た
宮
を
、
肉
体
の
記
憶
の
中
に
た
し
か
め
た
趣
が
見
え
る
。

「
な
ら
は
ぬ
里
の
つ
れ
づ
れ
」
に
ま
か
せ
て
よ
ま
れ
た
と
い
う
「
身
よ
り
か
く
」
の
歌
は
、
そ
の
中
に
「
涙
川
」



の
語
は
含
ま
な
い
が
、
ま
さ
し
く
須
佐
之
男
命
の
沸
泣
の
神
話
と
同
じ
発
想
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

れ
は
、
「
涙
川
」
の
歌
を
遺
し
た
多
く
の
先
輩
を
超
え
て
、
一
気
に
原
始
の
神
話
の
発
想
に
直
結
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
歌
意
は
、
こ
ん
な
に
わ
が
身
か
ら
涙
が
あ
ふ
れ
出
て
い
る
と
、
海
と
い
う
海
の
潮
は
す
っ
か
り
干
上
が
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
そ
う
す
る
と
、
水
源
を
失
っ
た
涙
は
、
ど
の
よ
う
に
流
れ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
、
流
れ
よ
う

が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
空
虚
」
は
宇
宙
大
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
中
へ
そ
そ
ぐ
涙
は
無
限
の
量
を
要
し
、
は
て
は
大
海
の
潮
を
も
掴
れ
さ
せ
、
宇
宙
を
破
滅
に
導

く
に
至
一
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
歌
を
読
ん
で
、
怖
る
べ
き
和
泉
式
部
の
文
学
世
界
を
か
い
ま
見
た
思
い
を
い
だ

く
の
で
あ
る
。

(
平
成
一
・
一
一
)

ヂU泉式'ffs，の毅一首
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