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池
田
の
文
化
に
お
け
る
詩
歌
の

位
置
付
け

池
田
は
、古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
と
し
て

栄
え
、
北
摂
地
域
の
経
済
の
中
心
地
と
し

て
発
展
し
ま
し
た
。
そ
の
繁
栄
に
ひ
か
れ

こ
の
地
に
は
画
家
で
俳
人
の
松ま

つ

村む
ら

月げ
っ

溪け
い

な

ど
多
く
の
文
人
墨
客
が
訪
れ
ま
し
た
。
ま

た
池
田
の
人
々
は
、
来
訪
し
た
当
時
一
流

の
文
人
と
の
交
流
を
通
し
て
、
自
ら
絵
画
、

詩
歌
な
ど
の
作
品
を
数
多
く
生
み
出
す
な

ど
、
文
化
活
動
を
盛
ん
に
繰
り
広
げ
て
い

き
ま
し
た
。「
池
田
文
化
」と
も
い
う
べ
き

こ
の
盛
り
上
が
り
は
、
室
町
時
代
後
半
に

芽
生
え
、
江
戸
時
代
に
発
展
し
、
明
治
時

代
以
降
も
続
い
て
い
き
ま
し
た
。
中
で
も

詩
歌
に
つ
い
て
は
、
和
歌
、
連
歌
、
俳
諧
、

近
代
俳
句
な
ど
多
彩
な
作
品
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

池
田
の
俳
諧
―池
田
の
三
俳
人
―

ま
ず
は
江
戸
時
代
の
池
田
の
俳
諧
で
す

が
、
月
溪
が
池
田
で
暮
ら
し
た
天
明
年
間

（
１
７
８
１
～
８
９
年
）は
、月
溪
の
師
・
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

の
影
響
下
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

流
れ
を
受
け
、
文
化
年
間（
１
８
０
４
～
１

８
年
）に
は
俳
人
の
井い

の

上う
え

遅ち

春し
ゅ
ん（

１
７
８
０

年
ご
ろ
～
１
８
２
１
年
）、
松ま

つ

下し
た

一い
っ

扇せ
ん（
１

７
９
４
～
１
８
３
０
年
）、
阪さ

か

上う
え

呉ご

老ろ
う（

不

詳
～
１
８
３
４
年
）の
３
人
が
活
躍
し
ま
し

た
。
彼
ら
は
、
池
田
の
商
家
の
主
人
で
あ

り
、大
坂
の
俳
壇
で
名
を
は
せ
た
俳
人
江え

森も
り

月げ
っ

居き
ょ（

蕪
村
門
下
、
１
７
５
６
～
１
８
２
４

年
）に
師
事
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、『
万ば

ん

家か

人じ
ん

名め
い

録ろ
く

』『
万
家
人
名
録
拾し

ゅ
う

遺い

』と
い
う
、

有
数
の
俳
人
を
肖
像
画
入
り
で
紹
介
し
た

書
物
に
載
る
ほ
ど
の
実
力
者
で
し
た
。

３
人
が
池
田
文
化
に
残
し
た
功
績
は
大

き
く
、
そ
の
１
つ
に
遅
春
の
編
集
に
よ
る

『
呉ご

江こ
う

奇き

覧ら
ん

』の
発
行
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は「
皐
月
山
」な
ど
池
田
の
名
所
旧
跡
を
詠

ん
だ
句
や
歌
、
漢
詩
を
ま
と
め
た
も
の
で

す
。
紀き

の

貫つ
ら

之ゆ
き

や
牡ぼ

丹た
ん

花か

肖し
ょ
う

柏は
く

と
い
っ
た
、

い
に
し
え
の
歌
人
や
連
歌
師
を
は
じ
め
、月

溪
や
月
居
、
ま
た
遅
春
や
呉
老
ら
池
田
の

人
の
作
品
が
載
り
ま
し
た
。

近
代
俳
句
と
池
田

池
田
に
暮
ら
す
人
々
は
、明
治
の
変
革
を

経
て
も
句
作
を
重
ね
、句
会
を
開
く
と
い
っ

た
活
動
を
続
け
ま
し
た
。
同
じ
頃
俳
句
の

世
界
に
も
変
革
が
起
こ
り
、 

そ
の
中
心
に

い
た
一
人
が
正ま

さ

岡お
か

子し

規き

で
す
。
池
田
で
は

子
規
門
下
で
、
大
阪
で
活
躍
し
た
青あ

お

木き

月げ
っ

斗と

（
１
８
７
９
～
１
９
４
９
年
）や
芦あ

し

田だ

秋
し
ゅ
う

双そ
う（
秋
窓
、
１
８
８
３
～
１
９
６
６
年
）に

師
事
し
た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、

池
田
に
暮
ら
し
、
戦
後
俳
誌『
早
春
』
を
復

刊
さ
せ
た
神か

ん

田だ

南な
ん

畝ぽ

（
１
８
９
２
～
１
９
８

３
年
）や
、
池
田
・
内
田
町（
現
大
和
町
）

に
生
ま
れ
、
戦
後
に
俳
誌『
筧か

け
ひ

』を
創
刊
し

た
藤ふ

じ

田た

露ろ

紅こ
う（
１
９
０
３
～
８
６
年
）で
す
。

南
畝
と
露
紅
は
、
昭
和
32（
１
９
５
７
）年

の
池
田
市
俳
人
連
盟
の
創
立
に
も
関
わ
り

ま
し
た
。

ま
た
、
近
現
代
俳
句
を
代
表
す
る
俳
人

日ひ

野の

草そ
う

城じ
ょ
う（

１
９
０
１
～
５
６
年
）は
、
池

田
が
終し

ゅ
う

焉え
ん

の
地
に
な
り
ま
し
た
。
俳
誌
『
旗き

艦か
ん

』
を
創
刊
し
、
昭
和
初
期
に
広
が
っ
た
俳

句
の
革
新
運
動
で
あ
る
新
興
俳
句
運
動
を

主
導
し
た
人
物
で
す
。
た
だ
、
戦
後
は
体

調
を
崩
し
、
仕
事
も
辞
め
、
池
田
・
中
之

島
町（
現
石
橋
１
丁
目
）に
転
居
し
ま
し
た
。

新
居
の
光
指
す
自
室
を
「
日に

っ

光こ
う

草そ
う

舎じ
ゃ

」
と
名

付
け
、
ず
っ
と
寝
た
き
り
の
体
な
が
ら
、
そ

れ
ま
で
の
新
興
俳
句
と
は
違
う
、
温
か
く

慈
し
み
を
持
っ
た
穏
や
か
な
作
品
を
生
み

出
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
俳
誌
『
青せ

い

玄げ
ん

』
を

創
刊
・
主
宰
し
、
最
後
ま
で
句
作
を
続
け

ま
し
た
。

今
回
ご
紹
介
し
た
内
容
は
、
多
彩
な
池

田
文
化
の
一
部
分
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

展
示
か
ら
豊
か
な
池
田
文
化
を
の
ぞ
い
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

18
ペ
ー
ジ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
コ
ー
ナ
ー

に
展
示
案
内
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
併
せ

て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
歴
史
民
俗
資
料
館　
　

　
　
　

☎
7
5
1
・
３
０
１
９

ときの輝き

歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
池
田
の
文

化
に
つ
い
て
詩
歌
に
着
目
し
た
企
画
展

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
同
展
示
の
見
ど

こ
ろ
を
紹
介
し
ま
す
。
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池
田
文
化
と
詩
歌

―
そ
の
作
品
と
人
―


