
筑
紫
（
九
州
）
の
万
葉
集
と
風
景
画
シ
リ
ー
ズ
（
第
二
十
七
回
）

「企き

救く

の

池
」

～
小
倉
城
の
内
堀
～

豊
国

と
よ
く
に

の

企
救

き

く

の
池
な
る

菱ひ
し

の
末う

れ

を
摘つ

む
と

や
妹い

も

が

み
袖そ

で

濡ぬ

れ
け
む

巻
十
六
―
３
８
７
６

 
 

作
者
：
豊
前
国

白
水
郎

あ

ま

（
解
説
）
豊
前

ぶ

ぜ

ん

の
国
の
企
救
の
池
に
生は

え
て
い
る
、
菱
の
先
の
実
を
摘
も
う
と
し
て
、

妹
の
袖
が
ぬ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

・「
菱
の
末
（
う
れ
）」
の
「
末
」
は
草
の
茎
や
木
の
幹
の
先
端
を
い
う
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
こ
の
歌
の
「
菱
の
末
」
は
当
時
の
食
物
だ
っ
た
菱
の
実
を
さ
し
て
詠
っ
た
と
い
わ

れ
る
。

・「
菱
」
は
池
や
沼
の
水
中
に
は
え
る
一
年
生
水
草
。
泥
中
に
落
ち
た
前
年
の
実
が
、

芽
を
出
し
長
い
茎
を
水
面
に
伸
ば
し
、
菱
形
の
葉
を
浮
か
べ
る
。
夏
に
は
柄
の
先
に
白

い
花
を
咲
か
せ
、
９
月
中
旬
か
ら
１
１
月
中
旬
頃
ま
で
に
す
る
ど
い
と
げ
が
あ
る
実
の

収
穫
が
始
ま
る
。
実
は
茹ゆ

で
た
り
、
蒸む

し
た
り
し
て
ナ
イ
フ
な
ど
で
割
り
、
中
の
果
肉

を
食
べ
る
と
栗
に
似
た
風
味
が
す
る
と
い
う
。

・
菱
は
古
く
は
全
国
各
地
の
湖
沼
で
見
ら
れ
、
そ
の
実
は
各
地
で
食
さ
れ
た
よ
う
で
あ



る
が
、
今
は
菱
の
実
を
食
料
と
し
て
摘
む
こ
と
は
九
州
の
福
岡
県
や
佐
賀
県
の
農
村
地

帯
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

・
中
村
行
利
著
「
万
葉
と
九
州
」
に
は
、
こ
の
歌
の
題
詞
は
「
豊
前
国
の
白
水
郎
の
歌

一
首
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
企
救
の
浜
の
海
人
た
ち
の
間
に
愛
誦
さ
れ
て
い
た
民

謡
で
あ
ろ
う
か
と
し
、「
夫
は
漁
を
し
妻
は
農
を
営
む
白
水
郎
（
海
人
）
の
生
活
を
背

景
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
海
浜
生
活
共
通
の
気
持
ち
を
歌
い
上
げ
た
も
の
で

あ
る
。」
と
い
う
説
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

・
こ
の
歌
の
題
詞
に
あ
る
「
豊
前
国
」
は
、
現
在
の
福
岡
県
東
部
か
ら
大
分
県
北
西
部

に
か
け
て
の
地
を
い
っ
た
。

・「
豊
国
の
企
救
」
は
九
州
の
最
北
端
に
位
置
す
る
福
岡
県
北
九
州
市
の
響
灘
、
関
門

海
峡
に
面
し
福
岡
県
北
部
に
あ
っ
た
旧
郡
名
で
、
現
在
の
北
九
州
市
小
倉
北
区
と
小
倉

南
区
、
門
司
区
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。

・
こ
の
歌
に
詠
わ
れ
て
い
る
「
企
救
の
池
」
の
所
在
地
の
一
説
に
江
戸
時
代
の
国
学
者
・

伊
藤
常
足
（
つ
ね
た
り
）
が
記
し
た
大
宰
管
内
志
に
は
、【
あ
る
人
の
い
っ
た
、「
企
救

の
池
は
、
小
倉
城
の
内
郭
の
東
南
を
め
ぐ
っ
て
い
る
池
を
い
う
の
で
あ
る
。
今
の
城
は
、

そ
の
池
中
に
築
出
し
て
造
っ
た
も
の
で
あ
る
。】
と
い
う
の
を
取
り
あ
げ
て
【
こ
の
説

は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
辺
は
昔
も
官
道
の
筋
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
と
さ
ら
名

も
高
い
で
あ
ろ
う
。
万
葉
に
白
水
郎
と
あ
る
の
は
、
そ
こ
の
海
人
が
よ
ん
だ
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
か
な
ら
ず
白
水
郎
を
見
て
よ
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
。
こ
の
池
は
今

も
海
に
つ
づ
い
て
い
る
の
で
、
白
水
郎
に
い
わ
れ
が
あ
る
。】
と
し
「
企
救
の
池
」
は



小
倉
城
の
内
堀
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

・
小
倉
城
は
Ｊ
Ｒ
小
倉
駅
か
ら
徒
歩
１
５
分
余
り
の
北
九
州
市
小
倉
北
区
城
内
に
あ
る
。

位
置
は
関
門
海
峡
を
押
さ
え
る
九
州
の
咽
喉
部
に
あ
た
り
、
小
倉
の
中
心
市
街
地
を
流

れ
響
灘
に
流
れ
込
む
「
紫
川
」
の
河
口
に
あ
っ
て
交
通
の
拠
点
で
あ
り
、
要
衝
の
地
で

あ
る
た
め
、
す
で
に
奈
良
時
代
の
天
平
十
二
（
７
４
０
）
年
に
軍
団
が
置
か
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

・
今
の
小
倉
城
は
慶
長
七
（
１
６
０
２
）
年
に
細
川
忠
興
に
よ
り
造
ら
れ
た
城
で
あ
る

が
天
守
閣
は
天
保
八
（
１
８
３
７
）
年
の
失
火
に
よ
り
全
焼
し
た
た
め
、
暫
く
の
間
は

昔
日
の
姿
を
失
っ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
四
（
１
９
５
９
）
年
に
在
り
し
日
の
名
城
が

再
建
さ
れ
、
小
倉
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
市
民
に
愛
さ
れ
、
観
光
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
て

く
れ
る
。

（
参
考
文
献
）
日
本
城
郭
大
系
。
中
村
行
利
著
「
万
葉
と
九
州

」。
伊
藤
常
足
著
「
大
宰
管
内
志
」
な
ど



（
写
生
地
）
現
在
、
北
九
州
の
中
心
街
に
あ
る
小
倉
城
本
丸
跡
一
帯
は
市
役
所
を
は
じ

め
と
す
る
官
公
庁
な
ど
が
建
ち
並
ん
で
い
る
が
、
部
分
的
で
あ
る
が
今
も
残
る
建
築
当

時
、
近
く
の
足
立
山
（
標
高
約
６
０
０
ｍ
）
か
ら
切
り
出
し
た
天
然
石
を
主
と
し
た
城

の
石
垣
と
万
葉
集
で
「
企
救
の
池
」
と
の
説
が
あ
る
内
堀
風
景
を
描
く
。（
杏

花
）


