
仮
定
さ
れ
た
風
景

―
越
中
で
家
持
と
池
主
が
共
有
し
た
世
界
―

浅

野

則

子

【
要

旨
】

「
越
中
」
と
い
う
鄙
に
赴
任
し
た
家
持
に
と
っ
て
、
越
中
の
景
を

表
現
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
都
の
歌
の
景
を
捉
え
直
す
こ
と
が
必

要
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
時
、
同
じ
都
の
文
化
圏
を
共
有
す
る
池

主
と
の
贈
答
に
よ
っ
て
実
景
を
超
え
た
「
景
」
と
い
う
新
た
な
表

現
を
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
表
現
世
界
は
、
都
で
も
越
中
で
も
な
い
歌
世
界
の
仮
定
さ
れ
た

「
鄙
」
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

都
と
鄙

文
化
圏

風
景

和
歌

万
葉
集

は
じ
め
に

家
持
は
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
七
月
に
越
中
守
と
し
て
赴
任
す
る
。
冬
を
越

し
た
家
持
は
越
中
の
春
を
楽
し
む
こ
と
も
な
く
、
自
ら
が
「
忽
に
枉
疾
に
沈
み
て

注
①

殆
と
泉
路
に
臨
む
」
と
い
う
ほ
ど
の
重
病
に
陥
る
。
ま
だ
十
分
に
慣
れ
て
い
な
い

土
地
で
の
重
な
る
不
幸
に
家
持
は
悲
し
み
、
そ
の
心
情
を
和
歌
に
表
現
し
嘆
き
を

理
解
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
が
、
そ
の
相
手
は
家
持
よ
り
先
に
赴
任
し
て
い
た

注
②

「
掾
」
池
主
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
二
人
の
間
で
は
書
簡
、
漢
詩
、
和
歌
が
六
回
に

お
い
て
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
越
中
に
お
い
て
家
持
と
池
主
は
和
歌
と
い
う
共
通
理

解
の
も
と
で
交
流
を
続
け
て
い
く
が
、
家
持
が
病
に
沈
ん
だ
時
に
池
主
に
贈
っ
た

和
歌
が
二
人
の
交
流
の
初
め
の
も
の
で
あ
る
。

二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
和
歌
の
表
現
か
ら
、
越
中
と
い
う
土
地
に
お
け
る
家

持
と
池
主
が
作
り
出
し
た
文
化
圏
に
つ
い
て
考
え
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一

家
持
と
池
主
と
の
贈
答
は
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
二
月
二
十
九
日
か
ら
三
月

五
日
の
間
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
を
中
心
と
し
て
順
を
追
っ
て
二
人
贈
答
の

表
現
を
考
え
て
い
き
た
い
。

二
月
二
十
九
日
に
家
持
か
ら
「
悲
歌
二
首
」
が
贈
ら
れ
三
月
二
日
に
池
主
が
答

え
る
形
を
と
る
も
の
を
Ａ
と
し
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ａ春
の
花
今
は
盛
り
に
匂
ふ
ら
む
折
り
て
か
ざ
さ
む
手
力
も
が
も

う
ぐ
ひ
す
の
鳴
き
散
ら
す
ら
む
春
の
花
い
つ
し
か
君
と
手
折
り
か
ざ
さ
む

十
七
―
三
九
六
五
・
六

家
持

山
峽
に
咲
け
る
桜
を
た
だ
一
目
君
に
見
せ
て
ば
何
を
か
思
は
む

【
論

文
】

１



う
ぐ
ひ
す
の
来
鳴
く
山
吹
う
た
が
た
も
君
が
手
触
れ
ず
花
散
ら
め
や
も

十
七
―
三
九
六
七
・
八

池
主

こ
の
贈
答
に
お
い
て
、
家
持
は
「
忽
に
枉
疾
に
沈
み
、
累
旬
痛
苦
す
」
と
い
う

書
き
出
し
の
書
簡
か
ら
は
じ
め
る
が
、
そ
の
書
簡
で
は
春
の
景
を
香
と
鶯
の
囀
り

で
感
じ
つ
つ
も
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
ず
部
屋
の
中
に
臥
し
て
い
る
と
説
明
し
て

い
る
。
嗅
覚
、
聴
覚
の
み
で
家
持
は
ま
だ
「
見
て
い
な
い
」
春
の
花
の
様
子
を
思

い
描
き
、
そ
の
花
を
「
君
」
と
と
も
に
「
手
折
」
っ
て
か
ざ
し
た
い
と
歌
う
。
家

持
に
と
っ
て
は
あ
こ
が
れ
の
春
の
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
答
え
た
も
の
が
池
主
の
二
首
で
あ
る
が
、
池
主
は
家
持
が
思
い
描
く
「
君
」
と

と
も
に
「
手
折
り
」
た
い
春
の
花
を
「
山
峡
に
咲
け
る
桜
」
と
限
定
し
て
み
せ
る
。

さ
ら
に
「
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
き
散
ら
す
春
の
花
」
は
「
山
吹
」
で
あ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。
家
持
が
「
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
花
」
を
「
見
て
い
る
」
立
場
の
池
主
は

「
山
峡
」
の
桜
、
鶯
の
訪
れ
る
身
近
の
山
吹
と
歌
っ
て
み
せ
る
。
見
え
な
い
景
を

歌
の
世
界
で
新
た
に
作
り
上
げ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
池
主
は
家
持
が「
手
折
」っ
て
か
ざ
し
た
い
花
と
し
た
桜
を
供
に
か
ざ
し
、

散
ら
せ
そ
う
に
な
る
花
と
し
て
の
山
吹
を
家
持
の
手
が
触
れ
る
ま
で
散
ら
ず
に
い

る
こ
と
を
歌
う
。
こ
う
し
て
家
持
の
歌
わ
な
い
視
覚
的
な
春
の
景
の
共
有
に
よ

り
、
積
極
的
に
家
持
を
歌
の
世
界
に
導
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
越
中
の
春
の
景
を
見
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
家
持
に
対
し
て
、
池
主
が

示
し
た
の
は
歌
の
世
界
で
池
主
が
「
見
て
い
る
越
中
の
春
」
に
他
な
ら
な
い
。

Ａ
の
贈
答
の
後
家
持
は
「
更
に
」
と
し
て
反
歌
を
伴
う
長
歌
を
池
主
に
贈
っ
て

い
る
。
次
に
、
そ
の
贈
答
に
お
け
る
表
現
か
ら
家
持
が
求
め
て
い
る
も
の
を
考
え

て
い
き
た
い
。

Ｂ大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
し
な
ざ
か
る
越
を
治
め
に
出
で
て
来
し
ま
す
ら

我
す
ら
世
の
中
の
常
し
な
け
れ
ば
う
ち
な
び
き
床
に
臥
い
伏
し
痛
け
く
の

日
に
異
に
増
せ
ば
悲
け
く
の
こ
こ
に
思
ひ
出
い
ら
な
け
く
そ
こ
に
思
ひ
出

嘆
く
そ
ら
安
け
な
く
に
思
ふ
そ
ら
苦
し
き
も
の
を
あ
し
ひ
き
の
山
き
隔
り

て
玉
桙
の
道
の
遠
け
ば
間
使
も
遣
る
よ
し
も
な
み
思
ほ
し
き
言
も
通
は
ず

た
ま
き
は
る
命
惜
し
け
ど
せ
む
す
べ
の
た
ど
き
を
知
ら
に
隠
り
ゐ
て
思
ひ

嘆
か
ひ
慰
む
る
心
は
な
し
に
春
花
の
咲
け
る
盛
り
に
思
ふ
ど
ち
手
折
り
か

ざ
さ
ず
春
の
野
の
茂
み
飛
び
潜
く
う
ぐ
ひ
す
の
声
だ
に
聞
か
ず
娘
子
ら
が

春
菜
摘
ま
す
と
紅
の
赤
裳
の
裾
の
春
雨
に
に
ほ
ひ
ひ
づ
ち
て
通
ふ
ら
む
時

の
盛
り
を
い
た
づ
ら
に
過
ぐ
し
遣
り
つ
れ
偲
は
せ
る
君
が
心
を
愛
し
み
こ

の
夜
す
が
ら
に
寐
も
寝
ず
に
今
日
も
し
め
ら
に
恋
ひ
つ
つ
ぞ
居
る

あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
一
目
だ
に
君
と
し
見
て
ば
我
恋
ひ
め
や
も

山
吹
の
茂
み
飛
び
潜
く
う
ぐ
ひ
す
の
声
を
聞
く
ら
む
君
は
と
も
し
も

出
で
立
た
む
力
を
な
み
と
隠
り
ゐ
て
君
に
恋
ふ
る
に
心
ど
も
な
し

三
九
六
九
〜
七
二

Ａ
と
し
た
贈
答
に
お
い
て
家
持
は
現
在
の
嘆
き
を
訴
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

長
歌
に
よ
っ
て
都
か
ら
「
大
君
の
任
の
ま
に
ま
」
に
官
人
と
し
て
赴
任
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
立
場
、
見
知
ら
ぬ
そ
の
地
で
の
病
の
苦
し
み
を
細
や
か
に
歌
っ

て
い
る
。
Ａ
で
は
、
体
力
が
な
い
と
の
み
歌
わ
れ
た
現
状
は
こ
こ
で
は
「
床
に
臥

い
伏
」
し
て
「
痛
け
く
の
日
に
異
に
増
せ
ば
」
と
全
く
春
の
景
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
な
い
苦
悩
の
強
調
と
な
る
。
そ
し
て
、
家
持
は
長
歌
に
表
現
す
る
春
の
景
は

池
主
の
歌
の
世
界
の
景
を
う
け
て
自
分
が
見
て
い
な
い
「
越
中
の
景
」
と
な
っ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

Ａ
で
歌
わ
れ
た
手
折
り
か
ざ
す「
春
花
」か
ら
鶯
の
声
へ
と
思
い
を
馳
せ
る
が
、

こ
こ
で
鶯
が
鳴
く
場
所
は
「
春
の
野
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
家
持
が
池
主
の

２



歌
の
世
界
を
更
に
ひ
ろ
げ
る
意
識
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
鶯
の
飛
び
行
く
先
に

あ
る
の
は
木
で
は
な
く
広
が
っ
て
い
く
野
で
あ
る
。
そ
こ
は
春
で
あ
る
な
ら
ば

「
春
菜
」
を
摘
む
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
歌
の
表
現
に
お

け
る
「
野
」
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

①
春
日
野
の
浅
茅
が
上
に
思
ふ
ど
ち
遊
ぶ
今
日
の
日
忘
ら
え
め
や
も

②
春
霞
立
つ
春
日
野
を
行
き
帰
り
我
は
相
見
む
い
や
年
の
は
に

③
春
の
野
に
心
延
べ
む
と
思
ふ
ど
ち
来
し
今
日
の
日
は
暮
れ
ず
も
あ
る
か

④
も
も
し
き
の
大
宮
人
は
暇
あ
れ
や
梅
を
か
ざ
し
て
こ
こ
に
集
へ
る

十
―
一
八
八
〇
〜
三

例
歌
と
し
て
あ
げ
た
も
の
は
い
ず
れ
も
巻
十
雑
歌
の
春
に
の
な
か
で「
野
遊
び
」

と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
①
の
歌
で
は
野
遊
び
の
楽
し
さ
を
歌
う
が
そ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、「
思
ふ
ど
ち
」
と
心
が
通
う
逢
う
同
士
が
楽
し
む
場
で
あ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
③
の
歌
に
お
い
て
「
心
延
べ
む
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

と
し
て
歌
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
②
の
よ
う
に
毎
年
訪
れ
た
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
④
の
歌
に
お
い
て
「
暇
あ
れ
や
」
と
い
ぶ
か
し
が
ら
れ
る

ほ
ど
心
打
ち
解
け
て
く
つ
ろ
ぐ
場
は
野
遊
び
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
同
じ
巻
の「
煙
を
詠
み
き
」と
さ
れ
る
歌
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
娘
子
ら
し
春
野
の
う
は
ぎ
摘
み
て
煮
ら
し
も

十
―
一
八
七
九

こ
こ
で
歌
の
作
者
が
見
て
い
る
の
は
「
煙
」
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
春
の
野

に
お
け
る
煙
は
「
娘
子
」
が
摘
ん
だ
「
う
は
ぎ
」
を
煮
る
と
い
う
特
別
な
も
の
で

あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
家
持
が
「
赤
裳
の
裾
の

春
雨
に

に
ほ
ひ
ひ

づ
ち
て
」
と
歌
う
女
性
の
姿
は
野
遊
び
に
お
け
る
重
要
な
装
置
と
し
て
歌
わ
れ
る

べ
き
も
の
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
姿
は
男
性
達
に
と
っ

て
以
下
の
様
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

⑤
立
ち
て
思
ひ
居
て
も
そ
思
ふ
紅
の
赤
裳
裾
引
き
去
に
し
姿
を十

一
―
二
五
五
〇

⑥
安
胡
の
浦
に
船
乗
り
す
ら
む
娘
子
ら
が
赤
裳
の
裾
に
潮
満
つ
ら
む
か

十
五
―
三
六
一
〇

⑦
山
吹
の
に
ほ
へ
る
妹
が
は
ね
ず
色
の
赤
裳
の
姿
夢
に
見
え
つ
つ

十
一
―
二
七
八
六

注
③

⑧
黒
牛
潟
潮
干
の
浦
を
紅
の
玉
藻
裾
引
き
行
く
は
誰
が
妻

九
―
一
六
七
二

⑨
我
妹
子
が
赤
裳
の
裾
の
ひ
づ
つ
ら
む
今
日
の
小
雨
に
我
さ
へ
濡
れ
な

七
―
一
〇
九
一

注
④

⑩
ま
す
ら
を
は
み
狩
り
に
立
た
し
娘
子
ら
は
赤
裳
裾
引
く
清
き
浜
び
を

六
―
一
〇
〇
一

女
性
の
姿
を
あ
え
て
「
娘
子
」
と
表
現
す
る
時
、
そ
の
多
く
の
姿
は
「
赤
裳
の

裾
」
を
引
く
も
の
で
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
姿
は
⑤
の
用
に
心
惹
か
れ
る
も
の

で
あ
り
つ
つ
、
景
と
し
て
⑥
、
⑧
の
様
に
華
や
か
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
⑩
で

赤
人
が
歌
う
よ
う
に
都
の
女
性
の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
歌
の
世
界
に
お
い
て
「
野
」
は
歌
に
お
け
る
春
の
景
と
し
て
重
要

な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
娘
子
が
春
菜
を
摘
む
た
め
に

行
き
交
う
華
や
か
と
も
い
え
る
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
集
う
の
は
心
を
許

し
あ
う
同
士
で
あ
り
、
長
く
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
場
所
と
い
っ
て

も
よ
い
。
家
持
が
意
識
す
る
春
の
野
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

注
⑤

う
か
。
こ
う
し
て
歌
の
世
界
に
お
け
る
「
越
中
の
春
」
は
都
と
花
が
咲
き
、
娘
子

た
ち
が
春
菜
を
つ
む
都
と
同
じ
景
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
く
。
家
持
が
「
見
て
い

な
い
」
景
だ
か
ら
こ
そ
歌
の
世
界
で
作
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

さ
ら
に
反
歌
の
表
現
を
み
て
い
こ
う
。
長
歌
で
池
主
歌
の
景
を
都
と
同
じ
景
と

仮定された風景 ―越中で家持と池主が共有した世界―

３



し
た
家
持
は
反
歌
一
首
目
、
二
首
目
で
池
主
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に

お
い
て
、
家
持
は
池
主
と
「
見
る
」
こ
と
の
共
有
を
歌
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
一
首
目
に
お
い
て
は
池
主
の
一
首
目
で
歌
う
山
桜
を
供
に
見
た
い
と
い
う
願

い
、
二
首
目
で
は
鶯
の
声
を
聴
く
こ
と
を
歌
い
つ
つ
も
、
鶯
の
飛
び
交
う
様
子
が

歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
首
目
で
は
、
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
繰
り
返

し
つ
つ
、
共
有
す
る
景
を
見
る
べ
き
相
手
の
「
君
」、
池
主
を
恋
し
て
い
る
と
す

る
。
家
持
は
池
主
の
歌
の
世
界
を
「
見
て
い
な
い
」
あ
こ
が
れ
の
景
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
都
の
景
と
同
じ
で
あ
る
と
歌
い
か
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二

家
持
が
三
日
に
贈
っ
た
歌
に
対
し
て
、
池
主
は
四
日
に
歌
は
贈
ら
ず
に
詩
序
と

漢
詩
を
贈
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
二
人
の
交
流
に
使
わ
れ
た
表
現
と
し

て
は
、
四
日
以
前
に
は
書
簡
の
文
章
に
対
す
る
互
い
の
返
答
は
あ
る
も
の
の
、
漢

詩
は
初
め
て
の
表
現
形
式
で
あ
る
。
家
持
と
池
主
と
の
贈
答
に
お
い
て
池
主
が

「
家
持
の
贈
歌
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
返
し
て
い
る
か
を
書
簡
と
と
も
に
読
み
取

る
こ
と
が
、
以
後
の
ふ
た
り
の
あ
い
だ
で
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
歌
を
介
し
た
交
流

注
⑥

の
性
格
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
」
と
す
る
山
崎
健
司
氏
は
こ
の
部
分
の
み

が
池
主
が
「
家
持
に
先
ん
じ
て
い
る
」
点
に
注
目
し
て
い
る
。
漢
詩
に
つ
い
て
は

注
⑦

す
で
に
中
西
進
氏
が
「
池
主
が
自
ら
進
ん
で
選
択
し
た
ジ
ャ
ン
ル
」
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
池
主
が
あ
え
て
漢
詩
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
こ
と
は
池
主
が
家
持

の
贈
っ
た
長
歌
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
引
き
継
い
で
い
く
か
と
い
う
こ
と
と
関
わ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

池
主
は
詩
序
に
お
い
て
家
持
が
長
歌
を
描
い
て
み
せ
た
野
遊
び
を
以
下
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
。
二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
こ
こ
で
は
強
く
日

付
け
が
意
識
さ
れ
る
。

七
言
、
晩
春
三
日
の
遊
覧
一
首

序
を

せ
た
り

上
巳
の
名
辰
、
暮
春
の
麗
景
、
桃
花
瞼
を
昭
ら
し
て
以
て
紅
を
分
ち
、
柳
色
苔
を

含
み
て
緑
を
競
ふ
。
時
に
手
を
携
へ
て
、
江
河
の
畔
を
曠
望
し
、
酒
を
訪
け
て
、

か
に
野
客
の
家
に
過
る
。
既
に
し
て
琴
罇
に
性
を
得
て
、
蘭
契
に
光
を
和
ら

ぐ
。
嗟
乎
、
今
日
恨
む
る
所
は
徳
星
已
に
少
く
こ
と
な
る
か
。
若
し
寂
を
扣
き
章

を
含
ま
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
か
逍
遙
の
趣
を
攄
べ
む
。
忽
ち
に
短
筆
を
課
ひ
、
聊

か
に
四
韻
を
勒
す
と
云
尓
。

七
言
一
首

余
春
媚
日
宜
怜
賞

上
巳
風
光
足
覧
遊

柳
陌
臨
江
縟
�
服

桃
源
通
海
泛
仙
舟

雲
罍
酌
桂
三
清
湛

羽
爵
催
人
九
曲
流

縦
酔
陶
心
忘
彼
我

酩
酊
無
処
不
淹
留

春
の
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
家
持
が
長
歌
で
描
い
て
み
せ
た
「
都
と
同
じ

野
遊
び
の
景
」
に
対
し
て
、
そ
の
日
が
三
月
三
日
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
の
が

池
主
で
あ
る
。
詩
序
で
池
主
は
、
三
月
三
日
が
「
上
巳
」
と
い
う
節
句
で
あ
る
こ

と
を
ま
ず
取
り
上
げ
る
が
、
山
崎
氏
は
こ
の
詩
序
に
つ
い
て
池
主
の
二
日
付
の
書

簡
と
の
対
応
部
分
と
相
違
部
分
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
そ
の
相
違
点
と
し
て
詩
序

で
「
既
に
し
て
、
琴
罇
に
性
を
得
て
、
蘭
契
に
光
を
和
ら
ぐ
」
の
部
分
か
ら
池
主

は
「
す
で
に
『
野
客
』（
隠
者
に
見
立
て
た
友
人
）
の
家
で
遊
覧
が
成
立
し
た
旨
」

を
述
べ
た
上
で
「
家
持
を
欠
い
た
ま
ま
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
悔
や
む
内
容
に
な
っ

て
い
る
と
す
る
」
と
し
て
、
池
主
の
漢
詩
の
世
界
で
は
、「
春
の
野
」
に
お
け
る

注
⑧

「
遊
覧
」が
行
わ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の「
遊

覧
」
と
は
漢
詩
の
表
現
を
見
る
限
り
「
上
巳
」
と
い
う
特
別
な
日
の
も
の
で
あ
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
漢
詩
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
初
唐
詩
の
影
響
を
受

注
⑨

け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
池
主
が
あ
え

て
、
漢
詩
と
い
う
形
式
に
よ
り
、
初
唐
詩
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
と
い
う
こ

と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
橋
本
達
雄
氏
は
中
国
の
風
習
と
し
て
上
巳

４



の
日
に
催
さ
れ
る
曲
水
の
宴
に
つ
い
て
、
事
実
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
も
の
の
「
顕

注
⑩

宗
紀
」
に
記
事
が
あ
り
そ
の
後
も
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
山

崎
氏
は
同
時
代
の
文
学
と
し
て
上
巳
の
宴
が「
懐
風
藻
」に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、注⑪

そ
れ
ら
の
表
現
が
応
招
詩
と
し
て
「
宴
の
具
体
的
な
描
写
を
展
開
さ
せ
て
い
る
」

と
す
る
。
実
際
の
宴
に
お
い
て
作
ら
れ
た
曲
水
の
宴
で
は
そ
の
景
を
表
現
す
る
こ

と
が
宴
の
主
催
者
と
し
て
の
天
皇
賛
美
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
池
主
の
漢
詩
に
お
け
る
景
は
「
柳
陌
臨
江
縟
�
服

桃
源
通

海
泛
仙
舟
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
越
中
に
お
け
る
景
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
山
崎
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
唐
詩
の
表
現
を
あ
え
て
用

い
「
舶
来
の
知
識
に
依
拠
し
た
空
想
の
表
現
」
を
作
り
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、「
釈

注
⑫

注
」
で
伊
藤
博
氏
が
「
幻
想
に
走
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
実
際
の
景
を
超
え
た
文

学
の
世
界
の
景
な
の
で
あ
る
。

三
月
三
日
の
作
品
を
家
持
に
贈
る
と
い
う
意
味
を
漢
詩
の
世
界
に
求
め
た
池
主

は
家
持
が
長
歌
で
描
い
た
都
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
春
の
野
の
様
子
、
憧
れ
の
景
を

あ
え
て
漢
詩
で
描
く
こ
と
に
よ
り
見
え
な
い
景
と
し
て
家
持
に
答
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
池
主
の
景
も
越
中
の
景
で
は
な
く
、
漢
詩
の
世
界

に
お
け
る
三
月
三
日
の
理
想
の
景
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
日
に
漢
詩
を

贈
る
こ
と
で
池
主
は
越
中
で
見
て
い
る
景
を
歌
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
歌
と
は
異

な
っ
た
家
持
と
同
じ
文
学
的
世
界
の
「
春
の
景
」
を
共
有
し
た
と
い
え
よ
う
。

三

漢
詩
で
新
た
な
「
春
の
景
」
を
表
現
し
た
池
主
は
、
次
に
二
日
の
家
持
の
長
歌

と
反
歌
（
Ｂ
）
に
答
え
よ
う
と
す
る
が
、
漢
詩
を
間
に
置
く
こ
と
で
池
主
は
越
中

の
景
か
ら
離
れ
、
歌
の
景
と
し
て
家
持
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ

た
。
池
主
の
歌
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

Ｃ

大
君
の
命
畏
み
あ
し
ひ
き
の
山
野
障
ら
ず
天
離
る
鄙
も
治
む
る
ま
す
ら

を
や
な
に
か
物
思
ふ
あ
を
に
よ
し
奈
良
道
来
通
ふ
玉
梓
の
使
ひ
絶
え
め
や

隠
り
恋
ひ
息
づ
き
渡
り
下
思
ひ
に
嘆
か
ふ
我
が
背
古
ゆ
言
ひ
継
ぎ
来
ら
し

世
の
中
は
数
な
き
も
の
そ
慰
む
る
こ
と
も
あ
ら
む
と
里
人
の
我
に
告
ぐ
ら

く
山
び
に
は
桜
花
散
り
か
ほ
鳥
の
間
な
く
し
ば
鳴
く
春
の
野
に
す
み
れ
を

摘
む
と
白
た
へ
の
袖
折
り
返
し
紅
の
赤
裳
裾
引
き
娘
子
ら
は
思
ひ
乱
れ
て

君
待
つ
と
う
ら
恋
す
な
り
心
ぐ
し
い
ざ
見
に
行
か
な
こ
と
は
た
な
ゆ
ひ

山
吹
は
日
に
日
に
咲
き
ぬ
愛
し
と
我
が
思
ふ
君
は
し
く
し
く
思
ほ
ゆ

我
が
背
子
に
恋
ひ
す
べ
な
が
り
葦
垣
の
外
に
嘆
か
ふ
我
れ
し
悲
し
も

三
九
七
三
〜
五

こ
の
長
歌
で
池
主
は
家
持
の
世
界
を
広
げ
る
た
め
に
家
持
の
景
を
具
体
的
な
も

注
⑬

の
と
し
て
い
く
。
長
歌
で
そ
れ
は
「
里
人
」
が
告
げ
た
景
と
し
て
歌
わ
れ
る
が
、

家
持
に
対
し
て
「
見
て
い
な
い
景
」
の
共
有
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
池
主
も
見

て
い
な
い
憧
れ
の
景
は
「
山
び
に
は
桜
花
散
り
か
ほ
鳥
の
間
な
く
し
ば
鳴
く
」

春
の
野
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
る
娘
子
は
、「
す
み
れ
を
摘
む
と
白
た
へ
の
袖
折

り
返
し
紅
の
赤
裳
裾
引
」
く
姿
で
華
や
か
に
集
っ
て
い
る
と
い
う
。
告
げ
ら
れ

た
景
は
い
ず
れ
も
家
持
が
理
想
的
な
春
の
景
と
し
て
長
歌
で
描
い
た
野
遊
び
の
景

を
山
の
桜
、
野
の
す
み
れ
と
具
体
化
し
、
鳴
く
鳥
は
鶯
か
ら
貌
鳥
へ
と
変
化
さ
せ

て
い
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
表
現
は
家
持
と
対
応
し
つ
つ
、
さ

注
⑭

ら
赤
人
の
影
響
を
う
け
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
赤
人
の
作

は
次
の
も
の
で
あ
る
。

春
の
野
に
す
み
れ
摘
み
に
と
来
し
我
れ
そ
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝
に
け
る

八
―
一
四
二
四

あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
日
並
べ
て
か
く
咲
き
た
ら
ば
は
だ
恋
ひ
め
や
も

仮定された風景 ―越中で家持と池主が共有した世界―

５



一
四
二
五

明
日
よ
り
は
春
菜
摘
ま
む
と
標
め
し
野
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り
つ
つ

一
四
二
七

「
山
部
宿
祢
赤
人
の
歌
四
首
」
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
の
三
首
で
あ
る
。
赤
人

は
野
で
摘
む
も
の
を
す
み
れ
と
歌
い
、
そ
の
す
み
れ
は
一
夜
過
ご
す
ほ
ど
心
引
か

れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
桜
も
「
日
並
べ
て
」
咲
か
な
い
か
ら
こ
そ
い
た
く
恋

う
の
で
あ
り
、
春
の
野
へ
の
あ
こ
が
れ
は
春
菜
を
摘
む
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
。
山
崎
氏
は
池
主
に
お
け
る
赤
人
の
こ
れ
ら
の
歌
の
影
響
に
つ
い
て
、
家
持
の

長
歌
か
ら
「
家
持
の
表
現
の
背
後
に
赤
人
の
作
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
的
確

注
⑮

に
読
み
取
っ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
が
、
家
持
が
あ
え
て
表
現
し
な
か
っ
た
都
の
理

注
⑯

想
的
な
野
遊
び
を
赤
人
の
影
響
を
受
け
つ
つ
示
し
て
見
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
二
人

の
求
め
る
野
遊
び
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
長
歌
で
は
漢
詩
と
は
異

な
っ
た
世
界
で
実
景
を
超
え
、
家
持
の
歌
に
答
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
さ
ら
に
池
主
は
共
有
し
た
赤
人
の
世
界
で
は
景
と
し
て
描
か
れ
な
か
っ
た

「
娘
子
」
が
野
遊
び
の
中
心
に
い
る
こ
と
を
歌
う
。「
娘
子
」
は
家
持
が
長
歌
で

憧
れ
の
都
の
野
遊
び
の
中
心
的
景
と
し
て
描
い
て
見
せ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
「
娘
子
」
が
そ
こ
に
は
い
な
い
家
持
に
「
思
ひ
乱
れ
て
君
待
つ
と
う
ら
恋
」

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
家
持
を
積
極
的
に
文
学
的
な
春
の
景
に
引
き
寄
せ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

反
歌
で
池
主
は
長
歌
の
「
娘
子
」
の
心
を
引
き
継
ぎ
家
持
へ
の
思
い
を
強
調
す

る
。
そ
こ
で
池
主
の
景
は
家
持
の
反
歌
の
景
の
「
山
吹
」
と
対
応
し
て
い
く
が
こ

注
⑰

の
山
吹
こ
そ
が
二
人
の
贈
答
に
お
い
て
始
め
か
ら
歌
わ
れ
る
景
で
あ
る
。
二
人
の

長
歌
の
対
応
の
後
で
は
こ
の
山
吹
も
ま
た
実
景
を
超
え
た
物
と
な
り
、「
日
に
日

に
咲
」
く
、
ま
だ
散
ら
な
い
花
と
し
て
家
持
に
春
の
野
を
楽
し
む
期
待
を
与
え
る

花
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
反
歌
の
二
首
目
で
恋
歌
的
に
家
持
を「
我
が
背
子
」

と
呼
ぶ
の
は
「
娘
子
」
の
心
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
表
現
と
み
な
さ
れ
、
池
主

の
思
い
も
ま
た
、「
娘
子
」
と
同
じ
く
春
の
景
の
な
か
で
の
恋
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

こ
う
し
た
池
主
の
歌
の
展
開
を
う
け
た
家
持
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。

四

家
持
は
池
主
の
詩
序
、
漢
詩
、
書
簡
、
和
歌
に
対
し
て
書
簡
、
漢
詩
、
和
歌
で

答
え
て
い
く
。

七
言
一
首

杪
春
余
日
媚
景
麗

初
巳
和
風
払
自
軽

来
燕
銜
泥
賀
宇
入

帰
鴻
引
蘆

赴
瀛

聞
君
嘯
侶
新
流
曲

禊
飲
催
爵
泛
河
清

雖
欲
追
尋
良
此
宴

還
知
染
懊
脚
�
�

短
歌
二
首

咲
け
り
と
も
知
ら
ず
し
あ
ら
ば
黙
も
あ
ら
む
こ
の
山
吹
を
見
せ
つ
つ
も
と
な

葦
垣
の
外
に
も
君
が
寄
り
立
た
し
恋
ひ
け
れ
こ
そ
ば
夢
に
見
え
け
れ

三
九
七
六
・
七

漢
詩
の
前
に
置
か
れ
た
書
簡
に
お
い
て
家
持
は
池
主
の
「
晩
春
遊
覧
の
詩
」
と

「
相
招
望
野
の
歌
」
へ
の
礼
を
述
べ
る
。
漢
詩
で
は
ま
ず
、「
初
巳
和
風
払
自
軽
」

と
し
て
、
上
巳
の
風
を
感
じ
と
る
こ
と
を
表
現
し
た
上
で
自
分
が
参
加
で
き
な

か
っ
た
宴
の
こ
と
を
表
現
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
は
「
聞
君
嘯
侶
新
流
曲
」
と
い

う
場
で
あ
り
「
禊
飲
催
爵
泛
河
清
」
と
し
て
、
集
ま
っ
た
者
が
酒
宴
で
盃
を
浮
か

べ
る
と
い
う
曲
水
の
宴
の
景
を
描
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
池
主
の
漢
詩
の
世
界
に
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対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
家
持
も
「
燕
と
雁
」
と
い
う
漢
詩
の
表
現
を
用
い
池
主

と
同
様
に
漢
詩
を
実
景
を
超
え
た
世
界
と
し
て
作
り
上
げ
て
い
く
。
し
か
し
な
が

ら
、
曲
水
の
流
れ
の
も
と
で
盃
を
う
か
べ
る
と
い
う
よ
う
に
、
池
主
が
描
い
た
上

巳
の
曲
水
の
宴
よ
り
も
よ
り
具
体
的
で
あ
る
の
は
、
池
主
の
漢
詩
の
世
界
が
越
中

の
春
の
景
を
超
え
た
文
学
的
世
界
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
っ
た
上
の
こ
と
で
あ

る
。
家
持
に
と
っ
て
実
際
に
池
主
が
曲
水
の
宴
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
も
は
や

問
題
で
は
な
く
、
漢
詩
の
世
界
に
お
け
る
暮
春
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
池
主
が
描
か
な
か
っ
た
細
や
か
な
曲
水
の

宴
を
表
現
し
て
池
主
が
家
持
の
憧
れ
を
か
き
た
て
た
文
学
的
世
界
を
広
げ
て
い
っ

た
も
の
と
な
る
。

池
主
の
漢
詩
、
長
歌
そ
れ
ぞ
れ
の
景
に
対
応
し
つ
つ
、
家
持
は
そ
の
世
界
を
も

は
や
越
中
の
景
で
は
な
い
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
が
見
る
こ
と
の

出
来
な
か
っ
た
春
の
景
を
文
学
的
に
作
り
上
げ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
病

に
臥
せ
て
い
た
家
持
に
こ
の
よ
う
な
世
界
を
作
る
こ
と
を
促
し
た
の
は
池
主
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

短
歌
二
首
と
し
て
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
歌
の
一
首
目
で
は
、
池
主
の
歌
に
答

え
、
二
人
の
間
で
歌
い
つ
づ
け
た
花
、
家
持
が
見
る
こ
と
の
出
来
る
花
と
し
て
の

「
山
吹
」
で
あ
る
。
二
人
の
贈
答
の
は
じ
め
に
に
池
主
が
歌
っ
た
「
山
吹
」
二
人

が
実
景
を
超
え
た
世
界
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
今
、
そ
の
花
を
通
し
て
広
が
っ

て
い
く
見
え
な
い
景
を
文
学
的
に
景
へ
と
結
び
つ
け
る
も
の
と
な
ろ
う
。
二
人
の

や
り
と
り
の
最
後
の
歌
で
、
家
持
は
池
主
の
三
九
七
五
番
の
歌
に
答
え
る
形
を
と

る
が
池
主
が
枕
詞
と
し
て
用
い
た
「
葦
垣
」
が
、
家
持
の
歌
で
は
実
際
の
葦
垣
と

し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
持
に
と
っ
て

池
主
は
景
と
自
分
を
繋
い
で
く
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
家
持
と
外

部
と
の
間
に
あ
る
の
が
「
葦
垣
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
池
主
は
家
持
を
招
く

場
所
に
い
る
こ
と
を
家
持
に
示
し
つ
つ
愛
情
を
表
現
し
て
み
せ
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
れ
を
「
夢
に
」
見
た
と
歌
う
こ
と
で
家
持
は
こ
の
贈
答
の
最
後
に
文

学
的
世
界
の
共
有
を
確
認
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
二
人
は
都
の
文
化
圏
を
越
中

に
お
い
て
も
共
有
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

越
中
と
い
う
「
鄙
」
へ
赴
任
し
た
家
持
に
と
っ
て
、
目
に
映
る
自
然
へ
の
理
解

は
都
と
の
比
較
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
に
家
持
は
二
上

山
、
布
勢
の
水
海
、
立
山
の
自
然
を
「
賦
」
と
し
て
表
現
す
る
が
、
そ
の
時
の
家

持
の
歌
に
「
和
」
し
た
の
も
池
主
で
あ
っ
た
。
都
で
の
歌
の
世
界
を
越
中
と
い
う

地
に
お
い
て
と
ら
え
な
お
す
必
要
が
あ
っ
た
時
、
家
持
に
と
っ
て
、
都
の
文
学
的

世
界
を
共
有
す
る
池
主
と
の
贈
答
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
は
な
し
え
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
越
中
に
お
い
て
二
人
の
間
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
都

の
文
化
圏
は
家
持
が
病
に
苦
し
ん
だ
春
、
家
持
が
「
見
て
い
な
い
」
景
と
し
て
歌

注
⑱

わ
れ
、
池
主
と
と
も
に
作
り
あ
げ
た
越
中
の
「
幻
の
都
の
景
」
と
も
い
え
る
贈
答

か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

注

①
二
人
の
贈
答
の
前
の
家
持
の
歌
（
三
九
六
二
）
に
お
い
て
題
詞
に
「
忽
沈
〈
枉
〉

疾
殆
臨
泉
路
仍
作
歌
詞
以
申
悲
緒
」
と
し
更
に
左
注
に
お
い
て
「
越
中
國
守

之
舘
臥
病
悲
傷
聊
作
此
歌
」
と
し
て
い
る
。

②
書
簡
で
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

方
今
、
春
朝
春
花
、
流
二
馥
於
春
苑
一
、
春
暮
春
�
囀
声
於
春
林
対
二
此
節
候
一

琴
罇
可
レ
翫
矣
。
雖
レ
有
乗
二
興
之
感
一
、
不
レ
耐
二
策

之
労
一
。
独
臥
二

帷
幄
之

裏
一
、
聊
作
二
寸
分
之
歌
一
。
軽
奉
二
机
下
一
、
犯
二
解
玉
頤
一
。
其
詞
曰
、

③
こ
の
歌
は
「
大
宝
元
年
辛
丑
の
冬
十
月
に
、
太
上
天
皇
・
大
行
天
皇
、
紀
伊
国

に
幸
せ
る
時
の
歌
」
と
い
う
題
詞
を
も
つ
十
三
首
の
歌
の
一
首
で
あ
る
。
作
者

仮定された風景 ―越中で家持と池主が共有した世界―
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は
記
さ
れ
な
い
が
、
左
註
で
は
『
類
聚
歌
林
』
に
よ
る
と
長
忌
寸
意
麻
呂
で
あ

る
と
す
る
。

④
こ
の
歌
は
「
春
三
月
（
筆
者
註

天
平
六
年
）
に
、
難
波
宮
に
幸
し
た
ま
ひ
し

時
の
歌
六
首
」
の
う
ち
の
一
首
で
あ
り
、
山
部
宿
祢
赤
人
が
作
と
記
さ
れ
て
い

る
。

⑤
吉
村
誠
氏
は
家
持
の
歌
に
お
け
る
「
娘
子
」
を
分
析
し
「
家
持
の
『
娘
子
』
表

現
は
、
越
中
守
以
後
に
出
現
」
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
と
ら
え
る
。
さ
ら
に

「『
娘
子
』
像
は
、
華
や
か
な
宮
廷
女
官
た
ち
を
思
い
描
い
て
い
る
こ
と
は
疑

い
得
な
い
」
と
し
た
上
で
越
中
で
の
「
娘
子
」
の
表
現
は
「
都
の
女
性
の
み
に

憧
憬
の
中
心
」
が
あ
っ
た
家
持
に
と
っ
て
「
理
想
的
な
姿
」
と
し
て
築
き
上
げ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
実
態
と
し
て
の
「
相
聞
関
係
」
は
「
成
立
し
難
い
」
と
さ

れ
る
。「
相
聞
歌
の
行
方
」『
大
伴
家
持
と
奈
良
朝
和
歌
』
お
う
ふ
う

平
成
十

三
年

⑥
「
大
伴
池
主
の
天
平
十
九
年
晩
春
の
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』

第
十
一
巻

和
泉
書
院

平
成
十
三
年

⑦
「
詩
人
・
文
人
」『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
講
談
社

昭
和
三
十
七
年

⑧
注
⑥
に
同
じ
。

⑨
つ
と
に
『
代
匠
記
』
が
考
証
し
た
後
細
や
か
な
考
証
が
行
わ
れ
、
小
島
憲
之
氏

は
初
唐
詩
序
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑩
『
万
葉
集
全
注

第
十
七
巻
』

有
斐
閣

昭
和
六
十
年

⑪
注
⑥
に
同
じ
。

⑫
『
万
葉
集
釈
注
』

三
月
四
日
の
池
主
の
漢
詩
に
お
け
る
釈
文

集
英
社

平

成
七
年

⑬
菊
池
威
雄
氏
は
「
里
人
」
が
告
げ
る
と
い
う
の
は
挽
歌
の
発
想
で
あ
る
と
指
摘

す
る
が
そ
の
よ
う
な
発
想
の
言
葉
が
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
の
は
こ
の
歌
の
春
の

景
が
「
異
界
」
で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
。『
国
文
学
研
究
』
一
一
八
号

平

成
八
年

⑭
橋
本
達
雄
氏
の
論
に
詳
し
い
「
山
柿
拾
穂
の
論
」『
大
伴
家
持
作
品
論
攷
』

塙
書
房

昭
和
五
十
二
年

⑮
注
⑥
に
同
じ
。

⑯
池
主
と
の
書
簡
に
お
い
て
「
山
柿
の
門
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
た
め
、
書
簡
と

り
関
係
性
を
強
く
読
み
取
る
論
（
吉
田
信
宏
氏

「
越
路
の
春
」『
井
手
至
先

生
古
稀
記
念
論
文
集

国
語
国
文
学
藻
』
和
泉
書
院

平
成
十
一
年
）
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
歌
の
表
現
の
上
で
の
関
係
か
ら
考
え
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
え
て
ふ
れ
な
い
。

⑰
吉
田
信
宏
氏
は
「
山
吹
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
「
三
月
三
日
を
念
頭
に
お
い

て
『
散
る
』
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
た
家
持
の
焦
燥
を
山
吹

を
持
ち
込
む
こ
と
で
三
月
三
日
と
い
う
限
定
を
緩
和
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て

い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
れ
る
。「
越
路
の
春
」『
井
手
至
先
生
古
稀
記

念
論
文
集

国
語
国
文
学
藻
』
和
泉
書
院

平
成
十
一
年

⑱
問
題
と
し
て
い
る
二
人
の
贈
答
の
後
、
三
月
二
十
九
日
の
家
持
の
「
二
上
山
の

賦
」
に
対
し
て
、
三
十
日
に
池
主
が
「
和
」
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
四
月
二
十

日
に
家
持
が
「
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
せ
し
賦
」
を
作
り
二
十
六
日
に
池
主
が
和

し
て
い
る
。
さ
ら
に
二
十
七
日
に
家
持
の
「
立
山
の
賦
」
に
二
十
八
日
に
池
主

が
和
す
と
い
う
形
で
二
人
は
新
し
い
文
学
的
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
。

万
葉
集
本
文
は
岩
波
新
日
本
文
学
大
系
「
萬
葉
集
」（
平
成
十
五
年
）
に
よ
る
。
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