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赤

人

論
噛
e

一
巻
八
雑
歌
六
首
誕
生
の
背
景
一

岡

田
噛

喜
 
久
 
男

イ

一

 
幸
か
不
幸
か
私
達
は
万
葉
集
以
後
に
詠
ま
れ
た
彪
大
な
量
の
歌
と
、
そ
れ
に

よ
っ
て
営
々
と
築
か
れ
た
和
歌
史
に
つ
い
て
様
々
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
。
の

み
な
ら
ず
、
随
時
万
葉
の
歌
を
見
、
類
歌
を
探
し
、
又
瞬
時
に
千
余
年
の
間
を

飛
び
越
え
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
山
部
赤
人
が
万
葉
集
に
四
十
九
首
の
歌
を
残

し
、
中
古
以
来
歌
聖
と
仰
が
れ
て
来
た
事
、
近
代
の
歌
人
、
特
に
島
木
赤
彦
に

よ
っ
て
絶
讃
さ
れ
た
事
は
殆
ん
ど
常
識
で
あ
る
。
恐
ら
く
私
同
様
多
く
の
人
が

ま
ず
赤
人
の
歌
に
接
す
る
の
は
百
人
一
首
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
歌
人
評
の

礪
矢
を
古
今
集
序
の
申
に
見
出
し
て
馬
赤
人
の
歌
が
優
秀
な
事
を
知
る
の
で
あ

る
。
然
し
、
万
葉
集
の
赤
人
の
歌
四
十
九
首
の
全
て
を
通
し
て
見
る
時
、
世
に

喧
伝
さ
れ
る
赤
人
像
が
果
し
て
正
当
か
否
か
、
餓
か
に
判
断
す
る
事
は
少
く
と

も
私
に
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
赤
人
の
歌
と
し
て
は
、
有
名
な
「
不
二
の

山
を
望
め
る
歌
」
 
（
＝
二
七
・
三
一
八
）
を
初
出
と
し
て
、
從
駕
の
歌
、
羅
旅

の
歌
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
普
通
赤
人
を
論
じ
る
時
引
か
れ
る
歌
は
、
「
吉
野

讃
歌
」
（
九
二
三
）
の
反
歌
二
首
と
巻
八
の
謂
わ
ゆ
る
「
赤
人
の
歌
四
首
」
（
以

下
当
四
首
の
歌
」
と
略
召
す
る
）
な
ど
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
き
さ
や
ま
 
 
ま
 
 
こ
ぬ
れ

 
 
み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
末
に
は
こ
こ
だ
も
さ
わ
く
鳥
の
聲
か
も
（
九

 
 
二
四
）

 
 
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
久
木
生
ふ
る
清
き
川
原
に
千
鳥
し
ば
鳴
く

 
 
（
九
二
五
）

 
 
 
 
山
部
宿
禰
赤
人
の
歌
四
首

 
 
春
の
野
に
す
み
れ
採
み
に
と
来
し
わ
れ
そ
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
渡
に
け

 
 
る
（
一
四
二
四
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け

 
 
あ
し
ひ
き
の
山
櫻
花
曇
並
べ
て
斯
く
咲
き
た
ら
ば
い
と
恋
ひ
め
や
も
（
一

 
 
四
二
五
）

 
 
わ
が
背
子
に
見
せ
む
と
思
ひ
し
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
雪
の
降
れ
れ
ば

 
 
（
一
四
二
六
）

 
 
 
 
 
 
 
わ
か
な
 
 
 
 
 
 
 
し

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

 
 
「
（
一
四
二
七
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
．
 
‘

 
確
か
に
右
六
首
が
赤
人
の
叙
景
歌
の
真
髄
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
し
、
和

歌
史
的
に
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
秀
歌
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
私
は
「
春
の
野
に
…

…
」
の
歌
以
下
四
首
が
赤
人
の
到
達
し
た
最
終
の
歌
境
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
た
だ
右
六
首
以
外
に
四
十
三
首
の
長
短
歌
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
見
ら
れ

（1）

山
部
赤
人
論
e
 
一
巻
八
雑
歌
六
首
誕
生
の
背
景
ー



「

る
赤
人
は
決
し
て
右
六
首
の
赤
人
と
同
質
の
も
の
で
は
な
い
。
本
論
文
で
は
、
従

来
の
赤
人
像
を
簡
単
に
見
る
事
か
ら
始
め
て
（
井
田
の
伝
統
的
讃
歌
か
ら
い
か

に
脱
し
（
「
四
首
の
歌
」
に
到
っ
．
た
か
を
私
な
り
に
考
え
て
み
た
い
。
先
学
諸
氏

の
中
で
は
『
山
部
赤
人
の
研
究
一
そ
の
叙
景
表
現
1
』
の
中
で
の
尾
崎
暢
映
氏

の
次
の
意
見
に
最
も
讃
同
の
意
を
覚
え
た
し
、
教
え
ら
れ
る
所
が
多
か
っ
た
。

 
 
人
言
・
黒
人
・
溶
岩
・
旅
人
・
家
持
黒
み
な
、
律
令
政
治
の
も
た
ら
し
た

 
現
実
の
ゆ
き
づ
ま
り
に
直
面
し
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
資
質
に
即
し
、
そ

 
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
歌
を
得
来
っ
た
。
一
躍
略
1
．
黒
人
は
、
内
生
活
に
対
す

 
る
あ
わ
れ
に
寂
し
い
、
し
な
や
か
な
反
省
が
あ
っ
た
囮
し
か
る
に
、
そ
の
よ

 
う
な
悲
傷
の
甥
り
は
赤
人
の
も
の
に
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど

 
も
、
赤
人
に
は
赤
人
な
り
の
、
当
代
に
処
す
る
上
で
の
省
察
が
あ
り
、
歴
史

 
の
認
識
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
赤
人
を
し
て
追
憶
の
世
界
i
過
去
の
史
実
や
伝

 
説
一
に
眼
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
作
品
に
あ
の
よ
う
な
、
静
粛

 
な
感
動
に
う
ら
づ
け
さ
れ
た
清
澄
さ
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
尾
崎
氏
の
言
わ
れ
る
「
当
代
に
処
す
る
上
で
の
省
察
」
．
及
び
「
歴
史
の
認

識
」
が
赤
人
叙
景
歌
の
秘
密
を
解
く
鍵
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
赤
人
の
歌
を
ど
う
変
化
さ
せ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
赤
人
が
万
葉
に
お
け
る
叙
景
歌
の
完
成
者
で
あ
り
、
後
代
自
然

詠
の
噛
矢
と
な
っ
た
事
は
既
に
多
く
の
人
の
説
く
所
で
あ
る
。
勿
論
記
紀
歌
謡

か
ら
万
葉
第
一
期
第
二
期
の
歌
人
達
へ
、
就
中
黒
人
か
ら
赤
人
へ
と
流
れ
る
叙

景
歌
完
成
の
長
い
道
程
を
見
過
す
事
は
出
来
な
い
が
、
赤
人
叙
景
歌
は
い
つ
れ

の
歌
人
達
も
な
し
得
な
か
っ
た
、
知
的
な
、
平
淡
で
将
情
性
に
富
む
美
の
描
写

に
成
巧
し
た
。
今
そ
の
記
紀
歌
謡
以
来
の
叙
景
歌
完
成
の
過
程
を
辿
る
事
は
し

な
い
が
馬
万
葉
第
三
期
に
お
い
て
そ
の
結
実
を
見
た
事
は
、
右
の
尾
崎
氏
も
説

か
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
な
又
和
歌
史
的
な
必
然
で
あ
っ
た
。
た
だ
私
が
近
年

不
思
議
に
思
い
、
万
葉
第
三
期
の
歌
人
達
に
つ
い
て
目
応
見
渡
す
作
業
が
終
っ

て
か
ら
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
体
「
個
性
の
花
開

く
し
と
か
「
文
学
的
に
最
高
の
時
」
と
言
わ
れ
る
こ
の
時
期
は
、
本
当
に
そ
の

よ
う
な
客
観
的
必
然
性
に
よ
っ
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
存
在
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
、
と
言
う
事
で
あ
る
。
叙
景
歌
人
山
部
赤
人
、
人
生
（
思
想
）
歌
人

山
上
憶
良
、
伝
説
歌
人
高
橋
虫
麿
と
冠
構
を
持
つ
に
相
応
し
い
特
色
あ
る
歌
人

や
、
筑
紫
歌
壇
を
率
い
た
大
伴
旅
人
レ
彼
は
歌
を
風
流
の
意
識
で
作
っ
た
最
初

の
人
で
も
あ
っ
允
1
な
ど
を
挙
げ
て
み
る
と
、
第
三
期
の
歌
人
達
が
、
い
か
に

個
性
的
か
つ
優
秀
で
あ
っ
た
か
は
誰
も
が
認
め
る
所
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、

各
々
の
歌
人
達
の
存
在
が
、
か
く
も
個
別
的
で
特
色
に
富
ん
で
い
る
の
を
、
万

葉
歌
の
自
ら
な
る
成
長
発
展
で
あ
り
、
中
国
文
学
な
ど
の
影
響
に
よ
る
必
然
的

層
結
果
で
あ
る
と
す
る
の
は
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
。
先
程
、
客
観
約
必
然

性
と
言
っ
た
の
は
右
の
よ
う
な
事
象
を
指
し
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
れ
に
対

立
す
る
恣
意
的
条
件
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
．
大
伴
家
持
を
最
終
編
纂
者
と
す
る
人
々
の
撰

択
意
識
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
一
人
家
持
だ
け
で
は
な
い
か
も
し
・

れ
な
い
が
、
各
巻
々
を
編
纂
し
た
入
の
目
に
、
こ
れ
が
赤
人
歌
で
あ
り
、
こ
れ

が
虫
麿
歌
で
あ
り
、
こ
れ
が
憶
良
歌
で
あ
る
と
す
る
意
識
が
あ
り
、
そ
れ
に
適

う
歌
が
撰
択
さ
れ
、
そ
の
結
果
を
今
日
私
達
は
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
あ
る
。
今
そ
れ
に
つ
い
て
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
防
人
歌
と
し
て

奉
ら
れ
た
中
か
ら
拙
劣
な
も
の
を
遠
慮
な
く
捨
て
た
家
持
で
あ
り
、
巻
五
の
末

尾
に

（2）



 
 
右
の
一
首
は
、
作
者
い
ま
だ
詳
な
ら
ず
。
但
朝
し
を
裁
る
膿
、
山
上
の
操

 
に
似
た
る
を
以
ち
て
こ
の
次
に
生
す

と
注
記
を
す
る
編
者
で
あ
る
所
か
ち
考
え
て
、
「
金
村
の
操
」
「
虫
麿
の
操
」

「
福
麿
の
操
」
は
夫
々
、
「
笠
朝
臣
金
村
歌
集
ト
「
高
橋
夏
虫
麿
歌
集
」
「
田

辺
福
麿
歌
集
」
か
ら
撰
ば
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
．
こ
う
考
え
る
と
、
赤
人

の
歌
も
、
吉
野
讃
歌
な
ど
の
從
駕
応
詔
の
歌
は
当
然
採
ら
れ
る
べ
く
し
て
採
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
野
田
に
載
せ
ら
れ
た
六
首
な
ど
は
、
「
赤
人
ら
し
さ
」

の
為
に
連
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
先
に
、
叙
景
歌
完
成
の
道
程
は
長
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
が
、
実

は
赤
人
内
部
に
お
い
て
も
巻
心
の
「
四
首
の
歌
」
に
至
る
ま
で
の
過
程
と
必
然

性
ど
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
過
程
を
従
来
の
赤
人
評
価
と
結
び
つ
け

て
辿
っ
て
み
た
い
。

二

口

 
赤
人
歌
が
和
歌
史
上
で
最
初
に
賞
讃
さ
れ
た
の
は
既
に
、
万
葉
集
の
内
部
に

お
い
て
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
大
伴

家
持
と
大
伴
池
主
の
書
簡
中
に
見
出
さ
れ
る
「
山
柿
」
を
赤
人
・
人
垣
併
稻
の

辞
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
更
に
贈
る
歌
一
首
」
（
三
九
六
九
）
の
前

に
付
け
ら
れ
た
家
持
の
文
章
の
そ
の
部
分
は

 
 
含
弘
の
徳
、
9
恩
を
蓬
膿
に
垂
れ
、
不
賀
の
思
、
晒
心
に
報
へ
慰
さ
む
。
来

 
春
を
戴
荷
し
、
喩
ふ
乃
こ
と
無
し
。
但
b
稚
き
時
に
忍
車
藝
の
庭
に
渉
ら
ざ

．
り
し
を
以
ち
て
、
横
翰
の
藻
、
お
の
つ
か
ら
に
彫
心
に
乏
し
。
幼
き
時
に
は
ヒ

 
山
柿
の
門
に
蓮
ら
ず
し
て
、
裁
歌
の
趣
、
詞
を
聚
林
に
失
ふ
。
…
…

・
と
あ
り
、
そ
れ
に
報
え
た
池
主
の
（
三
九
七
四
）
歌
の
前
文
は

山
部
赤
人
論
e
 
一
巻
八
雑
歌
六
首
誕
生
の
背
景

 
 
昨
日
短
懐
を
述
べ
、
今
朝
耳
目
を
碑
す
。
更
に
砂
書
を
承
り
、
且
奉
る
こ

 
と
不
次
な
り
。
死
罪
三
々
。
下
朧
を
遺
れ
ず
、
頻
に
徳
音
を
恵
む
。
英
霊
星

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
つ

 
気
あ
り
。
順
調
人
に
過
ぐ
。
智
水
仁
山
は
既
に
琳
郵
の
光
彩
を
忌
み
、
濡
江

 
 
 
も
と
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
噛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

 
陸
海
は
繁
り
詩
書
の
廊
廟
に
坐
す
σ
思
を
非
常
に
鵬
せ
情
を
有
理
に
託
し
、

 
七
歩
章
を
成
し
噛
数
誓
紙
に
満
つ
。
巧
み
に
愁
人
の
重
患
を
遣
り
、
能
く
恋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

 
者
の
積
思
を
除
く
。
山
柿
の
兎
耳
は
此
に
比
ぶ
れ
ば
蔑
ぎ
が
如
し
。
…
…

と
あ
る
。
二
人
の
謙
遜
と
讃
美
の
文
章
を
敢
え
て
引
用
し
た
の
は
、
原
文
紹
介

と
と
も
に
、
当
時
の
典
拠
主
義
と
、
美
辞
麗
句
の
文
体
が
文
人
達
の
問
で
愛
好

さ
れ
た
状
態
を
指
摘
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
両
者
の
文
藝

に
抱
い
た
熱
い
思
い
を
強
く
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
山
柿
の
論
」

に
は
知
的
パ
ズ
ル
を
解
く
よ
う
な
面
白
さ
が
あ
り
、
研
究
者
の
多
く
が
一
度
は

意
見
を
開
陳
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
私
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
赤
人
・
人
麿

説
を
採
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
右
の
語
句
が
古
今
集
の
撰
者
、
特
に
紀
貫
之
に

直
接
影
響
を
与
え
た
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
あ
た
か
も
こ

れ
を
受
け
た
よ
う
に
古
今
集
の
両
序
は
赤
人
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
仮
名
序

に 
 
山
の
辺
の
あ
か
人
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
歌
に
あ
や
し
く
、
た
へ
な
り
け
・

 
の
。
、
人
丸
は
赤
人
が
か
み
に
た
～
む
事
か
た
く
、
あ
か
ひ
と
は
人
ま
う
が
し

 
も
に
た
～
む
こ
と
か
た
く
な
む
あ
り
け
る
。

と
言
い
、
真
名
序
に

 
 
然
猶
有
先
師
柿
本
大
夫
者
。
高
倉
情
心
之
思
。
濁
歩
古
今
之
間
。
有
山
辺

 
赤
人
者
。
並
和
歌
仙
者
。

と
述
べ
て
い
る
。
仮
名
序
の
古
注
に
赤
人
の
歌
が
二
首
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
前
掲
の
「
春
の
野
に
」
 
（
一
四
二
四
）
の
歌
と
巻
六
の
「
若
の
浦
に
」

（3）



（
九
一
九
）
の
歌
で
、
今
日
で
も
赤
人
の
代
表
作
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
今

集
は
勅
撰
集
と
し
て
の
権
威
が
あ
る
し
、
序
の
歌
人
評
は
（
特
に
仮
名
序
は
）

文
学
論
と
し
て
も
勝
れ
て
い
た
の
で
、
後
世
の
赤
人
観
を
か
な
り
強
く
リ
ー
ド

し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
、
赤
人
評
価
の
画
期
的
な
も
の
は
や
は
り
賀
茂
真
弓

の
「
万
葉
集
大
考
』
に
お
け
る
次
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

 
 
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
は
古
へ
な
ら
ず
後
な
ら
ず
一
人
の
す
が
た
に
し
て
、
荒

 
魂
・
和
魂
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
ん
な
き
。
…
…
仙
部
宿
禰
赤
人
は
、
人
万
呂
と

 
う
ら
う
へ
也
。
長
患
は
心
も
言
も
た
ゴ
に
清
ら
を
鑑
せ
り
、
言
う
た
こ
そ
是

 
も
一
人
の
す
が
た
な
れ
、
巧
み
を
な
さ
ず
、
有
が
ま
に
く
い
ひ
た
る
が
妙

 
な
る
寄
と
成
に
し
は
、
本
の
心
の
高
き
が
至
り
な
り
。
讐
ば
棲
榔
の
車
し
て

 
大
道
を
わ
た
る
ぬ
し
の
あ
か
ち
め
も
せ
ぬ
が
ご
と
し
。

乏
、
人
麿
を
高
く
見
て
は
い
る
も
の
㌧
、
赤
人
の
歌
風
と
長
短
歌
の
優
劣
を
適

確
に
把
握
じ
て
い
て
、
近
代
の
赤
人
論
は
こ
の
真
渕
に
、
大
き
な
影
響
を
受
け

た
の
で
あ
っ
た
。

 
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
万
葉
集
理
解
が
一
層
正
確
に
な
り
、
赤
人
の
真
価
が

徐
々
に
明
か
に
な
っ
て
来
た
が
、
大
き
く
分
け
れ
ば
、
平
明
清
澄
な
詠
み
ぶ
り
と

叙
景
歌
の
完
成
度
の
高
さ
を
評
価
す
る
意
見
と
、
平
坦
で
独
自
性
の
な
さ
に
、

追
る
所
が
な
い
と
す
る
意
見
に
分
か
れ
る
。
前
者
は
島
木
赤
人
氏
以
来
多
く
の

人
が
主
張
し
て
い
る
し
、
後
者
は
土
屋
文
明
氏
を
そ
の
代
表
者
と
す
る
事
が
出

来
る
が
、
赤
人
の
人
皇
模
倣
と
長
歌
に
お
け
る
情
熱
の
不
足
は
こ
れ
又
多
く
の

入
の
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。
近
年
、
万
葉
歌
人
の
再
評
価
が
始
ま
り
、
大
伴
旅

人
の
未
奏
上
の
小
長
歌
（
一
一
二
五
）
も
意
味
あ
る
も
の
と
す
る
論
も
あ
る
位
で

あ
る
が
、
赤
人
の
場
合
は
従
来
人
麿
の
「
吉
野
讃
歌
」
 
（
三
八
）
の
影
響
が
強

い
と
さ
れ
る
「
吉
野
の
宮
の
歌
」
 
（
九
二
三
）
に
対
し
て
、
反
歌
（
九
二
四
・

九
二
五
）
の
優
秀
さ
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
来
た
。
然
し
赤
入
の
反
歌
は
長
歌
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1

の
緊
密
な
構
成
意
識
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
犬
養
孝
氏
は

 
 
彼
ほ
ど
知
的
な
構
成
意
識
を
縦
横
に
発
揮
し
た
も
の
は
少
な
い
。
万
葉
第

 
三
期
の
ご
と
き
、
個
と
美
の
自
覚
さ
れ
て
来
た
時
代
に
し
て
初
め
て
出
現
の

 
可
能
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
赤
人
を
題
材
の
上
か
ら
自
然
歌
人
と
称
す
る

 
の
も
さ
し
っ
か
え
な
い
が
、
美
の
表
出
の
在
り
方
か
ら
い
え
ぽ
、
ま
さ
に
屈

 
指
の
、
意
識
さ
れ
た
る
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
作
家
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
、

と
説
か
れ
る
。
然
し
な
が
ら
、
窪
田
空
穂
氏
が
『
萬
葉
集
評
繹
」
の
中
で
「
不

書
山
の
歌
」
 
（
一
一
＝
七
）
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ょ
う
た
つ

 
 
詠
み
方
の
上
か
ら
い
う
と
、
情
意
を
尽
く
し
て
詠
ん
で
い
る
が
、
暢
達
の

 
趣
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
苦
渋
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
る
。

と
言
い
、
有
名
な
反
歌

 
 
田
見
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
評
議
に
そ
零
下
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け

 
 
る
（
三
一
八
）
・

の
評
で
、
 
“

 
 
長
歌
と
反
歌
と
の
関
係
と
い
う
上
か
ら
見
る
と
、
入
麿
の
も
の
は
き
わ
め

 
て
緊
密
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
較
べ
る
と
、
赤
人
の
は
間
隙
を
も
っ
て
い
る
も

 
の
が
多
い
。
こ
の
．
歌
に
も
そ
の
趣
が
あ
る
。

と
言
う
の
が
正
当
な
よ
う
で
あ
る
。
反
歌
、
即
ち
長
歌
に
対
す
る
短
歌
の
優
秀

さ
が
よ
り
明
瞭
が
例
と
し
て
は
「
神
亀
元
年
甲
子
冬
十
月
五
日
、
紀
伊
国
に
幸

し
し
時
」
の
歌
「
九
一
七
～
九
一
九
）
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ひ
か
の

 
 
や
す
み
し
し
 
わ
が
大
君
の
 
常
宮
と
 
仕
へ
ま
つ
れ
る
 
雑
賀
野
ゆ

 
 
背
向
に
見
ゆ
る
 
沖
つ
島
 
清
き
渚
に
 
風
吹
け
ば
 
白
波
騒
ぎ
 
潮
干

 
 
れ
ば
玉
藻
刈
り
つ
つ
神
代
よ
り
然
そ
尊
き
玉
津
島
山
（
九
一
七
）

（4）



 
 
 
 
反
歌
二
首

 
 
沖
つ
島
荒
磯
の
玉
藻
潮
干
満
ち
て
隠
ろ
ひ
ゆ
か
ば
思
ほ
え
む
か
も
（
九
｝

 
 
八
）
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
つ

 
，
若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
薦
み
葦
辺
を
指
し
て
鶴
鳴
き
渡
る
（
九
」

 
 
九
）

 
高
木
市
之
助
氏
は
長
歌
の
「
や
す
み
し
し
、
わ
が
大
君
」
・
の
慣
用
句
を
人
麿

の
長
歌
（
三
六
）
の
同
じ
表
現
と
比
較
し
て
、
赤
人
の
天
皇
観
に
「
詣
る
空
虚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
2

感
が
感
ぜ
ら
れ
る
と
言
っ
た
方
が
よ
さ
さ
う
で
あ
る
。
」
と
言
わ
れ
る
。
天
皇
讃

歌
に
ど
の
程
度
の
実
感
が
こ
も
っ
て
い
る
か
は
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、

少
く
と
も
右
の
赤
人
の
長
歌
に
は
そ
の
実
感
が
乏
し
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
反

歌
二
首
は
生
き
生
き
と
そ
の
存
在
感
を
主
張
し
て
い
る
。
「
沖
つ
島
…
…
」
の

歌
は
巻
八
の
「
四
首
の
歌
」
の
第
二
置
目
と
同
じ
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
、

理
屈
の
歌
で
あ
る
。
，
「
若
の
浦
…
…
」
の
歌
に
つ
い
て
は
土
屋
文
明
氏
の
『
萬

葉
集
私
注
』
に
次
の
よ
う
な
評
が
あ
る
ゆ

 
，
赤
人
の
作
と
し
て
古
く
か
ら
も
て
は
や
さ
れ
た
作
で
あ
る
。
，
軽
快
に
歌
は

 
れ
て
居
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
v
巻
三
、
黒
人
の
作
「
櫻
田
へ
鶴
な
き
わ

 
た
る
愛
知
潟
潮
干
に
け
ら
し
鶴
な
き
渡
る
、
（
二
七
一
）
に
及
ば
な
い
の
は
「
潟

 
を
無
み
」
の
所
に
理
が
這
入
っ
て
感
ぜ
ら
れ
る
為
で
あ
ろ
う
。
之
は
作
者
は

 
意
識
し
て
用
み
た
句
と
思
は
れ
る
か
ら
、
其
の
責
は
作
者
が
負
は
ね
ば
な
る
、

 
ま
い
コ
つ
ま
り
作
者
は
此
の
句
を
詠
み
得
た
り
と
思
っ
て
用
み
た
に
違
ひ
な

 
い
。

旧
理
が
批
難
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
理
こ
そ
が
赤
人
の
追
求
し
た
も
の
で
あ
り
、

黒
人
の
歌
か
ら
の
進
歩
を
赤
人
は
充
分
確
信
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
長

歌
に
対
す
る
短
歌
の
優
秀
さ
は
「
吉
野
讃
歌
」
 
（
九
二
三
）
に
対
す
る
先
に
挙

山
部
赤
入
論
の
 
一
巻
八
雑
歌
六
首
誕
生
の
背
景
一

げ
た
反
歌
（
九
二
四
・
九
二
五
）
に
つ
い
て
最
も
よ
く
言
わ
れ
る
。
確
か
に
、

赤
人
の
反
歌
が
独
立
し
よ
う
と
す
る
傾
向
と
、
天
皇
讃
歌
の
限
界
が
明
瞭
に
示

さ
れ
て
い
る
。
天
皇
讃
歌
の
、
和
歌
に
お
け
る
形
式
化
と
結
局
人
麿
の
影
響
を

抜
け
出
せ
な
い
と
言
う
敗
北
感
は
赤
人
の
充
分
意
識
す
る
所
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
言
う
よ
り
も
っ
と
積
極
的
に
、
讃
歌
の
形
式
化
を
計
り
、
反
歌
の
明
確
化
、

独
立
性
を
押
し
進
め
、
遂
に
は
自
分
の
最
も
新
し
い
と
信
じ
る
巻
八
の
六
首
を

生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
を
彼
の
年
代
明
記
の
最
後
の
作
「
八
年
丙
子

虫
六
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
し
し
時
」
の
歌
（
」
○
〇
五
・
一
〇
〇
六
）
に
見

る
事
が
出
来
る
。
こ
こ
で
赤
人
は
、
「
不
書
山
の
歌
」
で
行
っ
た
の
と
同
じ
単

純
な
対
句
と
美
し
い
景
色
の
讃
美
に
徹
し
て
い
て
、
反
歌
に
対
す
る
土
屋
文
明

氏
の
「
私
注
」
の
次
の
評
が
全
て
を
語
っ
て
い
る
。

 
 
平
板
で
見
た
だ
け
の
歌
で
あ
る
。
内
容
の
な
い
作
者
が
円
熟
す
る
と
、
，
か

 
 
ふ
い
ふ
こ
と
に
成
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
赤
人
の
長
歌
は
從
駕
の
作
に
お
い
て
力
を
失
な
い
、
そ
の
反
歌

が
独
立
し
、
理
を
取
り
込
ん
で
新
生
面
を
開
こ
う
と
し
始
め
た
。
然
し
、
そ
れ
は

長
歌
に
付
属
す
る
反
歌
と
し
て
は
も
は
や
存
在
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
結
局

巻
八
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
独
立
し
た
短
歌
の
形
で
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

・
 
 
 
 
 
三

 
と
こ
ろ
で
、
赤
人
歌
の
全
体
像
を
万
葉
集
に
探
り
、
更
に
古
代
の
資
料
の
中

で
参
考
に
な
る
も
の
を
見
て
、
赤
人
の
人
と
作
品
を
も
う
少
し
明
確
に
し
、
叙

景
歌
へ
赤
人
を
駆
り
た
て
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
赤
人
の
歌
は
、

巻
三
に
長
歌
五
首
短
歌
十
四
首
（
含
反
歌
六
首
）
、
巻
六
に
長
歌
八
首
短
歌
十
五

首
（
全
て
反
歌
）
、
巻
八
に
短
歌
六
首
、
巻
十
七
に
短
歌
一
首
（
山
部
宿
禰
明
人

（5）

'



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

の
作
と
あ
る
）
の
長
歌
十
三
首
短
歌
三
十
六
首
、
総
計
四
十
九
首
で
あ
る
。
題

詞
と
左
注
に
よ
っ
て
必
要
最
少
限
の
事
は
分
る
が
、
赤
人
の
人
と
な
り
を
窺
わ

せ
る
よ
う
な
記
述
は
全
く
な
い
。
た
だ
從
駕
の
作
の
左
注
に
、
幸
行
供
奉
の
年

月
を
検
注
し
た
も
の
が
三
ゲ
所
出
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
赤
人
歌
に
対
す
る
編

者
の
注
目
が
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
赤
人
歌
の
製
作
時
代
は

万
葉
集
に
明
記
さ
れ
て
い
る
限
り
で
見
る
と
、
「
神
亀
元
年
甲
子
冬
十
月
五
日
、

紀
伊
国
に
幸
し
し
時
に
山
部
宿
禰
赤
人
の
作
る
歌
」
 
（
九
一
七
～
九
一
九
）
に

始
ま
っ
て
、
「
八
年
丙
子
夏
六
月
、
吉
野
離
宮
に
幸
し
し
時
に
山
部
宿
禰
赤
人

の
詔
に
応
へ
て
作
る
歌
一
首
」
 
（
一
〇
〇
五
・
一
〇
〇
六
）
に
至
る
、
神
亀
元

年
（
七
二
四
年
）
か
ら
天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
の
間
で
あ
っ
た
。
即
ち
赤
人

は
聖
武
天
皇
時
代
の
前
半
を
作
歌
活
動
の
確
実
な
時
期
と
す
る
歌
人
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
、
赤
人
の
從
駕
応
詔
歌
の
前
後
を
見
る
と
、
明
ら
か
に
二
人
の
歌

人
が
浮
か
ん
で
来
る
。
そ
れ
は
笠
朝
臣
金
村
と
車
止
千
年
で
あ
る
。
こ
の
二
人

の
赤
人
を
と
り
ま
く
意
味
に
つ
い
て
は
、
風
巻
景
次
郎
氏
に
既
に
論
考
が
あ
る

 
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

が
、
三
人
の
登
場
の
場
合
、
赤
人
は
常
に
二
人
の
後
方
に
位
置
し
て
い
る
事
か

ら
し
て
、
赤
人
が
三
人
の
中
で
地
位
・
年
令
・
、
文
学
的
意
味
の
い
ず
れ
に
お
い

て
も
抜
き
ん
出
て
い
た
形
跡
は
全
く
な
い
。
誰
が
見
て
も
、
金
村
を
先
頭
と
す

る
宮
廷
歌
人
の
一
団
と
す
る
方
が
正
し
い
し
、
三
人
の
長
短
歌
も
、
赤
人
の
反

歌
（
九
二
四
・
九
二
五
）
を
除
け
ば
殆
ん
ど
差
異
を
見
出
す
．
事
は
困
難
で
あ
る
。

 
さ
て
万
葉
以
外
の
資
料
で
赤
人
閣
係
の
も
の
と
言
え
ば
、
山
部
氏
に
つ
い
て

の
有
名
な
物
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
播
磨
風
土
記
の
中

 
 
 
 
 
ズ

の
、
後
の
顕
宗
・
仁
賢
天
皇
を
発
見
す
る
山
部
氏
の
先
祖
伊
旧
来
目
部
小
楯
の

活
躍
物
語
で
あ
る
。
履
中
天
皇
の
孫
で
あ
り
、
下
辺
押
磐
皇
子
の
子
で
あ
る
衰

祁
命
・
寛
祁
命
（
書
紀
で
は
二
心
・
億
計
）
が
流
亡
の
地
播
磨
で
発
見
さ
れ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
り
ま

話
で
あ
る
。
古
事
記
清
寧
天
皇
の
条
で
は
「
針
間
の
国
の
宰
で
あ
る
仙
部
連
小

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
が
め
ご
と

楯
」
が
新
室
の
宴
で
弟
で
あ
る
「
呼
量
命
の
 
詠
 
」
を
聞
い
て
兄
弟
を
発

見
し
た
様
子
を

 
 
爾
に
即
ち
小
楯
人
聞
き
驚
き
て
、
床
よ
り
堕
ち
転
び
て
、
其
の
室
の
人
等

 
を
追
ひ
出
し
て
、
其
の
二
柱
の
王
子
を
、
左
右
の
膝
の
上
に
坐
せ
て
、
泣
き

 
悲
し
み
て
、
人
民
を
集
へ
て
假
宮
を
作
り
、
其
の
假
宮
に
坐
せ
ま
つ
り
置
き

 
 
は
ゆ
ま
っ
か
ひ

 
て
、
騨
使
を
貢
上
り
き
。

と
書
い
て
い
る
。
書
紀
で
は
「
播
磨
国
に
遣
は
せ
る
司
山
部
連
の
先
祖
伊
豫
来

目
部
小
楯
」
が
同
様
の
発
見
を
し
た
話
が
、
清
寧
天
皇
二
年
冬
十
一
月
の
条
と

顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
播
磨
国
風
土
記
美
嚢
郡
に
も

こ
の
話
は
記
載
さ
れ
て
い
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
事
が
分
る
。
顕
宗
紀
元
年
夏

四
月
に
は
来
目
論
小
楯
が
山
部
連
の
姓
を
賜
っ
た
記
事
が
あ
る
。

 
 
署
し
て
曰
く
、
凡
そ
人
主
の
民
を
勧
む
る
所
以
は
惟
れ
警
官
な
り
。
国
の

 
興
る
所
以
は
、
惟
れ
功
賞
な
り
。
減
れ
前
播
磨
国
司
来
目
部
小
楯
、
求
め
迎

 
 
 
 
 
 
 
 
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
が
は
 
 
 
 
 
 
 
は
ば
か

 
へ
て
朕
を
挙
ぐ
。
蕨
の
功
茂
し
。
志
願
し
か
ら
む
所
、
量
る
こ
と
勿
く
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
し
こ
ま

 
ま
せ
」
と
の
た
ふ
。
小
楯
謝
り
て
日
さ
く
、
「
山
官
、
宿
よ
り
願
し
て
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

 
な
り
」
と
ま
う
す
。
乃
ち
山
雪
に
拝
し
て
、
改
め
て
姓
を
山
部
連
の
氏
と
賜

 
ふ
。
吉
備
臣
を
以
て
副
と
し
て
山
守
部
を
以
て
民
と
す
。
善
を
哀
め
て
功
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
こ
ろ

 
顕
し
、
恩
を
酬
い
て
厚
に
答
ふ
。
寵
愛
殊
絶
、
富
能
く
儒
ふ
こ
と
莫
し
。

天
皇
と
な
る
二
人
を
発
見
し
た
小
楯
が
賞
讃
さ
れ
る
の
は
当
然
で
、
右
の
論
功

行
賞
の
話
で
も
分
る
よ
う
に
、
山
部
氏
誕
生
の
物
語
は
広
く
強
烈
に
人
々
に
流

布
し
て
い
．
た
。
山
部
連
は
天
武
十
三
年
に
八
色
姓
の
第
三
の
宿
禰
を
賜
は
る

が
、
山
部
氏
の
一
人
で
あ
り
天
皇
の
近
く
に
い
た
赤
人
が
小
楯
の
手
柄
話
を
知

ら
な
か
っ
た
筈
は
な
い
、
従
来
、
山
部
氏
の
一
人
で
あ
る
事
か
ら
、
赤
人
も
山

（6）



林
の
管
理
、
産
物
の
貢
上
に
当
っ
て
い
て
富
有
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
自
然

に
風
土
に
親
し
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

上
に
、
右
の
小
楯
の
話
を
誇
り
に
し
て
い
る
赤
人
を
想
像
す
る
方
が
確
実
で
は

な
か
ろ
う
か
。
大
伴
家
持
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
天
皇
の
伴
と
し
て
の
衿
持
」

ほ
ど
で
は
な
く
と
も
、
過
去
の
山
部
氏
の
栄
光
に
思
を
適
せ
て
脾
肉
の
嘆
を
託

つ
で
い
た
に
違
い
な
い
。
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
記
事
の
多
く
は
氏
族
の
名
誉

を
認
め
よ
う
と
書
か
れ
て
い
る
し
、
書
紀
は
講
鑓
が
行
わ
れ
た
か
否
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
天
皇
の
周
囲
に
居
て
記
事
を
知
る
機
会
は
赤
人
に
は
い
く
ら
で
も

あ
っ
た
。
確
か
に
從
駕
に
供
奉
し
応
詔
献
歌
の
栄
に
浴
し
て
は
い
た
が
、
そ
れ

も
所
詮
衰
う
え
て
行
く
和
歌
の
天
皇
讃
歌
の
世
界
に
お
い
て
，
で
あ
っ
た
。

 
古
事
記
・
日
本
書
紀
が
編
纂
さ
れ
、
風
土
記
や
律
令
が
成
立
し
、
人
々
が
競

っ
て
漢
詩
文
を
創
る
よ
う
に
な
る
過
程
は
、
文
字
に
よ
る
文
化
の
定
着
で
あ
っ

た
。
書
紀
の
中
に
見
ら
れ
る
華
麗
な
る
文
飾
、
風
土
記
の
詳
細
な
記
録
性
、
万

葉
集
に
も
見
出
さ
れ
る
漢
詩
文
の
中
に
見
出
さ
れ
る
典
拠
主
義
な
ど
、
．
そ
の
実

態
は
漢
字
漢
文
に
よ
る
表
現
の
精
緻
さ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
官
吏
と
し
て
出
世
，

を
希
む
者
は
、
よ
ほ
ど
の
貴
顕
で
な
い
限
り
、
学
問
教
養
の
獲
得
が
必
須
で
あ

っ
た
。
推
古
紀
に
聖
徳
太
子
が
「
内
教
を
高
麗
の
僧
慧
慈
に
習
ひ
、
外
典
を
博

士
覚
寄
に
学
び
た
ま
ふ
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
上
流
階
級
の
治
天
下
の

学
問
が
、
律
令
の
整
備
と
と
も
に
官
僚
た
る
者
の
習
得
す
べ
き
も
の
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
を
指
導
し
た
の
は
、
学
問
僧
や
帰
化
人
で
あ
っ
た
。
元
正
天
皇
霊
亀

二
年
五
月
の

 
 
丁
張
、
馳
制
、
大
学
典
薬
生
聖
業
未
成
立
、
妄
求
薦
挙
如
是
之
徒
、
自

 
今
機
糸
・
不
得
補
任
国
博
士
及
医
師

な
ど
、
生
半
端
な
学
問
で
官
吏
た
ら
ん
と
す
る
者
を
戒
め
て
い
る
。
聖
武
朝
で

（

も
、
一
般
の
大
学
生
徒
の
困
窮
す
る
様
子
が
続
報
本
紀
の
中
に
見
ら
れ
た
り
す

る
が
、
地
方
に
お
か
れ
た
国
学
と
と
も
に
大
学
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
歌
を
四
十
九
首
残
す
よ
り
他
に
何
の
律
令
的
言
辞
も

発
し
な
か
っ
た
赤
人
の
存
在
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
心
中
は
と
考
え

る
な
ら
ば
ギ
恐
ら
く
あ
ま
り
人
生
を
楽
し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
位
は
言
え

る
。
彼
の
從
駕
の
作
や
羅
旅
の
歌
に
は
少
し
も
晴
れ
が
ま
し
さ
や
楽
b
さ
が
な

く
、
そ
れ
が
心
に
染
み
入
る
よ
う
な
静
寂
を
呼
び
お
ご
し
た
が
、
讃
歌
と
し
て

は
異
例
な
も
の
で
あ
り
、
彼
の
人
生
も
謳
歌
す
べ
き
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
幽

た
。
そ
う
な
れ
ば
彼
の
行
き
つ
く
所
、
詣
旧
指
す
所
は
一
つ
で
あ
る
。
即
ち
文
学

の
虚
構
性
の
中
に
自
分
の
才
能
を
発
揮
し
心
を
慰
さ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
讃
歌
が
ら
巻
八
の
叙
景
歌
へ
の
変
化
は
、
こ
の
よ
う
な
過
去
の
栄
光
を

追
い
な
が
ら
も
現
実
が
自
分
を
置
き
去
り
に
し
て
行
く
事
を
自
覚
し
た
繊
細
な

神
経
か
ら
生
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
万
葉
第
三
期
の
花
や
か
な
実
態
の
裏
に

は
、
、
撰
者
の
意
志
が
反
映
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
た
の
は
今
の
所

あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
明
瞭
に
言
え
る
の
は
、
第

三
期
の
歌
人
達
が
自
分
の
生
き
て
い
る
社
会
に
お
け
る
自
己
存
在
の
意
義
を
必

死
に
な
っ
て
求
め
て
い
た
に
違
い
な
い
、
と
言
う
事
で
あ
る
。
憶
巨
億
言
う
ま

で
も
な
ぐ
、
旅
人
も
下
畑
も
、
そ
し
て
赤
人
も
、
強
大
な
権
力
を
集
中
的
に
把

握
す
る
上
層
官
僚
機
構
と
、
底
辺
に
う
ご
め
く
青
人
草
と
の
中
間
に
不
安
定
に

存
在
す
る
ま
さ
に
歌
人
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
自
己
表
現
の
手
段
と
し
て
の
「
歌
」

に
つ
い
て
「
歌
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
た
。
憶
良
や
家
持
の
場
合
を
，

見
て
も
明
か
で
あ
る
が
、
自
己
表
現
の
手
段
が
漢
文
で
あ
る
場
合
、
当
時
の
文

人
達
は
形
式
と
典
拠
を
尊
ん
じ
華
麗
さ
を
追
求
し
た
。
そ
の
人
達
が
「
倭
歌
」

を
ど
の
よ
う
な
思
い
で
創
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
今
集
の
撰
者
は
「
や
ま
と
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う
た
」
に
激
し
い
三
男
た
る
自
信
を
持
っ
て
い
た
が
、
第
四
期
の
家
持
も
歌
の

存
在
意
義
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
。
家
持
は
彼
の
絶
唱
と
言
わ
れ
る
、
天

平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
年
）
二
月
二
十
五
日
の
作
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
ろ

 
 
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
あ
が
り
情
悲
し
も
磨
り
し
お
も
へ
ば

 
 
（
四
二
九
二
）

の
後
ろ
で

 
 
春
日
遅
々
に
し
て
鵤
騰
正
に
痛
く
。
懐
慨
の
皇
軍
に
あ
ら
ず
は
擾
ひ
難

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

 
 
し
。
よ
り
て
此
の
歌
を
作
り
、
式
ち
て
締
緒
を
展
ぶ
。
…
…

と
言
っ
て
い
る
。
，
こ
こ
ま
で
文
学
の
効
用
に
つ
い
て
明
言
す
る
こ
と
は
家
持
に

し
て
初
め
て
出
来
た
の
だ
が
、
「
倭
歌
」
の
可
能
性
を
探
り
つ
つ
歌
を
詠
む
の

は
第
三
期
の
歌
人
の
常
で
あ
っ
た
。
赤
人
は
歌
以
外
に
何
の
心
情
も
文
字
化
し

て
い
な
い
。
た
と
え
官
吏
と
し
て
何
か
行
っ
だ
と
し
て
も
私
達
に
知
る
術
は
な

く
、
ま
さ
し
く
歌
人
と
し
て
、
歌
の
中
に
「
や
ま
と
う
た
と
は
」
に
解
答
を
し

た
人
で
あ
っ
た
。

四

 
繰
り
返
し
言
う
よ
う
に
、
赤
人
は
出
自
も
官
職
も
全
く
分
ら
な
い
が
、
赤
人

よ
り
先
輩
に
当
る
柿
本
人
命
も
万
葉
集
を
離
れ
る
と
全
く
そ
の
存
在
を
知
る
為

の
信
ず
る
に
足
る
記
録
を
見
出
し
得
な
い
歌
人
で
あ
る
。
山
柿
と
稻
さ
れ
る
、

後
に
歌
仙
と
尊
敬
ざ
れ
る
二
人
が
同
じ
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の
は
、
和
歌
の

当
時
に
お
け
る
存
在
価
値
と
無
縁
で
は
な
い
。
然
し
（
人
孔
の
超
人
的
な
和
歌

創
造
の
力
は
万
葉
に
お
い
て
巨
大
で
あ
り
、
万
葉
の
中
に
お
い
て
も
そ
の
影
響

力
は
少
く
は
な
か
っ
た
。
然
し
、
既
に
見
た
よ
う
に
赤
人
は
同
時
代
の
金
村
や

千
年
と
何
等
変
っ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
し
、
人
麿
と
比
べ
る
に
は
歌
柄
も
小

さ
い
。
に
も
か
か
わ
れ
ず
中
古
以
来
雲
母
と
並
べ
て
尊
重
さ
れ
た
の
は
、
赤
人
の

叙
景
歌
の
中
に
後
世
の
人
々
の
琴
線
に
触
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
赤
人
の
知
的
感
受
性
が
生
ん
だ
虚
構
の
美
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
軌
赤
人

は
「
文
学
の
虚
構
性
」
を
獲
得
す
る
こ
と
で
傑
作
で
あ
る
巻
八
の
「
言
入
の
四

首
の
歌
」
を
詠
み
得
た
が
、
そ
れ
は
現
実
の
生
活
の
中
に
あ
る
様
々
の
拘
束
か

ら
の
解
放
と
、
美
な
る
も
の
の
典
型
を
求
め
て
の
結
果
で
あ
っ
た
。
後
に
「
花

鳥
風
月
」
、
或
い
は
「
雪
月
花
」
の
言
葉
で
風
雅
が
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
「
四

首
の
歌
」
を
見
る
と
ま
さ
に
風
雅
の
極
地
で
あ
り
、
完
成
さ
れ
た
知
的
産
物
で

あ
っ
た
。
従
来
こ
の
四
首
の
中
に
、
写
実
性
や
実
用
性
を
見
よ
う
と
す
る
説
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
「
万
葉
ら
し
さ
」
を
古
代
的
な
あ
る
種
の
も
の
に
固
定
化
す

る
あ
ま
り
の
考
え
で
あ
っ
た
。
「
四
首
の
歌
」
を
中
心
に
更
に
赤
人
の
新
群
肝

を
明
か
に
し
て
行
き
た
い
。
ま
ず
万
葉
集
巻
八
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
巻

は
、
歌
を
四
季
で
ま
ず
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
を
更
に
雑
歌
と
相
聞
に
分
け
て

い
る
。
万
葉
の
三
大
部
立
の
雑
歌
、
相
聞
が
四
季
の
下
位
分
類
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
三
十
と
と
も
に
平
安
時
代
以
降
の
歌
集
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
た

だ
、
四
季
の
歌
数
は
、
春
四
十
七
首
（
含
長
歌
三
首
）
夏
四
十
六
首
（
含
長
歌

 
一
首
）
秋
百
二
十
五
首
（
含
長
歌
二
首
旋
頭
歌
四
首
）
冬
二
十
八
首
と
な
っ
て

い
・
て
、
秋
の
忌
数
が
多
い
の
は
後
世
と
同
じ
で
あ
る
が
春
の
歌
は
そ
れ
程
多
く

は
な
い
。
時
代
は
天
平
期
の
も
の
が
多
く
、
題
詠
や
私
宴
の
際
の
も
の
、
憶
良

の
七
夕
の
歌
十
二
首
な
ど
が
目
立
つ
が
、
歌
を
私
的
な
場
で
作
っ
て
楽
し
む
気

分
が
際
立
っ
て
い
る
。
赤
人
の
作
は
春
の
雑
歌
に
五
首
、
夏
の
雑
歌
に
一
首
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
5

．
計
六
首
が
見
出
さ
れ
る
。
既
に
五
味
智
英
氏
が

 
 
こ
の
時
期
か
ら
次
の
時
期
に
か
け
て
は
、
宴
飲
の
歌
が
流
行
し
た
。
身
分

 
の
低
い
彼
の
こ
と
ゆ
ゑ
貴
顕
の
宴
遊
に
は
出
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
（
有

（8）



 
名
な
歌
人
と
い
ふ
事
で
出
る
機
会
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
）
が
、
仲
間
同

 
志
の
宴
の
歌
は
作
っ
た
で
あ
ら
う
。
赤
人
の
作
品
の
、
屈
折
の
目
立
つ
歌
．

 
緊
張
度
の
少
い
歌
な
ど
で
作
歌
事
情
の
明
示
さ
れ
て
居
な
い
も
の
に
は
、
宴

 
歌
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
尊
話
の
赤
人
の
歌
は
私
蓄
に
披
露
さ
れ
た
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
製
作
年
代
で
あ
る
が
、
土
屋
文
明
氏
は
『
万
葉

集
年
表
」
・
で
「
神
亀
中
事
は
天
平
初
年
と
見
ゆ
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
憲
吉
氏
は
「
四
首
の
歌
」
の
前
二
首
に
つ
い
て
述
べ
た
後
で

 
 
而
し
て
こ
れ
等
の
歌
は
一
般
に
は
家
持
の
技
巧
的
歌
風
平
安
朝
歌
風
繊
細

 
の
先
駆
を
な
す
と
消
せ
ら
れ
て
居
る
歌
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
を
次
の
歌
な

 
ど
と
と
も
に
、
技
巧
の
円
熟
し
た
赤
人
の
晩
年
の
歌
で
は
な
い
か
と
見
る
の

 
で
あ
る
．
。

と
赤
人
晩
年
製
作
を
推
定
し
て
い
る
。
私
も
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
巻

八
の
赤
人
歌
は
彼
の
後
半
期
の
歌
で
あ
る
と
思
う
。
土
屋
文
明
氏
は
『
萬
葉
集

私
注
」
の
中
で
「
四
首
の
歌
」
を
評
し
て
、

 
 
野
遊
を
一
つ
の
行
楽
と
し
た
こ
と
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
「
一
夜

 
農
に
け
る
」
に
も
、
語
感
の
裏
附
は
甚
だ
稀
薄
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
，
（
踏
に
つ

 
い
て
）

 
 
櫻
花
の
盛
り
の
短
い
の
を
惜
し
む
心
で
あ
る
が
、
平
板
な
上
に
、
言
ひ
ま

 
わ
し
に
理
が
這
入
っ
て
來
て
、
嫌
味
を
さ
へ
感
じ
さ
せ
る
。
赤
人
の
作
申
で

 
も
低
俗
な
も
の
で
あ
る
。
 
（
莇
に
つ
い
て
）

 
 
ソ
レ
ト
モ
ミ
エ
ズ
な
ど
も
常
套
的
な
誇
張
法
で
、
調
子
も
だ
れ
て
居
る
ゆ

 
 
 

 
（
蝿
に
つ
い
て
）

 
 
全
体
と
し
て
実
感
の
乏
し
い
の
は
、
明
日
、
昨
日
、
'
今
日
の
如
き
語
を
並

山
部
赤
人
論
e
 
一
巻
八
雑
歌
六
首
誕
生
の
背
景
一

 
べ
て
興
じ
て
居
る
技
巧
の
た
め
と
い
ふ
よ
り
、
此
の
歌
が
実
感
の
基
く
こ
と

 
な
く
、
題
詠
的
に
成
立
し
た
た
あ
で
あ
ら
う
。
．

と
述
べ
て
、
実
感
の
な
さ
、
理
に
勝
っ
て
い
る
点
を
酷
評
し
て
い
る
。
然
し
、

本
論
文
の
最
初
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
、
万
葉
の
歌
人
達
に
と
っ
て
の
歌
と
、
私

達
に
と
っ
て
の
歌
と
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
赤
人
及
び
そ
の
周
辺
の
人
達

に
と
っ
て
「
四
首
の
歌
」
の
誕
生
は
新
鮮
で
理
智
に
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
感
じ
ら

れ
た
に
違
い
な
い
。
最
初
に
『
私
注
」
の
文
章
を
挙
げ
た
の
で
「
四
首
の
歌
」
が

常
に
悪
評
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
近
代

の
研
究
者
の
多
く
は
や
は
り
赤
人
歌
ら
し
い
美
的
情
調
を
充
分
に
現
わ
し
て
い

る
歌
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
然
し
現
在
で
は
、
「
四
首
の
歌
」
が
単
な
る
自

然
へ
の
欝
塞
直
に
歌
っ
た
あ
と
す
る
説
は
な
く
、
讐
童
女
窪
へ
提

供
さ
れ
た
「
野
遊
の
さ
る
日
の
サ
ロ
ン
」
の
歌
で
あ
る
と
考
え
た
り
、
「
四
首
の

歌
」
は
前
二
首
が
男
性
の
歌
で
贈
歌
、
後
二
首
が
女
性
の
歌
で
和
歌
の
対
応
構

造
が
胆
ら
か
な
作
だ
と
す
る
説
な
羅
場
や
構
成
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
・

そ
し
て
多
く
の
人
は
「
四
首
の
歌
」
が
知
的
な
風
雅
の
作
品
と
し
て
戒
巧
し
て

い
る
点
を
明
か
に
し
て
い
る
。
今
こ
て
で
巻
八
の
歌
の
一
首
一
首
に
つ
い
て
論

証
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
実
は
赤
貧
ら
し
さ
、
赤
人
の
歌
の
独
自
性
は
彼
の
発

想
と
修
辞
上
の
知
的
技
巧
性
で
あ
る
事
を
和
歌
史
忙
照
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

一
体
、
申
古
以
来
の
赤
人
像
が
何
に
よ
っ
て
形
象
さ
れ
伝
承
さ
れ
た
か
を
知
る

最
も
よ
い
手
が
か
り
は
、
勅
撰
集
及
び
『
赤
人
集
』
の
中
に
採
ら
れ
た
赤
人
歌

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
を
知
る
事
で
あ
ろ
う
。
先
ず
「
赤
入
海
』
で
訪

る
が
、
『
幻
象
人
集
』
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
源
順
達
に
よ
っ
て
訓
読
さ
れ
た

三
十
の
古
点
歌
で
あ
る
事
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
現
存
本
は
そ
れ
に
『
赤
人

集
』
と
言
う
認
識
に
よ
っ
て
増
補
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
（
 
）

（9）



／

内
は
相
当
す
る
万
葉
の
歌
番
号
レ

 
・
 
…
わ
か

 
春
た
た
ば
若
菜
摘
ま
む
と
標
め
し
野
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り
つ
～
（
一
．

 
四
二
七
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
，
む
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
わ
が
背
子
に
見
せ
ん
と
思
ひ
し
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
雪
の
降
れ
㌧
ば

 
（
一
四
二
六
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
つ

 
若
の
浦
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
無
み
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
渡
る
（
、
二
七
一
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 

 
明
日
香
意
解
さ
ら
ず
立
つ
霧
の
お
も
ひ
過
ぐ
べ
き
こ
と
な
ら
な
く
に
（
三
二

 
五
）

の
四
首
で
あ
る
。
万
葉
の
歌
と
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
歌
も

知
的
技
巧
に
富
ん
だ
歌
で
あ
る
。
な
か
で
も
「
四
首
の
歌
」
の
中
か
ら
二
首
が

採
ら
れ
て
い
る
。

 
次
に
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
が
、
赤
人
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
は
巻

十
所
出
の
も
の
が
多
く
万
葉
集
に
お
け
る
赤
人
歌
は

一
、
古
今
集
仮
名
序
の
古
注
に
「
春
の
野
に
」
 
（
一
四
二
四
）
、
「
若
の
浦
に
」

 
へ
二
七
］
）
の
二
首

一
、
後
撰
集
に
「
わ
が
背
子
に
」
 
（
」
四
二
六
）
の
一
首

一
、
拾
遺
集
に
「
恋
し
く
ば
形
見
に
せ
む
と
わ
が
宿
に
植
ゑ
し
秋
起
今
さ
か
り

 
な
り
（
一
四
七
一
）
の
一
首

一
、
新
古
訳
業
に
「
明
日
か
ら
は
」
」
ハ
一
四
二
七
）
、
「
う
ば
玉
の
夜
の
更
け
ゆ

 
け
ば
鍬
お
ふ
る
清
き
河
原
に
千
鳥
な
く
也
（
九
二
五
）
、
「
田
子
の
浦
に
打
出

 
で
㌧
み
れ
ば
白
妙
の
ふ
じ
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
つ
㌧
（
一
一
二
八
）
の
三
首

一
、
続
古
今
集
に
「
春
の
野
に
」
 
（
一
四
二
四
）
、
「
風
吹
け
ば
浪
や
立
た
む
と

 
待
つ
程
に
つ
た
の
細
江
に
浦
隠
れ
る
ぬ
（
九
四
五
）
、
「
和
歌
の
浦
に
」
 
（
二

 
七
一
）
の
三
首

一
、
王
葉
集
に
、
「
秋
風
の
さ
む
き
朝
に
佐
野
の
岡
こ
ゆ
ら
む
君
に
き
ぬ
か
さ

 
ま
し
を
（
三
六
一
）
 
「
昔
べ
の
ふ
か
き
つ
～
み
は
年
深
き
池
の
渚
に
み
く
さ

 
生
ひ
に
け
り
」
 
（
三
七
八
）
の
二
首

一
、
新
千
載
集
に
、
「
足
引
の
山
桜
花
池
を
経
つ
㌧
か
く
し
に
ほ
は
慣
わ
れ
恋

 
 
ひ
め
や
も
」
（
一
四
二
五
）
「
飛
鳥
川
」
の
二
首
。

一
、
新
拾
遺
集
に
、
「
あ
め
つ
ち
の
…
」
 
（
三
一
七
）
の
長
歌
一
首
。

以
上
の
よ
う
に
な
る
。
右
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
巻
八
の
「
四
首

の
歌
」
が
後
世
の
赤
人
像
形
成
の
中
心
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
事
は
容
易
に
想
像

出
来
る
。
実
は
真
の
赤
人
作
で
な
い
も
の
を
、
赤
人
作
歌
と
考
え
た
勅
撰
集
の

撰
者
、
『
赤
人
集
』
の
撰
者
の
赤
人
観
も
面
白
い
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
結
論
的

に
は
巻
十
の
歌
の
中
古
的
な
技
巧
を
赤
人
と
思
い
込
ん
で
い
た
と
推
察
す
る
他

な
い
よ
う
で
あ
る
。

 
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
ま
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
肝
腎
の
巻
八

の
雑
歌
六
首
に
入
ら
な
い
内
に
筆
を
欄
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
全
く
私
の
至
ら
な
さ
の
故
で
あ
る
が
、
実
を
言
う
と
、
近
年
本
学

の
紀
要
に
万
葉
第
三
期
の
歌
人
達
に
つ
い
て
書
い
て
来
た
の
で
、
ど
う
し
て
も

第
三
期
及
び
赤
人
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
事
を
出
来
る
だ
け
言
炉
た
か
っ
た
事

と
、
巻
八
の
六
首
、
就
中
「
四
首
の
歌
」
に
つ
い
て
は
以
上
私
が
縷
々
述
べ

た
よ
う
な
事
を
前
提
と
し
て
更
に
深
く
述
べ
て
み
た
い
希
望
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

注
1

注
2

「
山
部
赤
人
一
長
歌
・
反
歌
に
お
け
る
構
成
意
識
一
」

研
究
資
料
叢
書
「
万
葉
集
4
」
）

「
萬
葉
集
の
歴
史
的
地
磐
」
（
『
萬
葉
集
大
成
」
1
）

（
日
本
文
学

（10）
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注
3

注注注注注
8 7 6 5 4

巻
三
の
或
本
の
歌
（
三
六
三
）
は
（
三
六
二
）
番
歌
の
三
三
な
の
で

こ
こ
で
は
一
首
と
し
て
数
え
な
か
っ
た
。

「
山
部
赤
人
」
（
『
萬
葉
集
大
成
」
9
）
．

「
山
部
赤
入
」
（
『
萬
葉
集
大
成
』
9
）

「
山
部
赤
人
」
．
（
『
萬
葉
集
講
座
」
第
一
巻
春
陽
堂
）

伊
藤
博
著
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
」
上

清
水
克
彦
「
赤
人
の
春
雑
歌
四
首
に
つ
い
て
」
（
『
万
葉
」
九
四
号
）

＼

（11）

'

＼

山
部
赤
人
論
e
 
一
巻
八
雑
歌
六
首
誕
生
の
背
景
i


