
一　

は
じ
め
に

　
『
万
葉
集
』
巻
五
に
は
、
山
上
憶
良
の
次
の
作
品
が
載
っ
て
い
る
。

　
　
　

思
二
子
等
一
歌
一
首
并
序

釋
迦
如
来
金
口
正
説　

等
思
二
衆
生
一
如
二
羅

羅
一　

又
説　

愛
無
レ
過
レ
子　

至
極
大
聖
尚
有
二
愛
レ
子
之
心
一　

况
乎
世
間
蒼

生
誰
不
レ
愛
レ
子
乎

瓜う
り

食は

め
ば　

子こ

ど
も
思お
も

ほ
ゆ　

栗く
り

食は

め
ば　

ま
し
て
偲し
ぬ

は
ゆ　

い

づ
く
よ
り　

来き
た

り
し
も
の
ぞ　

ま
な
か
ひ
に　

も
と
な
か
か
り
て　

安や
す

眠い

し
寝な

さ
ぬ
（
５
・
八
〇
二
）

　
　
　

反
歌

銀し
ろ
か
ねも　

金く
が
ね

も
玉
も　

何な
に

せ
む
に　

ま
さ
れ
る
宝た

か
ら　

子こ

に
及し

か
め

や
も
（
５
・
八
〇
三
）

　

本
稿
は
、
こ
の
作
品
の
う
ち
の
長
歌
八
〇
二
番
歌
の
「
瓜
食
め
ば　

子
ど
も
思
ほ
ゆ　

栗
食
め
ば　

ま
し
て
偲
は
ゆ
」
に
つ
い
て
考
察
す

る
（
１
）。

　

詳
し
い
考
察
に
入
る
前
に
、「
偲し

ぬ

は
ゆ
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
部
分
の
原
文
は
、「
斯
農
波
由
」
で
あ
り
、「
し

ぬ
は
ゆ
」
と
訓
む
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
澤
瀉
久
孝
氏
『
万
葉
集
注
釈

巻
第
五
』
が
、

こ
こ
に
は
「
農ヌ

シ斯
」（
八
八
二
）、「
斯シ

ヌ農
」（
八
八
九
）、「
都ツ

祢ネ

斯シ

良ラ

農ヌ

」（
八
八
八
）、「
泊ハ

テ

農ヌ

」（
八
九
六
）
な
ど
、
同
じ
作
者
が
ヌ
の
仮
名

に
用
ゐ
て
ゐ
る
「
農
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
…
…
こ
こ
は
明
ら
か
に

山
上
憶
良
「
思
子
等
歌
」
の
「
瓜
食
め
ば
子
ど
も
思
ほ
ゆ　

栗
食
め
ば
ま

し
て
偲
は
ゆ
」
に
つ
い
て

廣　
　

川　
　

晶　
　

輝



シ
ヌ
ハ
と
訓
ま
し
た
も
の
と
思
は
れ
、

と
、
山
上
憶
良
自
身
の
他
の
作
品
に
お
け
る
仮
名
表
記
に
着
目
し
て
指

摘
し
て
い
た
こ
と
が
参
照
さ
れ
よ
う
。「
農ヌ

シ斯
」（
八
八
二
）
は
「
主
」

で
あ
り
、「
斯シ

ヌ農
」（
八
八
九
）
は
「
死
ぬ
」
で
あ
り
、「
都ツ

祢ネ

斯シ

良ラ

農ヌ

」

（
八
八
八
）
は
「
常
知
ら
ぬ
」
で
あ
り
、「
泊ハ

テ

農ヌ

」（
八
九
六
）
は
、「
泊

て
ぬ
」
で
あ
る
。
澤
瀉
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
農
」
を
「
ぬ
」
と
訓
む

こ
と
は
動
か
な
い
。

　

そ
の
「
し
ぬ
は
」
の
終
止
形
は
「
し
ぬ
ふ
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
し

ぬ
ふ
」
に
つ
い
て
、
右
の
『
万
葉
集
注
釈
』
は
、

ヌ
↓
甲
類
ノ
と
変
化
し
た
、
そ
の
古
い
形
を
用
ゐ
た
も
の
と
思
は

れ
る
。
結
句
の
「
奈ナ

佐サ

農ヌ

」
と
共
に
こ
の
作
者
の
古
語
使
用
癖
の

一
つ
と
見
ら
れ
よ
う
か
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
古
い
形
」「
古
語
」
と
い
う
把
握
に
つ
い
て

は
、
説
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
試
み
に
辞
書
の
記
述
で
も
、『
岩

波
古
語
辞
典
』（
一
九
七
四
年
一
二
月
、
岩
波
書
店
）
は
、
項
目
「
し
ぬ

ひ
」
の
説
明
に
お
い
て
、「
シ
ノ
ヒ
の
母
音
交
替
形
」
と
し
、

奈
良
時
代
に
は
シ
ノ
ヒ
と
シ
ヌ
ヒ
と
が
並
ん
で
行
な
わ
れ
て
い
た

と
指
摘
す
る
（
２
）。
ま
た
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』（
一
九
六

七
年
一
二
月
、
三
省
堂
）
も
、
項
目
「
し
ぬ
ふ
」
の
説
明
に
お
い
て
、

「
シ
ノ
フ
の
転
」
と
し
、「【
考
】」
の
部
分
で
は
、

甲
類
の
ノ
と
ヌ
に
限
ら
ず
、
オ
列
甲
類
と
ウ
列
と
は
通
じ
合
う
こ

と
が
多
い
。

と
指
摘
す
る
。「
し
ぬ
ふ
」
と
「
し
の
ふ
」
と
を
通
時
的
に
捉
え
る
か
共

時
的
に
捉
え
る
か
は
、
こ
の
よ
う
に
説
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
我
々
は
、「
し
ぬ
ふ
」
と
「
し
の
ふ
」
と
を
同
列
に
扱
っ
て
考
察
せ

ね
ば
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

　

さ
て
、「
思
ほ
ゆ
」
の
目
的
語
は
直
上
の
「
子
ど
も
」
で
あ
る
。
一

方
、「
ま
し
て
偲
は
ゆ
」
の
方
の
目
的
語
は
ど
う
か
。「
ま
し
て
」
が
「
な

お
さ
ら
、
い
っ
そ
う
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ

の
「
ま
し
て
偲
は
ゆ
」
の
目
的
語
も
「
子
ど
も
」
で
あ
る
こ
と
は
動
か

な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
は
、

瓜
食
め
ば　

子
ど
も
思
ほ
ゆ

栗
食
め
ば　

ま
し
て
（
子
ど
も
）
偲
は
ゆ

と
把
握
さ
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
と
な
れ
ば
、
な
ぜ
、
瓜
を
食
べ
る
と
い
つ
も
子
ど
も
達
（
３
）

の
こ
と
が
「
思
ほ
ゆ
」
で
あ
り
、
栗
を
食
べ
る
と
い
つ
も
子
ど
も
達
の

こ
と
が
い
っ
そ
う
「
偲
は
ゆ
」
と
歌
わ
れ
る
の
か
。
こ
の
点
は
、
従
来
、

深
く
追
究
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
近
時
の
乾
善
彦
氏
「
子
等

を
思
ふ
歌
」（『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品　

第
五
巻
』（
二
〇
〇
〇

年
九
月
、
和
泉
書
院
）
は
、



…
…
「
お
も
ほ
ゆ
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
ま
し
て

4

4

4

し
の
は
ゆ
」
と

い
う
、
そ
の
「
思
う
こ
と
」
の
強
さ
が
増
し
て
行
く
状
況
を
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
「
し
の
は
ゆ
」
は
、
そ
の
「
お
も
ほ

ゆ
」
る
こ
と
が
限
定
さ
れ
深
化
し
た
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
指
摘
し
、「
思
ほ
ゆ
」「
偲
は
ゆ
」
の
違
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
、
依
然
と
し
て
、「
瓜
食
め
ば　

子
ど
も
思
ほ
ゆ
」
で
あ
る
の
に

対
し
て
、「
栗
食
め
ば　

ま
し
て
偲
は
ゆ
」
で
あ
る
こ
と
の
説
明
は
果
た

さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。

　

ゆ
え
に
、
本
稿
は
、
こ
の
点
に
絞
り
、
小
考
と
し
て
報
告
す
る
も
の

で
あ
る
。

二　
「
し
の
ふ
」
に
つ
い
て

　

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
し
ぬ
ふ
」
を
考
え
る
う
え
で
「
し
の

ふ
」
へ
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
し
の
ふ
」
に
つ
い
て
確

認
す
る
。

　

参
照
す
べ
き
先
行
研
究
と
し
て
、
内
田
賢
德
氏
「
動
詞
シ
ノ
フ
の
用

法
と
訓
詁
」（『
上
代
日
本
語
表
現
と
訓
詁
』、
二
〇
〇
五
年
九
月
、
塙
書

房
。
初
出
、「
上
代
語
シ
ノ
フ
の
意
味
と
用
法
」、『
帝
塚
山
学
院
大
学　

日
本
文
学
研
究
』
第
二
一
号
、
一
九
九
〇
年
二
月
）
が
あ
る
。
内
田
論

文
は
、感

覚
に
ふ
れ
て
く
る
周
囲
の
も
の
に
触
発
さ
れ
た
情
緒
の
中
で
の

対
象
へ
の
思
い
と
い
う
こ
と
が
、「
偲
ふ
」
を
「
思
ふ
」
と
分
け
て

い
る
。

と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
こ
の
内
田
論
文
を
ふ
ま
え
る
伊
藤
益
氏
「
非
在

の
構
図　
　
『
萬
葉
集
』
巻
十
九
、
四
二
九
二
の
論　
　

」（『
淑
徳
大
学
研
究
紀

要
』
第
二
八
号
、
一
九
九
四
年
三
月
）
は
、

「
し
の
ふ
」
は
、
何
ら
か
の
媒
介
物
を
介
し
て
情
動
が
或
る
対
象
へ

と
差
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
現
に
嘱
目
の
事
・
物
を

媒
介
と
し
て
間
接
的
に
現
に
不
在
の
対
象
が
思
念
さ
れ
る
こ
と
を

表
わ
す
の
を
、
そ
の
本
来
的
な
機
能
と
し
て
い
る

と
指
摘
す
る
。
こ
の
両
論
文
の
把
握
が
基
本
と
な
ろ
う
。

　

右
の
内
田
論
文
は
、「
し
の
ふ
」
に
つ
い
て
の
貴
重
な
指
摘
を
細
部
に

わ
た
っ
て
行
な
っ
て
い
る
。
内
田
論
文
は
、「
し
の
ふ
（
し
ぬ
ふ
）」
と

い
う
歌
語
を
考
察
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
論
考
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
の
で
、
し
ば
ら
く
内
田
論
文
の
論
述
内
容
を
追
っ
て
み
な
く
て

は
な
ら
な
い
（
４
）。

　

内
田
論
文
は
「
し
の
ふ
」
の
「
そ
こ
に
な
い
人
や
も
の
ご
と
を
思
う
」

用
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
が
、
そ
の
例
と
し
て
、

大
宝
元
年
辛
丑
秋
九
月
、
太
上
天
皇
幸
二
于
紀
伊
国
一
時
歌



巨
勢
山
の　

つ
ら
つ
ら
椿　

つ
ら
つ
ら
に　

見
つ
つ
偲
は
な　

巨

勢
の
春
野
を
（
１
・
五
四
）

を
採
り
上
げ
、「
偲
は
れ
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
春
野
」
と
「
現
に
見
て

い
る
と
こ
ろ
の
秋
の
椿
」
と
い
う
「
二
つ
の
要
素
」
を
指
摘
す
る
。
秋

の
九
月
に
巨
勢
山
の
椿
を
見
て
、
春
の
椿
を
偲
ん
で
い
る
こ
の
五
四
番

歌
は
、「
そ
こ
に
な
い
人
や
も
の
ご
と
を
思
う
」
用
法
を
確
認
す
る
う
え

で
の
適
切
な
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

内
田
論
文
は
、
続
い
て
、

現
に
矚
目
し
て
い
る
も
の
（
Ｂ
）

そ
こ
に
不
在
の
思
わ
れ
て
い
る
も
の
（
Ａ
）

と
し
た
う
え
で
、

Ｂ
を
見
て
Ａ
を
偲
ふ
と
い
う
文
型

の
存
在
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、「
Ｂ
が
Ａ
の
或
る
延
長
で
あ
る
と
い
う
関

係
を
も
つ
」
こ
と
を
も
指
摘
し
、
そ
の
鍵
語
「
延
長
」
の
内
容
と
し
て

「
提
喩
」
お
よ
び
「
換
喩
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
「
提
喩
」
の
例
と
し
て
、

我
が
背
子
し　

け
だ
し
罷
ら
ば　

白
た
へ
の　

袖
を
振
ら
さ
ね　

見
つ
つ
偲
は
む
（
15
・
三
七
二
五
）

を
採
り
上
げ
、
Ｂ
と
し
て
の
「
白
た
へ
の
袖
」
は
、
Ａ
と
し
て
の
「
我

が
背
子
」
の
「
卓
越
し
た
部
分
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
に
、
Ｂ
が
Ａ
の
「
提
喩
」
で
あ
る
点
を
見
出
す
わ
け
で
あ
る
。

　

一
方
、「
換
喩
」
の
例
と
し
て
、

我
が
形
見　

見
つ
つ
偲
は
せ　

あ
ら
た
ま
の　

年
の
緒
長
く　

我

も
思
は
む
（
４
・
五
八
七
）

を
採
り
上
げ
、

も
の
の
名
が
こ
こ
に
な
く
と
も
、
偲
ふ
こ
と
の
媒
介
と
し
て
の
換

喩
的
事
物
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
す
る
。
ま
た
、

秋
萩
の　

上
に
白
露　

置
く
ご
と
に　

見
つ
つ
ぞ
偲
ふ　

君
が
姿

を
（
10
・
二
二
五
九
）

を
採
り
上
げ
、

「
白
露
」
も
「
君
之
光
儀
」（
本
文
）
に
対
し
て
隠
喩
的
で
あ
る
よ
り
、

露
に
濡
れ
つ
つ
帰
っ
て
行
っ
た
「
君
」
に
対
し
て
換
喩
的
だ
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
右
の
記
述
に
も
あ
る
と
お
り
、
こ
の
二
二
五
九
番
歌

の
結
句
の
「
君
が
姿
」
の
原
文
は
、「
君
之
光
儀
」
で
あ
る
。
こ
の
表
記

に
対
し
て
、
例
え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
万
葉
集
③
』
は
、

輝
く
ば
か
り
に
美
し
い
姿
を
表
す
漢
語
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、「
白
露
」
が
、
輝

く
ば
か
り
に
美
し
い
愛
し
い
夫
の
姿
の
「
換
喩
」
で
あ
る
と
す
る
指
摘



は
首
肯
で
き
よ
う
。
内
田
論
文
で
は
、
Ｂ
は
「
一
般
に
は
Ａ
に
対
し
て

換
喩
の
関
係
に
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。「
し
の
ふ
」
を
「
Ｂ
を
見
て

Ａ
を
偲
ふ
と
い
う
文
型
」
に
お
い
て
理
解
す
る
時
、
こ
の
「
換
喩
」
と

い
う
把
握
は
肝
要
な
要
素
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
こ
ま
で
、
内
田
論
文
の
論
述
の
内
容
を
追
っ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
、

当
該
歌
を
考
え
る
う
え
で
よ
り
重
要
な
点
に
迫
っ
て
い
こ
う
。
内
田
論

文
は
、「

見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
偲
ふ
こ
と
が
触
発
さ
れ
く
る
と
い
う
あ

り
方
を
も
つ

と
い
う
点
を
確
認
し
つ
つ
も
、

我
が
背
子
が　

や
ど
な
る
萩
の　

花
咲
か
む　

秋
の
夕
は　

我
を

偲
は
せ
（
20
・
四
四
四
四
）

山
吹
の　

花
取
り
持
ち
て　

つ
れ
も
な
く　

離
れ
に
し
妹
を　

偲

ひ
つ
る
か
も
（
19
・
四
一
八
四
）

な
ど
の
例
を
挙
げ
、

「
見
る
」
が
表
現
上
顕
在
で
な
い
こ
と
も
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、

年
の
は
に　

来
鳴
く
も
の
ゆ
ゑ　

ほ
と
と
ぎ
す　

聞
け
ば
偲
は
く　

逢
は
ぬ
日
を
多
み
（
19
・
四
一
六
八
）

愛
し
と　

思
ひ
し
思
は
ば　

下
紐
に　

結
ひ
付
け
持
ち
て　

止
ま

ず
偲
は
せ
（
15
・
三
七
六
六
）

秋
風
の　

寒
き
こ
の
こ
ろ　

下
に
着
む　

妹
が
形
見
と　

か
つ
も

偲
は
む
（
８
・
一
六
二
六
）

瓜
食
め
ば　

子
ど
も
思
ほ
ゆ　

栗
食
め
ば　

ま
し
て
偲
は
ゆ
…
…

（
５
・
八
〇
二
）

と
い
う
例
歌
を
挙
げ
た
う
え
で
、

「
見
る
」
は
こ
う
し
た
語
彙
、
聞
く
、
付
く
、
着
る
、
食
む
等
の
行

為
の
連
絡
す
る
感
覚
、
聴
覚
・
触
覚
・
味
覚
な
ど
と
相
対
的
な
視

覚
に
つ
な
が
る
と
言
え
る

と
述
べ
つ
つ
も
、
続
け
て
、

し
か
し
、
同
時
に
「
見
る
」
は
単
に
相
対
的
な
多
に
尽
き
な
い
面

も
も
っ
て
い
る
。
換
喩
的
な
関
係
が
感
覚
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る

時
、
例
え
ば
「
栗
食
め
ば
」
と
い
う
そ
れ
は
決
し
て
一
般
的
で
な

い
。
そ
こ
に
偲
は
れ
る
の
は
像
と
し
て
の
子
供
で
あ
り
、
即
ち
見

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
偲
ふ
と
は
可
能
的
な
見
る
こ
と
で
あ

り
、
像
は
内
部
へ
と
現
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
触
発
す
る
も

の
の
側
で
視
覚
は
他
に
優
位
す
る
中
心
で
あ
る
だ
ろ
う
。
見
る
こ

と
と
思
う
こ
と
の
相
関
の
一
種
に
こ
の
関
係
は
属
し
て
も
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
内
田
論
文
の
右
の
部
分
の
記
述
は
少
々
難
解
で
は
あ

る
が
、
す
な
わ
ち
、「
見
る
」
こ
と
が
表
現
上
に
顕
在
し
て
い
な
く
て



も
、「
見
る
」
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
あ
る
「
偲
ふ
」
の
あ
り
よ
う
を
示

唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
内
田
論
文
は
、「
子
ど
も
の
像
」
が

内
部
へ
と
現
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、「
像
と
し

て
の
子
供
」「
像
」
が
「
内
部
へ
と
現
れ
る
」
時
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て

き
た
「
換
喩
」
と
い
う
肝
要
な
要
素
が
作
用
し
て
い
る
と
把
握
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
像
と
し
て
の
子
供
」「
像
」
が
内
部

に
立
ち
現
れ
る
、
そ
の
契
機
と
な
る
の
が
、「
換
喩
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
（
栗
）
を
見
て
食
べ
て
Ａ
（
子
ど
も
）
を
偲
ふ

こ
の
思
考
の
通
路
が
確
保
さ
れ
る
の
も
、
栗
と
子
ど
も
と
が
「
換
喩
」

の
関
係
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三　

栗
の
詠
ま
れ
方
に
つ
い
て

　

現
代
人
の
我
々
は
、
当
該
歌
の
よ
う
に
、「
栗
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌

に
接
し
た
時
、
ど
の
よ
う
な
栗
の
あ
り
さ
ま
（
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
）
を
思
い

浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
だ
け
で
存
在
す
る
栗
の
あ
り
さ
ま
（
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
）
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な
い
（
５
）。
し
か
し
、
当
該
歌

の
中
の
栗
は
、
そ
の
よ
う
な
栗
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、『
万
葉
集
』
中
の
「
栗
」
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
当
該
歌

以
外
の
『
万
葉
集
』
中
の
用
例
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
（
６
）。

　
　
　

那
賀
郡
曝
井
歌
一
首

三
栗
乃
（
み
つ
ぐ
り
の
）　

那
賀
に
向
か
へ
る　

曝
井
の　

絶
え

ず
通
は
む　

そ
こ
に
妻
も
が
（
９
・
一
七
四
五　

高
橋
虫
麻
呂
歌

集
歌
）

松
反
り　

し
ひ
て
あ
れ
や
は　

三
栗
（
み
つ
ぐ
り
の
）　

中
上
り

来
ぬ　

麻
呂
と
い
ふ
奴
（
９
・
一
七
八
三　

柿
本
人
麻
呂
歌
集

歌
）

ま
た
、『
万
葉
集
』
以
外
の
用
例
で
は
、『
古
事
記
』（
応
神
天
皇
条
）
の

二
例
、こ

の
蟹
や　

何
処
の
蟹
…
…
木
幡
の
道
に　

遇
は
し
し
嬢
子　

後

姿
は　

小
楯
ろ
か
も　

歯
並
は　

椎
菱
如
す　

櫟
井
の　

和
邇
坂

の
土
を　

端
つ
土
は　

肌
赤
ら
け
み　

下
土
は　

丹
黒
き
故　

美

都
具
理
能
（
み
つ
ぐ
り
の
）　

そ
の
中
つ
土
を　

か
ぶ
つ
く　

真

火
に
は
当
て
ず　

眉
画
き　

此
に
画
き
垂
れ
…
…
（
四
二
番
）

い
ざ
子
ど
も　

野
蒜
摘
み
に　

蒜
摘
み
に　

我
が
行
く
道
の　

香

細
し　

花
橘
は　

上
つ
枝
は　

鳥
居
枯
し　

下
枝
は　

人
取
り
枯

し　

美
都
具
理
能
（
み
つ
ぐ
り
の
）　

中
つ
枝
の　

ほ
つ
も
り　

赤
ら
嬢
子
を　

誘
さ
さ
ば　

宜
し
な
（
四
三
番
）

が
あ
る
（
７
）。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』（
応
神
天
皇
条
）
に
も
、

い
ざ
吾
君　

野
に
蒜
摘
み
に　

蒜
摘
み
に　

我
が
行
く
道
に　

香



ぐ
は
し　

花
橘　

下
枝
ら
は　

人
皆
取
り　

上
枝
は　

鳥
居
枯
ら

し　

瀰
菟
遇
利
能
（
み
つ
ぐ
り
の
）　

中
枝
の　

ふ
ほ
ご
も
り　

明
れ
る
嬢
子　

い
ざ
栄
映
え
な
（
三
五
番
）

が
あ
る
（
８
）。

　

こ
れ
ら
に
見
る
「
三
つ
栗
の
」
と
は
、「
中
」
を
起
こ
す
枕
詞
で
あ
る

こ
と
は
動
か
な
い
。
し
か
し
、
次
の
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

こ
の
枕
詞
の
あ
り
よ
う
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
イ
ガ
の

中
に
三
つ
の
栗
が
並
ん
で
い
る
姿
、
あ
り
さ
ま
（
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
）」
は
、

古
代
の
人
々
の
歌
表
現
の
あ
り
方
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
も
う
一
度
確
認
し
よ
う
。
当
該
歌
の
「
ま
し
て
偲
は
ゆ
」

の
目
的
語
も
「
子
ど
も
」
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
つ
ま
り
、

こ
こ
は
、

　
　

栗
食
め
ば　

ま
し
て
（
子
ど
も
）
偲
は
ゆ

と
な
る
。「
子
ど
も
」
が
「
子
ど
も
達
」
と
い
う
複
数
を
表
わ
す
こ
と

は
、
注
（
３
）
で
述
べ
て
お
い
た
。
つ
ま
り
、「
イ
ガ
の
中
に
三
つ
の
栗

が
並
ん
で
い
る
姿
」
は
、
当
該
作
品
の
中
の
「
子
ど
も
達
」
と
い
う
複

数
の
あ
り
方
と
す
ぐ
れ
て
「
換
喩
」
の
関
係
に
な
り
得
る
と
言
え
よ
う
。

四　

瓜
と
栗

　

こ
こ
で
、
奈
良
朝
当
時
の
「
瓜
」
と
「
栗
」
の
あ
り
方
を
確
か
め
る

た
め
に
、
関
根
真
隆
氏
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』（
一
九
六
九
年
七

月
、
吉
川
弘
文
館
）
の
記
述
を
参
照
し
よ
う
。

　

関
根
書
で
は
、『
大
日
本
古
文
書
』
に
見
ら
れ
る
「
瓜
類
」
と
し
て
、

「
青
瓜
」「
菜
瓜
」「
生
瓜
」「
熟
瓜
・
保
蘇
治
瓜
」「
黄
瓜
」「
冬
瓜
・
鴨

瓜
」
を
挙
げ
る
。
関
根
書
は
、
こ
れ
ら
の
瓜
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に

数
え
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
詳
し
い
。

　
「
青
瓜
」
に
つ
い
て
、『
大
日
本
古
文
書　

巻
之
十
三
（
追
加
七
）』（
９
）

（
天
平
宝
字
二
年
六
月
二
十
一
日
〜
八
月
二
十
二
日
、
写
千
巻
経
所
食

物
用
帳
）
の
「
青
瓜
廿
顆
」、『
同
』（
天
平
宝
字
二
年
八
月
三
十
日
、
写

経
所
解
）
の
「
青
瓜
一
千
八
百
三
果
」、『
大
日
本
古
文
書　

巻
之
十
一

（
追
加
五
）』（
10
）（
天
平
勝
宝
二
年
七
月
二
日
、
藍
園
瓜
進
上
文
）
の

「
青
瓜
参
佰
弐
拾
丸
」
と
い
う
記
述
を
ふ
ま
え
て
、

顆
（
果
）、
丸
と
一
つ
ず
つ
数
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
指
摘
す
る
。

　
「
菜
瓜
」
に
つ
い
て
、『
大
日
本
古
文
書　

巻
之
三
』（
11
）（
天
平
勝
宝

二
年
七
月
四
日
、
藍
園
熟
瓜
等
送
進
文
）
の
「
菜
瓜
壱
伯
弐
拾
果
」、『
大



日
本
古
文
書　

巻
之
七
（
追
加
一
）』（
12
）（
天
平
十
一
年
八
月
一
日
、

写
経
司
解
）
の
「
菜
瓜
四
百
六
十
八
丸
」
な
ど
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
、

計
量
は
果
、
丸
単
位
で
、
一
つ
ず
つ
勘
定
し
て
い
る
。

と
指
摘
す
る
。

　
「
生
瓜
」「
熟
瓜
・
保
蘇
治
瓜
」「
黄
瓜
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
計
量

は
「
顆
（
果
）」
や
「
丸
」
単
位
で
あ
り
、
一
個
ず
つ
数
え
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
（
13
）。

　

一
方
、
栗
の
方
は
ど
う
か
。
関
根
書
で
は
、
栗
に
「
生
栗
」「
干
栗
」

が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
計
量
に
つ
い
て
は
、『
大
日
本

古
文
書　

巻
之
四
』（
14
）（
天
平
宝
字
二
年
九
月
、
写
経
食
物
雑
物
納

帳
）
の
「
栗
六
升
」、『
大
日
本
古
文
書　

巻
之
十
三
（
追
加
七
）』（
15
）

（
天
平
宝
字
二
年
六
月
二
十
一
日
〜
九
月
十
九
日
、
写
千
巻
経
所
銭
并

衣
紙
等
下
充
帳
）
の
「
二
百
卌
文
生
栗
三
斗
直
」、『
大
日
本
古
文
書　

巻
之
十
六
（
追
加
十
）』（
16
）（
天
平
宝
字
六
年
閏
十
二
月
二
日
〜
二
十

九
日
、
奉
写
二
部
大
般
若
経
料
雑
物
収
納
帳
）
の
「
干
栗
子
玖
古
受
各
一

升
」
な
ど
の
記
述
を
参
照
し
、

計
量
は
石
斗
升
合
…
…
を
用
い
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
瓜
は
一
個
ず
つ
計
量
さ
れ
る
が
、
栗
は
石
・
斗
・
升
・
合

と
い
う
よ
う
に
複
数
で
計
量
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
奈
良
朝
当

時
の
こ
の
一
般
的
把
握
は
、
栗
を
複
数
で
捉
え
子
ど
も
達
と
の
換
喩
の

関
係
を
把
握
す
る
前
節
の
把
握
と
齟
齬
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

五　

ま
と
め
に
替
え
て

　

も
と
よ
り
、
本
稿
は
、
早
く
に
金
子
元
臣
氏
『
万
葉
集
評
釈　

第
三

冊
』（
一
九
四
〇
年
一
一
月
）
が
、

甜
瓜
だ
の
栗
だ
の
は
子
供
の
好
物
で
あ
る
。

と
述
べ
、
近
時
の
井
村
哲
夫
氏
『
万
葉
集
全
注　

巻
第
五
』（
一
九
八
四

年
六
月
）
が
、

瓜
は
ま
く
わ
う
り
。
栗
と
と
も
に
子
供
の
好
物
で
あ
る
。

と
指
摘
す
る
こ
と
が
ら
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。

　

本
稿
は
、「
瓜
食
め
ば　

子
ど
も
思
ほ
ゆ
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
栗
食
め
ば　

ま
し
て
偲
は
ゆ
」
で
あ
る
こ
と
の
説
明
を
追
究
し
て
き

た
の
で
あ
る
。「
偲
は
ゆ
」
の
「
偲
ふ
」
に
つ
い
て
、
前
掲
の
内
田
賢
德

氏
「
動
詞
シ
ノ
フ
の
用
法
と
訓
詁
」
が
、

感
覚
に
ふ
れ
て
く
る
周
囲
の
も
の
に
触
発
さ
れ
た
情
緒
の
中
で
の

対
象
へ
の
思
い
と
い
う
こ
と
が
、「
偲
ふ
」
を
「
思
ふ
」
と
分
け
て

い
る
。

と
指
摘
し
、
ま
た
、
そ
の
内
田
論
文
を
ふ
ま
え
て
の
伊
藤
益
氏
「
非
在



の
構
図　
　
『
萬
葉
集
』
巻
十
九
、
四
二
九
二
の
論　
　

」
が
、

「
し
の
ふ
」
は
、
何
ら
か
の
媒
介
物
を
介
し
て
情
動
が
或
る
対
象
へ

と
差
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
現
に
嘱
目
の
事
・
物
を

媒
介
と
し
て
間
接
的
に
現
に
不
在
の
対
象
が
思
念
さ
れ
る
こ
と
を

表
わ
す
の
を
、
そ
の
本
来
的
な
機
能
と
し
て
い
る

と
指
摘
す
る
こ
と
を
基
本
的
な
把
握
に
据
え
て
、
追
究
し
て
き
た
。

　

当
該
作
品
の
中
に
は
、「
子
ど
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
複
数
の
「
子
ど

も
達
」
が
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
子
ど
も
達
の
あ
り
方
と
、
複
数

の
「
栗
」
の
あ
り
方
と
は
、
す
ぐ
れ
て
「
換
喩
」
の
関
係
に
な
り
得
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
栗
食
め
ば　

ま
し
て
偲
は
ゆ
」
と
表
現
さ
れ
得
る
の
で

あ
る
。
と
述
べ
て
ま
と
め
と
し
た
い
。

　

な
お
、
当
該
の
作
品
で
は
、「
ま
な
か
ひ
に　

も
と
な
か
か
り
て
」
と

あ
る
。
目
と
目
の
間
の
あ
た
り
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
掛
か
っ
て
離
れ

な
い
の
も
、
右
の
複
数
の
「
子
ど
も
達
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

子
ど
も
達
の
姿
が
ま
さ
に
、
目
と
目
の
間
の
あ
た
り
に
う
ご
め
く
の
だ

と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
作
品
世
界
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
に
も
述
べ
た

別
稿
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（
１
）　 〔
題
詞
・
序
文
・
長
歌
・
反
歌
〕
と
い
う
形
を
採
る
当
該
作
品
全
体

の
理
解
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

（
２
）　 

一
九
九
〇
年
二
月
の
「
補
訂
版
」
に
お
い
て
も
同
様
の
記
述
と
な
っ

て
い
る
。

（
３
）　 「
子
ど
も
」
の
「
ど
も
」
は
、
複
数
の
接
尾
語
で
あ
る
こ
と
、
論
を
俟

た
な
い
。

（
４
）　 

内
田
論
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
『
万
葉
集
』
の
歌
の
表
記
は
、
基
本

的
に
内
田
論
文
の
表
記
に
拠
り
、
内
田
論
文
で
引
用
さ
れ
て
い
な
い

題
詞
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
万
葉
集
』（
小
学

館
）
に
拠
る
。

（
５
）　 

甲
南
大
学
の
講
義
「
上
代
文
学
研
究
」
に
て
当
該
作
品
を
扱
っ
た
折

り
、
受
講
学
生
に
、
こ
の
歌
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
栗
の
あ
り
さ
ま

（
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
）
の
絵
を
描
い
て
も
ら
っ
た
。
受
講
学
生
の
大
半
が
、

一
つ
だ
け
の
栗
を
描
い
て
い
た
。

（
６
）　 

引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
万
葉
集
』（
小
学
館
）
に
拠

る
。

（
７
）　 

引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
古
事
記
』（
小
学
館
）
に
拠

る
。

（
８
）　 

引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
日
本
書
紀
』（
小
学
館
）
に

拠
る
。

（
９
）　

一
九
二
〇
年
三
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛

（
10
）　

一
九
一
七
年
一
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛

（
11
）　

一
九
〇
二
年
一
〇
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛



（
12
）　

一
九
〇
七
年
一
〇
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛

（
13
）　 

関
根
書
は
、「
冬
瓜
・
鴨
瓜
」
に
つ
い
て
、
計
量
は
他
の
瓜
と
同
じ
よ

う
に
「
果
」
単
位
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
多
く
の
場
合
は

「
現
今
の
一
切
れ
、
二
切
れ
の
〝
切
〞
の
よ
う
な
意
味
に
相
当
」
す
る

「
割
」
な
ど
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
14
）　

一
九
〇
三
年
三
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛

（
15
）　

注
（
９
）
に
同
じ
。

（
16
）　

一
九
二
七
年
三
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛


