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赤
人

「
神
岳
作
歌
」

神
岳
に
登
り
て
、
山
部
宿
祢
赤
人
が
作
る
歌
一
首

(
A
)
三
諸
の
神
奈
備
山
に
五
百
枝
さ
し

つ
が
の
木
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
玉
葛

り
つ
つ
も
止
ま
ず
通
は
む

山
高
み
川
と
ほ
し
ろ
し

は
川
し
さ
や
け
し

騒
く
/
/
(
C
)

は
じ
め
に

明
日

春
の
日
は

朝
雲
に

る
ご
と
に

反
歌

明
日
香
川

ら
な
く
に

川
淀
去
ら
ず

赤
人
「
神
岳
作
歌
」
考

鶴
は
乱
れ

出
町
の

立
つ
霧
の

考

井
せ
て
短
歌

し
じ
に
生
ひ
た
る

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

あ

ー

/
/
(
B
)

山
し
見
が
欲
し

タ
霧
に

秋
の
夜

か
は
づ
は

(
3
・一一一一一四)

思
ひ
過
ぐ
べ
き3 

三恋

五7あ

朴

喜

淑

右
に
掲
げ
た
、
万
葉
集
巻
三
の
雑
歌
部
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
二
首
(
以

下
、
「
神
岳
作
歌
」
と
記
す
)
は
、
題
詞
に
「
神
岳
に
登
り
て
、
山
部
宿
祢
赤

人
が
作
る
歌
一
首
」
と
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
作
歌
年
次
や
作
歌
事
情
に
関

し
て
は
不
明
で
あ
る
。
長
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る
「
明
日
香
の
旧
き
都
」

は
、
持
統
八
年
(
六
九
四
年
)
十
二
月
に
行
わ
れ
た
藤
原
遷
都
に
よ
り
、
旧

都
と
な
っ
た
「
天
武
・
持
統
両
天
皇
の
皇
宮
清
御
原
宮
の
跡
」
(
『
新
編
全
集
』
)

を
中
心
と
し
て
い
う
。
そ
の
旧
都
の
明
日
香
の
神
岳
に
登
っ
て
赤
人
は
こ

の
二
首
を
作
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
旧
都
明
日
香
が
歌
わ
れ
る
こ
と
の

意
味
を
考
え
な
が
ら
、
当
該
「
神
岳
作
歌
」
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
検
討

し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

長
歌
の

(
A
)
、
(
B
)
 
の
部
分
に
つ
い
て

長
歌
は
、
「

i
は
」
と
い
う
形
で
「
明
日
香
の
旧
き
都
」
が
提
示
さ

れ
る

(
A
)
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
「
旧
き
都
」
は
、
「
つ
が
の
木
の

し、



や

継

ぎ

継

ぎ

に

玉

葛

止

ま

ず

通

は
む
」
空
間
で
あ
り
、
こ
う
し
た
表
現
は
上
野
誠
氏
「
故
郷
・
飛
鳥
思
慕

の
文
学
|
『
万
葉
集
』
と
天
武
皇
統
|
」
(
『
古
典
と
民
俗
学
論
集
(
桜
井
満
先

生
追
悼
)
』
一
九
九
七
年
/
『
古
代
日
本
の
文
芸
空
間
』
所
収
)
が
、

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

あ
り
つ
つ
も

赤
人
は
こ
の
作
品
で
「
あ
り
つ
つ
も
や
ま
ず
通
は
む
」
と
、
最
高

の
讃
め
言
葉
で
飛
鳥
へ
の
強
い
執
着
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ

た
飛
鳥
の
造
形
は
、
近
江
・
藤
原
・
平
城
・
久
迩
の
宮
都
が
「
旧
都
」

と
な
っ
た
時
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
よ
う
に
、
旧
都
明
日
香
に
対
す
る
讃
美
表
現
で
あ
る
。

続
く

(
B
)
の
部
分
は
、
旧
都
明
日
香
の
山
と
川
、
春
と
秋
、
朝
と
タ

な
ど
が
「
『
万
葉
集
』
内
に
お
け
る
最
も
整
備
さ
れ
た
形
」
(
稲
岡
耕
二
氏
『
鑑

賞
日
本
の
古
典
2

万
葉
集
』
一
九
八
O
年
)
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

(
B
)

の
部
分
に
つ
い
て
梶
川
信
行
氏
「
赤
人
の
《
芸
》

l

『
登
神
岳
作
歌
』

を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
『
万
葉
学
論
孜
(
松
田
好
夫
先
生
迫
悼
論
文
集
)
』
一
九
九
O
年

/
『
万
葉
史
の
論
山
部
赤
人
』
所
収
)
は
、

「
山
」
と
「
川
」
、
「
春
」
と
「
秋
」
、
「
朝
」
と
「
タ
」
と
い
う
三
組
に

対
句
を
駆
使
し
、
明
日
香
の
す
ば
ら
し
い
自
然
を
描
い
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
対
句
も
、
国
土
讃
美
的
天
皇
讃
歌
の
典
型
で
あ

る
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
土

讃
美
の
歌
の
〈
叙
景
〉
は
、
《
あ
り
得
ベ
き
景
》
の
姿
を
言
上
げ
す
る

の
が
そ
の
通
例
だ
が
、
こ
こ
に
「
山
高
み
」
、
「
山
し
見
が
欲
し
」
、
「
河

し
さ
や
け
し
」
な
ど
と
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
「
明
日
香

の
古
き
都
」
が
《
あ
り
得
ペ
き
景
》
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
上
げ

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
人
麻
自
の
吉
野
讃
歌
や
、
笠
金
村
と
車
持
千

年
の
吉
野
行
幸
歌
な
ど
に
み
え
る
山
・
川
の
美
し
い
風
景
描
写
は
、
吉
野

へ
の
讃
美
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
あ
り
得
ベ
き
最
」
で
あ
る
こ
と
は
論

を
侠
た
な
い
。
さ
ら
に
集
中
の
赤
人
の
歌
に
は
、

山
部
宿
祢
赤
人
が
作
る
歌
二
首
井
せ
て
短
歌

わ
ご
大
君
の

や
す
み
し
し

高
知
ら
す

吉
野
の
宮
は

L
h
』

'
-
P
L
F

宇
れ
中

t
.
3

引
く

そ
の
山
の

秋
へ
に
ー

す
に
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く

常
に
通
は
む

反
歌
二
首

み
吉
野
の

州

.u
き
を
を
り

い
や
ま
す
ま

も
も
し
き
の
大
宮
人
は

(
6
・
九
二
一
二
)

久
木
生
ふ
る

剖?
) 111 九

…一
日恩

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
ふ
け
行
け
ば

司
司
同
副
社

八
年
丙
子
の
夏
六
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
す
時
に
、
山
部
宿
祢

〈

6

・
九
二
五
)



井
せ
て
短
歌

見
し
た
ま
ふ

吉
野
の
宮
は

見

尽
き
ぱ

て
大
宮

所

こ
の
川
の

止
む
時
も
あ
ら
め

反
歌
一
首

(
6
・一
O
O五
)

も
も
し
き
の

山
川
を

(
6
・一
O
O六
)

と
歌
う
も
の
が
あ
り
、
吉
野
の
山
と
川
と
が
讃
美
さ
れ
、
そ
こ
に
通
い
続

け
る
大
宮
人
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
当
該
長
歌
の

(
B
)
の
部
分
も
こ
れ
ら

の
歌
と
同
様
、
旧
都
明
日
香
に
対
す
る
讃
美
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

(
A
)
(
B
)
の
部
分
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
、
次
は

旧
都
明
日
香
に
接
す
る
心
情
、
当
該
長
歌
の
主
情
、
本
旨
が
集
約
さ
れ
て

い
る

(
C
)

の
部
分
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

吉
野
の
宮
に

高
知
ら
せ
る
は

あ
り
通
ひ

長
歌
の

(C) 
の
部
分
に
つ
い
て

長
歌
結
解
部
で
も
あ
る

(
C
)

の
「
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ

古
へ
恩
へ
ば
」
に
つ
い
て
稲
岡
耕
二
氏
(
前
掲
書
)
は
、
「
旧
都
悲
傷
の
持

情
」
と
し
な
が
ら
、
「
叙
景
部
分
か
ら
末
尾
三
句
に
か
け
、
景
と
情
と
の
間

赤
人
「
神
岳
作
歌
」
考

に
微
か
な
分
裂
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
、

(
B
)
の
部
分
と
の
不
自
然
さ
を
指

摘
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
太
田
豊
明
氏
「
神
岳
に
登
る
歌
と
春
日
野
に
登
る

歌
」
(
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
第
七
巻
』
二
O
O
一
年
。
以
下
、
太
田

論
文

A
と
す
る
)
は
、

こ
れ
ら
の
論
で
は
、

C
に
表
現
さ
れ
て
い
る
持
情
の
内
容
を
、
人
麻

自
の
「
近
江
荒
都
歌
」
に
通
ず
る
よ
う
な
、
現
在
の
さ
び
れ
た
明
日

香
古
京
に
対
す
る
「
悲
傷
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
限

り
で
は
、

C
は
、
讃
歌
的
文
脈
を
形
成
し
て
い
る
B
の
部
分
と
は
打

ち
合
わ
な
い
と
さ
れ
る
。
ー
(
中
略

)
tし
か
し
、
こ
こ
に
見
ら
れ

る
持
情
を
「
悲
傷
」
や
「
悲
嘆
」
と
呼
ん
で
し
ま
う
に
は
、
表
現
が

あ
ま
り
に
簡
略
で
淡
白
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

0

1
(中
略
)
1
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
淡
々
た
る
叙
述
の
中
に
、
単

に
悲
嘆
や
荒
廃
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
た
意
図
を

見
る
べ
き
で
、
そ
こ
に
は
B
の
讃
美
的
文
脈
と
広
く
結
び
付
く
べ
き

心
情
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

と
反
論
し
、
「
『
見
る
ご
と
に
』
と
い
う
『
見
る
』
対
象
が
、
明
日
香
の
讃

美
さ
れ
た
景
観
」

(
B
)
で
あ
る
以
上
、

(
C
)
の
「
見
る
ご
と
に
音
の

み
し
泣
か
ゆ
」
も
讃
美
の
表
現
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
、
当
該
長
歌
に
お
い
て
こ
の
「
見
る
ご
と
に

音
の
み
し
泣
か

一一一一一



ゆ
」
を
、
讃
美
の
表
現
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
集
中
の
「
音

+
泣
く
」
の
用
例
、
四
十
一
例
の
中
に
は
、
太
田
論
文
A
が
い
う
よ
う
な

讃
美
の
例
は
一
例
も
な
い
。
「
音
+
泣
く
」
は
、
相
聞
(
十
三
例
)
、
挽
歌
(
十

二
例
)
、
雑
歌
(
三
例
)
、
そ
し
て
、
恋
歌
的
な
歌
(
五
例
)
、
そ
の
他
(
八
例
)

が
あ
り
、
別
れ
・
会
え
な
い
こ
と
、
悩
み
な
ど
で
声
を
あ
げ
て
泣
く
と
い

う
、
嘆
き
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
当
該
長
歌
と
同
様

「
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
と
歌
っ
て
い
る
例
が
二
例
あ
る
。

①
つ
ぎ
ね
ふ
山
背
道
を
他
夫
の
馬
よ
り
行
く
に

徒
歩
よ
り
行
け
ば
則
剖
d
剖
叫
l
d

引
司
湖
刻

ふ
に
心
し
痛
し
た
ら
ち
ね
の
母
が
形
見
と

J
山
内
科
h
w
明鏡
U••• 

輔
領
巾•••• 

免

ω出
制
拘
わ
り
.
℃
.

己
夫
し

そ
こ
恩

我
が
持
て
る

馬
買
へ
我
が
背

反
歌

(m
・
コ
三
二
四
)

か泉
も川

渡
り
瀬
深
み

旅
行
き
衣

(m
・
三
三
二
五
)

濡
れ
湿
た
む

我
が
背
子
が

或
本
反
歌
日

記
引
で
銭
.. 出
m
d
M
M
M
U
.
我
山
内
.
脱
出

u

行
く
見
れ
ば

馬
買
は
ぱ
妹
徒
歩
な
ら
む

我
は
二
人
行
か
む

君
が
徒
歩
よ
り

よ
し
ゑ
や
し

な
づ
み

石
は
踏
む
と
も

目
・
=
=
二
六
)

(m
・
2=一
二
七
)

二
四

②
 高

円
の

代
逮
そ
け
ば

高
円
の
峰
の
上
の
宮
は

名
忘
れ
め
や

高
円
の
野
辺
延
ふ
葛
の

大
君
か
も

興
に
依
り
、
各
高
円
の
離
宮
処
を
恩
ひ
て
作
る
歌
王
首

野
の
上
の
宮
は
荒
れ
に
け
り

立
た
し
し
君
の

御

m-
四
五
O
六
)

荒
れ
ぬ
と
も

立
た
し
し
君
の

み

(m
・
四
五
O
七

末
つ
ひ
に

千
代
に
忘
れ
む

我
カ2

(
却
・
四
五
O
八
)

絶
え
ず
偲
は
む

延
ふ
葛
の

結
ふ
ペ
し
も

だ
君
.
0

••• 

紙
訟
で
民
占
h
u
b
-
u

例
制
U
剖
州
例

①
は
、
山
城
へ
の
道
を
他
人
の
夫
は
馬
で
行
く
の
に
自
分
の
夫
は
徒
歩

で
行
く
の
で
、
見
る
た
び
に
声
を
あ
げ
て
泣
く
と
歌
う
。
お
そ
ら
く
下
級

官
人
で
あ
ろ
う
「
己
夫
」
は
、
「
見
る
ご
と
に
」
と
あ
る
か
ら
、
山
城
の
道

を
幾
度
も
往
復
し
た
こ
と
に
な
る
。
馬
に
乗
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
己
夫
」

と
、
馬
に
乗
る
こ
と
の
出
来
る
「
他
夫
」
と
が
比
較
さ
れ
、
「
富
貴
ナ
ラ
ヌ

男
」
(
『
代
匠
記
(
精
)
』
)
の
妻
は
、
そ
れ
を
見
る
た
び
に
声
を
あ
げ
て
泣
く
。

妻
が
泣
く
原
因
は
、
夫
が
馬
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
妻
に
と
っ

て
馬
は
、
母
の
形
見
と
し
て
持
っ
て
い
る
「
ま
そ
み
鏡
に
崎
領
巾
負

ひ
並
め
持
ち
て
」
買
い
た
い
く
ら
い
の
切
実
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
切
実

大
君
の

見
し
し
野
辺
に
は

標

高
円
の

(
却
・
四
五
O
九
)

野
辺
則
引
ゴ
剖
吋
|
剖

(
却
・
四
五
一

O
)



さ
は
、
或
本
の
反
歌
の
「
ま
そ
鋭

う
か
が
え
る
。

一
方
、
②
は
聖
武
天
皇
の
離
宮
が
あ
っ
た
高
円
山
を
歌
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
歌
わ
れ
る
「
君
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
歌
が
詠
ま

れ
る
二
年
前
(
七
五
六
年
)
に
崩
じ
た
聖
武
天
皇
の
こ
と
を
指
す
。
最
初
の

四
首
は
、
高
円
離
宮
は
荒
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
が
、
君
の
名
は
忘
れ
る
こ

と
な
く
、
絶
え
ず
偲
ぼ
う
と
歌
う
。
そ
し
て
、
最
後
の
四
五
一

O
歌
で
は

今
で
も
君
が
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
野
辺
を
見
る
た
び
に
「
音

の
み
し
泣
か
ゆ
」
と
歌
う
。
こ
の
「
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
に
つ
い
て
太
田

論
文
A
は、

持
て
れ
ど
我
は

験
な
し
」
か
ら
も

高
円
離
宮
の
荒
廃
に
触
発
さ
れ
て
起
き
た
、
今
は
亡
き
聖
武
天
皇
に

対
す
る
追
慕
の
念
が
こ
の
「
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
に
は
満
ち
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
心
情
は
裏
返
せ
ば
、
聖
武
天
皇
の
愛
し
た
高
円
離

宮
に
対
す
る
讃
美
の
念
に
も
な
っ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
「
高
円
の
野

辺
」
が
「
大
君

(
H
聖
武
の
霊
魂
)
の
継
ぎ
て
見
す
ら
し
」
と
さ
れ
て

い
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
四
五
一

O
歌
で
は
、
「
音
の
み
し
泣
か

ゆ
」
に
見
合
っ
た
か
た
ち
で
の
、
現
在
で
も
天
皇
(
の
霊
)
が
見
続

け
る
も
の
と
し
て
の
高
円
離
宮
に
対
す
る
讃
美
の
念
も
表
出
さ
れ
て

い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
讃
美
と
追
慕
と
の
重
層
し
た
心
情
の
あ
り
よ

赤
人
「
神
岳
作
歌
」
考

う
」
は
「
神
岳
作
歌
」
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
②
の
四
五

一
O
歌
に
太
田
論
文
A
の
い
う
、
「
高
円
離
宮
に
対
す
る
讃
美
の
念
」
は
表

わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
、
巻
二
の
「
皇
子
尊

宮
舎
人
等
働
傷
作
歌
二
十
三
首
」
(
2
・一七一

s
一
九
三
)
を
み
て
み
た
い
。

こ
の
二
十
三
首
は
皇
太
子
草
壁
に
仕
え
た
舎
人
た
ち
が
、
皇
子
の
死
を
悼

ん
で
詠
ん
だ
挽
歌
群
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

高
光
る
我
が
日
の
皇
子
の

同，
U

島
の
宮

国
知
ら
さ
ま
し(

2
・
一
七
一
)

高
光
る
我
が
日
の
皇
子
の

訓

Ma門
川
剖

い
ま
し

島
の
倒
門
凶

(
2
・
一
七
三
)

に
は
た
づ
み

止
め
そ

2

・
一
七
八
)

生
ひ

生
ひ
ざ
り
し
草

2
-
一
八

朝
ぐ
も
り
日
の
入
り
行
け
ば

樹
副

q
q刈
円
別
U叫

(
2
・
一
八
八
)

と
歌
う
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
草
壁
皇
子
の
居
所
で
あ
っ
た
島
の
宮
が

荒
れ
て
ゆ
く
様
子
や
、
皇
子
が
お
立
ち
に
な
っ
て
見
て
い
た
島
の
宮
の
島

が
何
度
も
歌
わ
れ
て
お
り
、
島
は
皇
子
が
愛
し
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
舎
人
は
皇
子
が
愛
し
て
い
た
そ
の
島
を
見
て
嘆
く
の
で
あ

劃
た
し
の

島

て

二
五



る
が
、
生
前
愛
し
て
い
た
場
所
を
対
象
に
嘆
く
と
い
う
点
に
お
い
て
②
と

共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
嘆
く
行
為
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
島
や

高
円
の
野
辺
を
愛
し
て
い
た
人
物
、
つ
ま
り
皇
子
や
天
皇
が
こ
の
世
に
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
②
の
四
五
一

O
歌
に
は
、
高
円
の
野
辺
を
愛

し
て
い
た
大
君
が
こ
の
世
に
い
な
い
た
め
、
見
る
た
び
に
泣
く
と
い
う
悲

傷
の
念
が
表
わ
れ
て
い
る
と
解
す
る
し
か
あ
る
ま
い
。
大
君
が
健
在
で
あ

っ
て
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
高
円
の
野
辺
で
は
な
く
、
「
継
ぎ
て
見
す
ら
し
」

と
推
量
形
を
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
高
円
の
野
辺
は
、
だ

か
ら
こ
そ
見
る
た
び
に
声
を
あ
げ
て
泣
く
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
当
該
長
歌
の
「
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
は
ど
の
よ

う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
話
者
が
泣
く
原
因
は
、
「
見
る

ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
古
へ
思
へ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
古
へ
」

を
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
古
へ
」
は
明
日
香
に
都
と
、
大
君
が
存
在

し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
は
旧
き
都
と
な
っ
て
、
「
古
へ
」
と
今

と
が
比
較
さ
れ
る
。

次
の
歌
は
赤
人
と
同
じ
第
三
期
の
歌
人
、
笠
金
村
の
歌
で
あ
る
。

冬
十
月
、
難
波
宮
に
幸
す
時
に
、
笠
朝
臣
金
村
が
作
る
歌
一
首

井
せ
て
短
歌

お
し
照
る
難
波
の
国
は

思
ひ
や
す
み
て

古
り
に
し
里
と
人
皆
の

あ
り
し
聞
に
樹
劇
材
利
|
到
桐

葦
垣
の

つ
れ
も
な
く

一一占ハ

の
{
呂
に

て

6
・
九
二
八
)

反
歌
二
首

荒
野
ら
に

引
制

制
と
な

里
は
あ
れ
ど
も

大1

'j:1 

{
6
・
九
二
九
)

(
第
二
反
歌
省
略
)

こ
の
作
品
で
は
大
君
の
存
在
、
大
君
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
都

と
な
っ
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
当
該
長
歌
で
は
大
君
の
不
在

の
地
を
「
旧
き
都
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
君
不
在

の
旧
都
の
景
が
「
あ
り
得
ベ
き
景
」
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
背
景
と

な
る
大
君
の
不
在
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
「
古
へ
」
と

今
と
の
落
差
も
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。
高
松
寿
夫
氏
「
山
部
赤
人
『
神
岳

作
歌
』
の
方
法
l
主
権
不
在
の
荒
都
歌
l
」
(
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
紀
要
別
冊
(
文
学
・
芸
術
学
編
)
十
八
号
・
一
九
九
二
年
/
『
上
代
和
歌
史
の
研

究
』
所
収
)
が
「
『
突
の
み
し
泣
か
ゆ
』
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
情
は
、

悲
嘆
の
情
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

や
は
り
「
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
は
「
悲
嘆
の
情
」
を
表
わ
し
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

(
B
)
の
部
分
の
美
し
い
風
景
の
描
写
は
、
旧
都
に
対
す
る
悲
傷
の
念
を



強
調
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
大
君
不
在
の
旧
都
の
美
し
い
最
を
見

る
感
情
は
、

(
C
)
の
「
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
古
へ
思
へ
ば
」

と
い
う
嘆
き
の
表
現
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
旧
都
に
対

す
る
嘆
き
の
表
現
は
、
人
麻
自
や
黒
人
が
旧
都
近
江
大
津
宮
を
見
て
悲
し

む
歌
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。

四

「
明
日
香
の

旧
き
都
」

を
歌
う
こ
と
に
つ
い
て

旧
都
を
歌
う
集
中
の
例
は
人
麻
目
・
黒
人
に
始
ま
る
。
壬
申
の
乱
の
後
、

都
は
近
江
大
津
宮
か
ら
明
日
香
の
浄
御
原
宮
に
移
さ
れ
、
以
降
藤
原
京
、

平
城
京
、
久
遁
京
な
ど
の
遷
都
が
行
わ
れ
る
。
都
だ
っ
た
地
は
遷
都
に
よ

っ
て
旧
都
と
な
り
、
そ
の
旧
都
を
歌
う
の
が
旧
都
歌
で
あ
る
。

に
過
る
時
に
、
柿
本
朝
巨
人
麻
呂
が
作

近
江
の
国
の

大
津
の
宮
に

天
の
下

楽
浪
の

神
の
尊
の

.
剖
叫
l割
の

し

付

く

た

る

る
(
注
略
)
け
旬
以

U
軒
町
1
4
ん
記
所
... 居
村

ばi
悲!
し:ち
も:

注
略

(
l
・
一
一
九
)

反
歌

楽
浪
の

幸
く
あ
れ
ど

大
宮
人
の

舟
待
ち
か

志
賀
の
唐
崎

赤
人
「
神
岳
作
歌
」
考

ね
つ

(
l
・三

O
)

た楽
も浪

迎高逢の
県市は
人古め

人や
1も

l注
l略

て:
作
る
歌

古
へ
の

し:楽
も:浪

の

志
賀
の
(
注
略
)
大
わ
だ

人
に
我
あ
れ
や

国
つ
御
神
の

淀
む
と
も

昔
の
人
に

ま

(
l
・
三
一
)

或
書
云
高
市

楽
浪
の

剛
剖
測
剖
|
周
知
ぽ
桜
U
さ

う
ら
さ
び
て

民芸
悲i乙

(
1
・
三
三
)

高
市
連
黒
人
が
組
剖
叫
刷
剖
制
の
歌
一
首

.hc桜
山••• 

足
以
ぶ
一
司
ぶ
u
u
d出
楽
浪
の
刷
剖
矧
剖
|
見
世
づ
.
 

• 
q
U
M
H印
刷

(
3
・三

O
五
)

こ
れ
ら
の
歌
は
、
題
詞
や
歌
の
表
現
に
よ
っ
て
分
か
る
よ
う
に
、
旧
都

の
表
退
に
焦
点
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
接
す
る
感
情
は
「
大
宮
所
見
れ
ば

悲
し
も
」
(
二
九
)
、
「
旧
き
京
を
見
れ
ば
悲
し
き
」
(
三
二
)
と
表
現
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
旧
都
の
衰
退
・
荒
廃
ぶ
り
を
見
て
悲
し
む
歌
は
、

則
d
対

側

創

傷

.mmぽ

u.hで
作
る
歌
三
首
作
者
不
審

心
か
も
奈
良
の
都
に

紅世
間
を

深
く
染
み
に
し

常
な
き
も
の
と

年
の
経
ぬ
ベ
き

(
6
・一

O
四
四
)

今
そ
知
る

二
七



見
れ
ば

井割
it 良|

金吉 ~I '6 
歌. !'1 

ーを1-
o 10 
堕ま;哩
C たjき

石
つ
な
の
ま
た
を
ち
返
り

.U史
料
叫
が
.
お

剤
則
州
制
矧
剖
-
悲

U
間
℃
.
作
る
歌
一
首

ー
新
た
世
の
事
に
し
あ
れ
ば
大
君
の
引
き
の
ま
に
ま
に

花
の
う
つ
ろ
ひ
変
は
り
群
鳥
の
朝
立
ち
行
け
ば
さ
す
だ
け

の
大
宮
人
の
踏
み
平
し
通
ひ
し
道
は
馬
も
行
か
ず

行
か
ね
ば
淵
利
吋
叶
引
材
叫

あ
を
に
よ
し

人
も

(
6
・一
O
四
七
)

反
歌
二
首

にl立
けlち
りl変

Iま

旧
き

6
-

一O
四
八
)

な
つ
き
に
し
奈
良
の
都
の

蝶
封

U
織
芯
ぶ

剤
刈
伺
川
崎

出
で
立
つ
ご
と
に

春
の
日
に
、

井
せ
て
短
歌

(
6
・一

O
四
九
)

を
.
務
じ
.
び
.
侮
.hm.℃
.
作
る
歌
一
首

ー
古
り
に
し
里
に
し
あ
れ
ば
国
見
れ
ど
人
も
通
は
ず

れ
ば
家
も
荒
れ
た
り
は
し
け
や
し
か
く
あ
り
け
る
か
三
諸

つ
く
鹿
脊
山
の
ま
に
咲
く
花
の
色
め
づ
ら
し
く
百
鳥
の

声
な
つ
か
し
き
あ
り
が
欲
し
住
み
良
き
里
の
剤
剖
叫
叶
慌

し
も

里
見

(
6
・一
O
五
九
)

二
八

反
歌
二
首

三
香
原

れ
ば

に
け
り

大
宮
人
の

う
つ
ろ
ひ
ぬ

6
-

一O
六
O
)

咲
く
花
の

色
は
変
は
ら
ず

も
も
し
き
の

大
宮
人
ぞ

春

立
ち
変

(
6
・一
O
六
こ

の
よ
う
に
第
四
期
ま
で
続
く
。
集
中
の
旧
都
歌
は
、
旧
都
の
荒
廃
の
最
が

中
心
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
ら
の
歌
は
旧
都
を
詠

ん
だ
旧
都
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
旧
都
の
荒
廃
ぶ
り
を
詠
ん
だ
荒

都
歌
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
当
該
長
歌
で
は
旧
都
明
日
香
の
讃
美
表
現
(
A
)
(
B
)
と
、

そ
れ
に
対
す
る
嘆
き
の
表
現

(
C
)
か
ら
成
る
。
高
松
論
文
(
前
掲
論
文
)

は
(
C
)
の
部
分
の
「
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
を
「
悲
嘆
の
情
」
と
し
な

が
ら
、
そ
れ
を
「
古
京
の
荒
廃
」
に
対
す
る
持
情
と
考
え
る
べ
き
と
指
摘

し
、
「
神
岳
作
歌
」
を
「
旧
都
に
立
っ
て
そ
の
荒
廃
を
嘆
く
こ
と
を
テ
l
マ

と
し
た
作
品
」
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
、
「
神
岳
作
歌
」
で
は
旧
都
明
日
香
を
見
て
嘆
き
な
が
ら
も
、
荒

廃
し
た
と
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
上
野
論
文
(
前

掲
論
文
)
が
、

は
り
け
る

『
万
葉
集
』
に
は
、
飛
鳥
旧
都
の
景
を
「
う
ら
さ
ぴ
」
た
場
所
、
「
荒

ら
び
」
た
場
所
と
し
て
造
形
し
た
歌
は
、
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。



t
E
(
中
略
)
1飛
鳥
は
天
武
・
日
並
皇
統
創
業
の
「
古
郷
」
「
故
郷
」

と
し
て
、
藤
原
宮
遷
都
以
降
、
奈
良
朝
後
半
ま
で
認
識
さ
れ
て
い
た

と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
認
識
を
、
『
万
葉
集
』
の
「
古

郷
」
「
故
郷
」
の
用
法
は
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

3
(中
略
)

1
七
八
番
歌
が
示
す
よ
う
に
故
郷
・
飛
鳥
思
慕
の
文
芸
の
形
成
の
端

緒
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
飛
鳥
を
望
む
こ
と
の
難
し
い
平
城
京
へ

の
遷
都
に
あ
る
。

t
E
(
中
略

)
1故
郷
・
飛
鳥
思
慕
の
文
芸
形
成
の

背
景
に
は
、
奈
良
朝
後
半
ま
で
受
け
継
が
れ
た
《
天
武
皇
統
の
始
発

の
聖
地
と
し
て
の
飛
鳥
》
と
い
う
、
か
く
の
ご
と
き
認
識
が
あ
っ
た
。

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
天
武
・
日
並
皇
統
創
業
の
『
古
郷
』
『
故
郷
』
」

と
し
て
の
明
日
香
、
「
天
武
皇
統
の
聖
地
」
と
し
て
の
明
日
香
と
い
う
認
識

が
あ
り
、
そ
の
認
識
は
明
日
香
を
荒
廃
し
た
空
間
と
し
て
表
現
す
る
こ
と

を
阻
害
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
荒
廃
し
た
様
子

が
歌
わ
れ
て
い
な
い
以
上
、
当
該
「
神
岳
作
歌
」
を
荒
都
歌
と
理
解
す
る

こ
と
は
出
来
ま
い
。

但
し
、
こ
こ
で
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
か
つ
て
都
だ

っ
た
明
日
香
を
「
フ
ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
)
」
(
「
古
郷
」
「
故
郷
」
)
と
し

て
捉
え
て
詠
ん
で
い
る
歌
を
、
「
神
岳
作
歌
」
と
同
一
に
み
な
し
て
よ
い
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
野
論
文
(
前
掲
論
文
)
は
、

当
該
赤
人
歌
が
主
題
と
し
て
い
る
の
は
過
去
の
都
の
美
し
さ
で
は
な

赤
人
「
神
岳
作
歌
」
考

く
、
都
が
あ
っ
た
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
変
わ
る
こ
と
の
な

い
美
し
さ
な
の
で
あ
る
。

と
し
、

『
万
葉
集
』
に
み
ら
れ
る
二
つ
の
現
象
に
留
意
し
た
。
一
つ
は
、
万
葉

歌
に
お
い
て
の
「
古
郷
」
「
故
郷
」
は
飛
鳥
を
示
す
と
い
う
原
則
が
あ

る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
故
郷
た
る
飛
鳥
は
讃
歌
を
も
っ
旧
都
で
あ

る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
る
。

と
す
る
。
そ
し
て
、
「
神
岳
作
歌
」
を
、
「
〈
〈
旧
都
歌
》
《
荒
都
歌
》
と
い
う

よ
り
、
《
讃
歌
》
と
し
て
の
質
を
も
っ
歌
」
と
規
定
す
る
。

し
か
し
、
「
神
岳
作
歌
」
で
は
明
日
香
を
「
フ
ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
)
」

と
歌
わ
ず
に
、
「
旧
き
都
」
と
定
義
し
て
い
る
点
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
明
日
香
を
「
フ
ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
ご
と
歌
う
例
は
、

①

心

ゆ

も

我

は

恩

は

ず

き

我

が

樹

矧

に

帰

り

来

む
と
は

②
君
に
よ
り

し
に
行
く
(
注
略
)

③
1
ぬ
ば
た
ま
の

ぬ

言
の
繁
き
を

夜
昼
と
い
は
ず

袖
さ
へ
濡
れ
ぬ

ひ
ば

嘆
く
に
し

吋
剰
に

こ
の
月
ご
ろ
も

ま
た
更
に

4
・六

O
九
)

吋
組
側
の

明
日
香
の
川
に

み
そ
ぎ

恩
ふ
に
し

(
4
・
六
二
六
)

我
が
身
は
痩
せ

か
く
ば
か
り

も
と
な
し
恋

あ
り
か
つ
ま
し
じ(

4
・
七
二
三
)

二
九



④
胡
測
の

ら
く
し
良
し
も

⑤
ま
す
ら
を
の

け
来
れ
ば

飛
鳥
は
あ
れ
ど

あ
を
に
よ
し

奈
良
の
飛
鳥
を

(
6
・
九
九
二
)

制
測
の
神
奈
備
山
に

小
松
が
末
に
里
人
の

出
で
立
ち
向
か
ふ

柘
の
小
枝
に

聞
き
恋
ふ
る
ま
で

1

タ
さ
れ
ば

⑥
雨
間
明
け
て

む
か
も

⑦
剖
測
の
初
も
み
ち
葉
を

見
ぬ
人
の
た
め

③
我
が
里
に

は
後

⑨
浅
茅
原

か
も

⑩
弱
鳴
く

⑪
藤
原
の

ね
て

⑫
人
も
な
き

せ
む

⑬
大
原
の

国
見
も
せ
む
を

大
雪
降
れ
り

っ
ぱ
ら
つ
ば
ら
に

吋
捌
測
の

剖
測
の

胡
測
に

調
妹
を
置
き
て

秋
萩
を

秋
萩
は

(m
・
一
九
三
七
)

制
矧
の

花
橘
は

散
り
に
け

(m
・
一
九
七
二

手
折
り
持
ち

今
日
そ
我
が
来
し

大
原
の

(ω
・
二
一
一
一
六

対
日
川
刻
測
に

降
ら
ま
く

物
思
へ
ば

親
し(

。

思
ふ
人
ど
ち

思
ほ
ゆ
る

(
3
・
三
一
二
三
)

相
見
つ
る
か
も

(
8
・
一
五
五
八
)

咲
き
て
散
り
に
き
君
待
ち
か

(ω
・
二
二
八
九
)

あ
る
人
を

め
ぐ
く
や
君
が

恋
に
死
な

(u
・
二
五
六

O
)

我
寝
ね
か
ね
つ

夢
に
見
え

つ
つ

(
U
・
二
五
八
七
)

と
十
三
例
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
①
、
②
、
③
、
⑧
、
⑪
、
⑫
、
⑬
が
相

聞
で
あ
り
、
他
は
雑
歌
で
あ
る
。
そ
の
雑
歌
の
例
の
中
で
④
、
⑤
、
⑥
、

⑦
、
⑩
は
題
詞
に
よ
り
、
「
フ
ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
ご
明
日
香
の
元
興

寺
や
鳥
、
花
、
紅
葉
な
ど
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
⑨

は
旅
人
作
で
あ
り
、
同
じ
時
の
作
で
こ
の
歌
の
後
に
配
列
さ
れ
て
い
る
三

三
四
歌
に
「
香
具
山
の
古
り
に
し
里
を
」
と
あ
っ
て
、
『
全
注
』
に
よ
れ

ば
旅
人
の
旧
宅
が
香
具
山
附
近
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
「
フ
ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
)
」
の
例
は
、
い
ず
れ
も
明
日
香

へ
の
私
的
な
思
い
を
詠
ん
で
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
明
日
香
を
「
旧
き
都
」
と
歌
う
例
は
、
「
神
岳
作
歌
」

と
巻
十
三
に
一
例
の
み
あ
る
。

み
て
ぐ
ら
を

見明

りjる
て:

坂
手
を
過
ぎ

反
歌

月
も
日
も

宮
所

吉
野
へ
と

。

奈
良
よ
り
出
で
て

水
事
穂
積
に
至
り
鳥
網
張

神
奈
備
山
に
朝
司
Ul--他.~.事.

入
り
ま
す
見
れ
ば
古
へ
思
ほ
ゆ

石
ぱ
し
の

(
ロ
・
三
二
三
一

O
)

か
は
ら
ひ
ぬ
と
も

久
に
経
る

三
諸
の
山
の

離

(m
・
三
二
三
一
)

右
の
二
首
、
た
だ
し
或
本
の
歌
に
日
く
、
「
旧
き
都
の

と
つ



割
珂
」

こ
の
歌
は
奈
良
朝
の
吉
野
行
幸
の
際
、
明
日
香
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ

(uv 

る
。
三
二
三

O
歌
の
「
朝
宮
に
仕
へ
奉
り
て
」
と
は
、
「
臣
下
の
者
の
天

皇
へ
の
奉
仕
」
(
『
全
注
』
)
を
表
わ
し
、
そ
の
後
吉
野
へ
と
向
か
う
一
行
を

見
送
り
な
が
ら
、
三
一
三
二
歌
で
離
宮
を
「
旧
き
都
の
と
つ
宮
所
」
と

讃
美
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
公
的
な
立
場
で
詠
ん
だ
も
の
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
は
「
神
岳
作
歌
」
も
同
様
で
あ
る
。

都
が
遷
さ
れ
る
と
、
都
だ
っ
た
地
は
「
フ
ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
)
」

と
な
っ
て
し
ま
う
。
と
同
時
に
「
旧
き
都
」
に
も
な
っ
て
し
ま
う
。
私
的

な
思
い
に
立
脚
し
た
「
フ
ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
ご
と
い
う
把
握
に
比

べ
て
、
「
旧
き
都
」
は
公
的
な
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
を
同

一
の
概
念
と
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
「
神
岳
作
歌
」
で
は
か
つ
て
都
だ
っ

た
明
日
香
が
「
旧
き
都
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
該
長
歌
は

明
日
香
の
持
つ
「
フ
ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
ご
と
い
う
属
性
と
、
「
旧
き

都
」
と
い
う
属
性
の
中
で
、
明
日
香
を
「
旧
き
都
」
と
し
て
捉
え
て
悲
し

む
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
長
歌
を
み
て
き
た
が
、
次
は
反
歌
に
つ
い
て
結
句
の
「
恋
」
を

中
心
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

赤
人
「
神
岳
作
歌
」
考

五

反
歌
に
つ
い
て

反
歌
の
上
旬
に
は
明
日
香
川
の
霧
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
長
歌
の

(
B
)

の
部
分
に
お
い
て
旧
都
明
日
香
の
最
は
、
山
と
川
、
春
の
日
の
山
と
秋
の

夜
の
川
、
朝
雲
と
タ
霧
の
三
つ
の
対
句
が
、
空
間
か
ら
四
季
の
時
間
の
中

の
空
間
へ
、
そ
し
て
、
一
日
の
時
間
の
中
の
空
間
へ
と
焦
点
が
絞
ら
れ
て

い
た
(
『
釈
注
』
)
。
反
歌
に
お
い
て
は
そ
の
絞
ら
れ
た
空
間
を
明
日
香
川
の

霧
に
収
赦
し
た
上
で
、
序
調
と
し
て
い
る
。
結
句
の
「
恋
」
に
つ
い
て
は
、

古
へ
を
慕
い
思
う
情
と
す
る
説
|
『
古
義
』
、
『
金
子
評
釈
』

旧
き
都
に
対
す
る
思
慕
と
す
る
説

l
『
窪
田
評
釈
』
、
『
総
釈
』
、
『
古

典
大
系
』
、
『
釈
注
』
、
『
新
大

系
』
、
『
全
注
』

家
人
を
思
う
情
と
す
る
説
|
『
新
編
全
集
』

明
日
香
へ
の
慕
情
と
す
る
説
|
『
和
歌
大
系
』

な
ど
と
い
っ
た
説
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
梶
川
論
文
(
前
掲
論
文
)
は
、

ー
(
中
略

)
3
長
歌
の
末
尾
で
は
恋
の
情
調
を
色
濃
く
た
だ
よ
わ
せ

て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
反
歌
で
は
一
層
明
瞭
に
《
恋
の

嘆
き
》
を
う
た
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
長
歌
と
反
歌
全
体
と
し
て
見

れ
ば
、
結
局
《
恋
の
嘆
き
》
に
収
飲
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
こ
の
歌
は
、
古
京
明
日
香
に
対
す
る
《
懐
古
の
情
》
を
う



た
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
古
京
明
日
香
を
舞
台
と
し
た
過
去
の
恋
を

う
た
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
す
る
。
そ
の
上
で
長
歌
が
儀
礼
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
赤
人

の
宴
席
で
の
「
《
芸
》
と
し
て
の
歌
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
ひ
と
つ
」
で
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。
梶
川
論
文
が
「
神
岳
作
歌
」
の
主
題
を
「
恋
の
嘆
き
」

と
す
る
根
拠
は
、
長
歌
の
「
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
の
句
が
恋
歌
に
多
く
見

ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
会
え
な
い
嘆
き
を
歌
う
万
葉
の
恋
歌
の
典
型
的
な

表
現
で
あ
る
、
と
位
置
づ
け
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
「
音
の
み
し
泣
か

ゆ
」
の
表
現
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
恋
歌
ば
か
り
で
は
な
く
、
挽
歌
な

ど
に
も
多
く
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
梶
川
論
文
も

A
U
}
 

認
め
て
お
り
、
さ
ら
に
例
は
少
な
い
が
、

4
3
年
長
く
病
み
し
渡
れ
ば
月
累
ね
憂
へ
吟
ひ
こ
と
こ
と
は

死
な
な
と
恩
へ
ど
五
月
蝿
な
す
騒
く
子
ど
も
を
打
棄
て
て
は

死
に
は
知
ら
ず
見
つ
つ
あ
れ
ば
心
は
燃
え
ぬ
か
に
か
く
に

恩
ひ
煩
ひ
剖
d
刈
リ
凶
州
叫

(
5
・
八
九
七
)

慰
む
る
心
は
な
し
に
雲
隠
り
鳴
き
行
く
烏
の
剖
州
羽
リ
湖

州
1
明

(
5
・
八
九
八
)

の
よ
う
に
、
思
い
悩
む
こ
と
に
よ
る
表
現
で
も
あ
る
。

ま
た
、
「
恋
」
と
い
う
こ
と
ば
が
異
性
に
対
す
る
も
の
と
も
限
ら
な
い
。

「
恋
」
は
集
中
に
八
二
五
例
あ
り
、
そ
の
恋
の
対
象
は
、
君
や
妹
な
ど
人
で

一ー一一一

あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
吉
野
の
よ
う
な
土
地
や
、
花
や
鳥
・
烏
の

声
な
ど
の
自
然
の
景
物
、
老
婆
の
「
強
ひ
語
り
」
と
い
っ
た
例
も
あ
る
。

さ
ら
に
「
古
へ
」
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
例
も
二
例
あ
る
。

吉
野
宮
に
幸
す
時
に
、
弓
削
皇
子
、
額
国
王
に
贈
り
与
ふ
る
歌

一
首

胡
ぺ
吋
|
淵
引
引
制
烏
か
も

ゆ
づ
る
は
の

鳴
き

御
井
の
上
よ
り

渡
り
行
く

額
田
王
の
和
へ
奉
る
歌
一
首

(
2
・
一
一
一
)

倭
京
よ
り
進
り
入
る

組
品
釦
む
烏
は

ほ
と
と
ぎ
す

け
だ
し
ゃ
鳴
き
し

我

が
恩
へ
る
ご
と

こ
の
二
首
は
、
萄
魂
の
故
事
を
ふ
ま
え
な
が
ら
先
帝
天
武
天
皇
へ
の
思

慕
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
恋
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、

近
江
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
川

u
u
d
d
1
4叶
汁
周

ほ
ゆ

(
3
・
二
六
六
)

と
、
人
麻
自
が
近
江
の
旧
都
へ
の
思
い
を
詠
ん
だ
も
の
も
あ
り
、
「
古
へ
」

を
追
い
求
め
る
性
質
を
想
起
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
当
該
反
歌

と
通
じ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

当
該
反
歌
の
「
恋
」
は
、
長
歌
の

(
C
)
の
部
分
の
「
古
へ
恩
へ
ば
」

の
、
「
古
へ
」
へ
の
「
恋
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
古
へ
」
を
思
う
と

旧
き
都
の
景
を
見
る
た
び
に
声
を
あ
げ
て
泣
く
と
歌
っ
た
長
歌
を
受
け
、

(
2
・
一
一
二
)



そ
の
「
古
へ
」

で
あ
る
。

へ
の
思
い
を
「
恋
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
わ
し
て
い
る
の

ー』ー

ノ、

む
す
び

以
上
、
当
該
「
神
岳
作
歌
」
が
明
日
香
を
悲
傷
す
る
旧
都
歌
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
天
武
天
皇
の
聖
地
」
と
い
う
認
識
に
裏
打

ち
さ
れ
て
い
る
た
め
明
日
香
の
荒
廃
は
歌
わ
れ
ず
、
人
麻
自
や
黒
人
の
荒

都
歌
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。

「
神
岳
作
歌
」
に
お
け
る
明
日
香
の
風
最

(
B
)
の
部
分
は
、
讃
美
さ
れ

る
「
あ
り
得
ペ
き
景
」
で
あ
り
な
が
ら
、
都
の
景
と
し
て
は
、
そ
の
中
心

た
る
大
君
が
欠
落
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
明
日
香
の
美
し
い
自
然
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(
C
)
に
お
い
て
「
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
と
歌
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

(
B
)
の
部
分
は
、
大
君
の
い
な
い
、
旧
都
と
な
っ
た

今
と
都
が
あ
っ
た
「
古
ご
と
の
落
差
を
さ
ら
に
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
「
見

る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
古
へ
思
へ
ば
」

(
C
)
と
、
そ
の
落
差
を

嘆
く
こ
と
こ
そ
が
、
旧
都
明
日
香
を
歌
う
意
味
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

人
麻
自
が
近
江
の
旧
都
を
「
大
宮
所
見
れ
ば
悲
し
も
」
(
二
九
)
と
歌

い
、
黒
人
が
「
旧
き
都
を
見
れ
ば
悲
し
き
」
(
三
二
)
と
歌
っ
た
よ
う
に
、

旧
都
明
日
香
を
訪
れ
「
旧
き
都
を

S
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」

(
三
二
四
)
と
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
当
該
「
神
岳
作
歌
」
は
、
荒
都
歌
な
ら

赤
人
「
神
岳
作
歌
」
考

ざ
る
旧
都
歌
と
し
て
定
位
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注】(
1
)
 
歌
の
引
用
は
、
『
万
葉
集
電
子
総
索
引

(
C
D
l
R
O
M
)
』
(
二

O
O
九

年
)
に
よ
る
。
但
し
、
一
部
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
注
釈
書

名
は
通
行
の
略
称
を
用
い
た
。

(
A
)
、
(
B
)
、
(
C
)
の
分
類
は
、
鈴
木
日
出
男
氏
「
山
部
赤
人
の
技
巧
」

(
『
万
葉
集
を
学
ぶ
第
三
集
』
一
九
七
八
年
)
に
よ
る
。

(
B
)
と

(
C
)
の
部
分
に
つ
い
て
消
水
克
彦
氏
「
称
美
と
悲
嘆
|
赤
人
の

神
岡
の
歌
に
つ
い
て
|
」
(
女
子
大
国
文
一

O
六
号
・
一
九
八
九
年
/
『
万

葉
愉
集
』
所
収
)
は
、

(
B
)
の
部
分
を
称
美
の
叙
述
、

(
C
)
の
部
分
を

悲
嘆
の
叙
述
と
し
た
上
で
、
こ
の
二
つ
の
情
は
交
錯
さ
せ
る
べ
き
で
は
な

く
、
閉
じ
明
日
香
古
京
鎖
魂
、
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
平
行
す
る
こ
つ
の

具
体
的
な
情
の
表
現
、
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

集
中
の
「
音
+
泣
く
」
の
用
例
(
「
神
岳
作
歌
」
の
他
四
十
一
例
)
。

・
相
聞
|
4
・
四
九
八
、
五
O
九
、
五
一
五
、
六
一
四
、
六
一
九
、
六
四

五
、
9
・
一
七
八
O
、

u
・
二
六
O
四
、
ロ
・
三
二
一
八
、

M
-
三
三

六
二
、
三
三
六
二
成
本
歌
、
三
三
九
O
、
三
四
五
八
の
十
三
例
。

-
挽
歌
|
2
・
一
五
五
、
二
三
O
、
3
・
四
五
六
、
四
五
八
、
四
八
て

四
八
三
、

9
・
一
八
O
て
一
八
O
四
、
一
八
O
九
、
一
八
一

O
、
目
・

三
三
四
回
、

ω
・
四
一
二
五
の
十
二
例
。

・
雑
歌
|
3
・
一
ニ
O
一、

5
・
八
九
七
、
八
九
八
の
三
例
。

・
恋
歌
的
な
歌
|
回
・
三
六
二
七
、
三
七
三
二
、
三
七
六
八
、
三
七
七

七
、
四
・
四
一
四
八
の
五
例
。

・
そ
の
他
l
u
・
三
コ
二
四
、

M
-
三
四
七
一
、
三
四
八
五
、
ロ
・
四
O

O
八
、
却
・
四
四
三
七
、
四
四
七
九
、
四
四
八
O
、
四
五
一

O
の
八
例
。

2 3 4 

一一一一ー一
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こ
の
他
に
も

(
C
)
の
部
分
に
つ
い
て
は
『
窪
田
評
釈
』
が
、

「
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
は
、
ー
(
中
略
)
1声
を
立
て
て
ば
か
り
泣

か
れ
る
で
、
感
動
の
極
め
て
強
い
こ
と
を
現
す
成
語
。
こ
の
感
動
は
、

故
京
に
対
す
る
悲
し
み
で
は
な
く
、
そ
の
風
光
に
た
い
し
て
の
懐
か

し
み
で
あ
る
。

と
注
し
て
、
明
日
香
の
故
京
を
見
る
度
毎
に
感
動
の
あ
ま
り
声
を
あ
げ
て

泣
く
の
だ
と
す
る
が
、
集
中
の
「
音
+
泣
く
」
の
用
例
に
は
、
『
窪
田
評

釈
』
が
い
う
よ
う
な
感
動
の
あ
ま
り
声
を
立
て
て
泣
く
例
は
な
い
。

部
立
の
な
い
部
分
で
、
明
ら
か
に
恋
歌
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
も
の
を
恋
歌

的
な
歌
と
し
た
。

四
五
一

O
歌
に
つ
い
て
『
集
成
』
は
、
「
前
歌
の
『
見
し
し
野
辺
』
を
受

け
、
形
見
の
地
へ
の
槌
え
が
た
い
思
慕
を
挽
歌
的
発
想
で
述
べ
る
こ
と
で
、

全
体
を
結
ん
だ
』
と
述
べ
て
い
る
。

万
葉
初
期
の
歌
人
で
あ
る
額
田
王
の
歌
に
、

秋
の
野
の
み
草
刈
り
葺
き
宿
れ
り
し
判
制
d
刈
4
1叶
例

制
副
刷

U
副
矧
叫
州

(
l
・
七
)

と
歌
う
も
の
が
あ
る
が
、
「
宇
治
の
み
や
こ
」
は
、
「
近
江
行
幸
の
途
中
仮

泊
し
た
行
宮
」
(
『
新
編
全
集
』
)
を
指
す
の
で
、
旧
都
を
歌
っ
た
も
の
と

は
い
え
な
い
。

こ
れ
ら
の
十
三
例
の
「
故
郷
」
、
「
古
郷
」
の
文
字
は
「
フ
ル
サ
ト
」
(
①

1
⑦
)
、
「
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
」
(
③
1
⑬
)
と
訓
む
こ
と
が
出
来
る
が
、
上

野
誠
氏
「
万
葉
語
『
フ
ル
サ
ト
』
の
位
相
!
大
伴
家
関
係
歌
を
手
が
か
り

と
し
て
|
」
(
奈
良
大
学
総
合
研
究
所
所
報
四
号
・
一
九
九
六
年
/
『
古

代
日
本
の
文
芸
空
間
』
所
収
)
は
、
「
『
故
郷
』
『
古
郷
』
と
い
う
漢
語

に
、
『
フ
ル
サ
ト
』
『
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
』
と
い
う
訓
が
、
共
有
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
』
と
し
、

歌
中
の
語
と
し
て
「
フ
ル
サ
ト
」
「
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
』
を
比
較
し
た

6 7 8 
、ー'

(
9
)
 

四

10 

場
合
、
「
フ
リ
エ
シ
サ
ト
」
に
は
、
ご
ご
(
完
了
の
助
動
詞
)
と
「
シ
』

(
過
去
の
助
動
詞
)
が
、
「
サ
ト
」
と
の
聞
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
古
び
た
」
「
古
く
な
っ
て
と
り
残
さ
れ
た
』
と
か
い
う
マ
イ
ナ
ス

の
意
味
合
い
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
三
の
三
三
四
歌
は
第
四
句
に
「
故
去
之
里

乎
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
を
ご
と
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
故
郷
」
、
「
古
郷
」

と
い
う
文
字
を
注
視
し
た
の
で
対
象
外
と
し
た
。

@
、
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑮
の
題
詞
は
以
下
の
通
り
。

④
大
伴
坂
上
郎
女
の
、
元
興
寺
の
里
を
詠
む
歌
一
首

⑤
烏
を
詠
む

⑥
花
を
詠
む

⑦
黄
葉
を
詠
む

⑮
故
郷
の
豊
浦
の
寺
の
尼
の
私
一
房
に
し
て
宴
す
る
歌
三
首

歌
の
「
フ
ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
)
」
の
例
以
外
に
、
題
調
に
「
故

郷
」
、
「
古
郷
」
の
例
が
、

・
和
銅
三
年
庚
成
の
存
二
月
、
藤
原
宮
よ
り
寧
楽
宮
に
選
る
時
に
、

御
輿
を
長
屋
の
原
に
停
め
て
、
古
郷
を
廻
望
み
て
作
ら
す
歌

一
書
云
太
上
天
皇
の
御
製

(
1
・
七
八
)

・
長
屋
王
の
故
郷
の
歌
一
首

(
3
・
二
六
八
)

-
三
年
辛
来
、
大
納
言
大
伴
卿
、
奈
良
の
家
に
在
り
て
、
故
郷
を

思
ふ
歌
二
首

(
6
・
九
六
九

1
九
七

O
)

・
故
郷
を
偲
ふ

(
7
・
一
一
一
一
五
)

-
故
郷
の
豊
浦
の
寺
の
尼
の
私
房
に
し
て
宴
す
る
歌
三
首

(
8
・

一
五
五
七
1
一
五
五
九
)

と
五
例
み
え
る
が
、
私
的
な
思
い
を
詠
ん
で
い
る
点
に
お
い
て
は
歌
の
「
フ

ル
サ
ト
(
フ
リ
ニ
シ
サ
ト
ご
の
例
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
歌
(
悶
・
三
二
三

0
1三
二
三
一
)
は
、
「
神
岳
作
歌
」
の
吉
野
行

11 、_，ロ
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幸
途
次
説
の
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
。
消
水
克
彦
氏
「
養
老
の
吉
野
讃

歌
」
(
『
境
問
教
授
喜
寿
記
念
論
文
集
上
代
の
文
学
と
言
語
』
一
九
七
四

年
/
『
万
葉
論
集
第
二
』
所
収
)
は
、
こ
の
歌
に
よ
り
「
奈
良
の
帝
の

吉
野
行
幸
に
さ
い
し
て
、
途
次
、
明
日
香
の
神
奈
備
山
で
潔
斎
の
一
夜
を

過
し
、
古
京
へ
の
儀
礼
を
行
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
恒
例
の
行
事
だ
っ
た
」

と
主
張
し
、
「
神
岳
作
歌
」
を
謝
剖
廿
哨
到
別
の
吉
野
行
幸
の
途
次
、
明

日
香
の
古
京
へ
の
儀
礼
歌
で
は
な
い
か
と
す
る
。
一
方
、
太
田
監
明
氏
「
山

部
赤
人
『
神
岳
作
歌
』
考
」
(
国
文
学
研
究
(
早
稲
田
大
学
)
一

O
五
号
・

一
九
九
一
年
)
は
、
吉
野
行
幸
の
途
次
、
明
日
香
の
行
宮
で
の
儀
礼
の
場

で
明
日
香
を
讃
美
す
る
た
め
に
歌
わ
れ
た
も
の
が
「
神
岳
作
歌
」
で
あ
り
、

そ
の
吉
野
行
幸
と
は
、
州
制
迅
伺
寸
司
川
の
聖
武
天
皇
の
吉
野
行
幸
の
こ
と

で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
原
本
信
幸
氏
「
山
部
赤
人
論
」
(
『
セ
ミ
ナ

ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
第
七
巻
』
二

O
O
一
年
)
が
、

こ
の
長
歌
(
三
二
四
)
に
は

1
(中
略
)
1と
春
秋
・
山
川
の
対
句

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
春
に
山
を
配
し
、
秋
に
川
を
配
し
、
ま
た

春
の
日
の
山
、
秋
の
夜
の
川
を
対
に
し
、
そ
の
最
も
春
山
に
立
つ
朝

雲
に
乱
れ
る
鶴
、
秋
の
川
に
立
つ
タ
霧
に
騒
く
か
わ
づ
を
対
に
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
た
反
歌
に
「
明
日
香
川
川
淀
去
ら

ず
立
つ
霧
の
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に
」
(
三
二

五
)
と
霧
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
制
伺
剖
刈
剖

調
剣
叫
測
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
の
に
従
い
た
い
。

梶
川
論
文
は
「
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
の
句
が
、
「
恋
歌
ば
か
り
で
は
な
く
、

身
近
な
人
の
死
を
嘆
く
歌
々
に
も
そ
の
用
例
は
見
ら
れ
る
』
と
述
べ
な
が

h

り、

こ
の
歌
句
に
は
恋
の
情
調
が
色
濃
く
た
だ
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
単
な
る
《
懐
古
の
情
》
で
、
「
見
る
ご
と
に
突
の
み
し

赤
人
「
神
岳
作
歌
」
考

14 

泣
か
ゆ
」
と
歌
う
の
は
、
大
仰
に
過
ぎ
よ
う
。
こ
の
長
歌
は
、
や
は

り
《
恋
の
嘆
き
》
に
収
敏
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
す
で
に
「
い
に
し
へ
」
に
属
す
る
過
去
の
恋
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

と
す
る
。

集
中
の
「
恋
」
(
「
恋
ふ
」
、
「
恋
ひ
(
ほ
)
し
」
を
含
め
八
二
五
例
。
但

し
、
「
神
岳
作
歌
」
を
含
め
な
い
)
の
対
象
。

・
君
や
妹
な
ど
の
人
l
七
八

O
例。

・
花
や
烏
・
烏
の
声
な
ど
の
自
然
の
景
物
|
二
十
九
例
。

.
吉
野
・
玉
島
・
竜
岡
山
の
よ
う
な
土
地
|
十
三
例
。

・
古
へ
|
二
例
。

・
老
婆
の
「
強
ひ
語
り
」

l
一例。

反
歌
の
『
恋
」
を
「
古
へ
」
へ
の
「
恋
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
太

田
論
文
A
も
本
稿
と
同
じ
で
あ
る
。

(
パ
ク
ヒ
ス
ク
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
)

15 

玉


