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ま

え

が

き

万
葉
集
の
中
に
於
い
て
、
太
宰
府
の
歌
壇
、
所
謂
都
府
文
学
の
形

成
者
の
中
心
人
物
は
、
い
う
ま
で
も
友
く
太
宰
帥
大
伴
旅
人
と
筑
前

国
守
山
上
憶
良
で
あ
る
。
憶
良
の
歌
に
あ
る
よ
う
に
、
太
宰
府
は
奈

良
の
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
「
天
ざ
か
る
都
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大

化
の
改
新
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
律
令
体
制
の
進
行
は
、
即
ち
大
陸

れ
た
漢
籍
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

両
者
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
で

二
十
五
回
生

四
十
号

堀

部

孝

子

文
化
の
摂
取
で
あ
り
、
こ
の
「
天
ざ
か
る
都
」
太
宰
府
は
大
陸
文
化

輸
入
の
重
要
注
門
戸
で
あ
っ
た
。

神
亀
年
聞
に
憶
良
は
筑
前
国
守
と
し
て
、
ま
た
旅
人
は
太
宰
帥
に

就
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
太
宰
府
の
地
で
二
人
の
溜
逓
が
あ

っ
た
。
こ
の
出
逢
い
が
彼
ら
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
左
意
味
を
持
っ
て

い
た
か
は
し
ば
ら
く
置
く
と
じ
て
も
、
両
者
の
万
葉
集

K
於
け

る
作
品
の
殆
ど
が
こ
の
太
宰
府
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
後
の
研
究
家

の
多
く
が
両
者
を
並
び
評
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
左
ら
ば
、
こ
こ

に
重
要
な
意
義
が
見
い
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
旅
人
と
憶
良
と
を
対
比
さ
せ
た
論
は
、
高
木
市
之
助
氏

の
「
憶
良
と
旅
人
」
、
土
屋
文
明
氏
の
「
旅
人
・
憶
良
」
な
ど
数
多

く
あ
る
が
、
両
者
は
共
K
太
宰
府
歌
壇
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
漢
文

学
の
造
詣
が
深
く
、
文
作
品
の
内
容
に
思
想
的
左
傾
向
を
含
ん
で
い

る
と
と
念
ど
が
そ
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
一
方
、
そ

の
出
自
・
生
涯
・
性
格
及
び
作
風
の
違
い
が
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
私
は
旅
人
と
憶
良
と
が
漢
文
学
や
漢
土
思
想
を
身
に
つ
け

た
新
知
識
人
で
あ
り
、
そ
の
源
で
あ
る
中
固
に
門
戸
を
開
い
た
太
宰

府
の
地
で
出
逢
っ
た
こ
と
に
ヒ
ン
ト
を
得
、
彼
ら
の
作
品
K
引
用
さ

6ー

に
よ
っ
て
、
我
が
国
の
律
令
国
家
の
一
応
の
完
成
を
見
た
の
で
あ
っ
た
c



れ
た
漢
籍
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。

初
め
に
万
葉
集
に
収
め
ら
れ
た
旅
人
と
憶
良
と
の
作
品
の
中
、
漢
籍

か
ら
引
か
れ
た
と
い
う
語
句
を
辿
っ
て
み
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

漢
籍
の
中
何
ら
か
の
特
色
が
見
ら
れ
る
も
の

K
つ
い
て
、
両
者
と
の

関
連

K
つ
い
て
私
左
り
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

以
上
を
第
一
章
と
す
る
c

次
K
、
第
二
章
と
し
て
旅
人
と
憶
良
と
の
漢
籍
引
用
の
態
度
を
見
て

い
く
た
め
に
、
彼
ら
が
漢
文
学
を
享
受
し
た
時
代
的
背
景
と
、
環
境

と
、
作
品
に
見
ら
れ
る
漢
籍
引
用
の
態
度
と
か
ら
考
察
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。

第
一
章

作
品
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍

（略）

第

章

漢
籍
引
用
の
態
度

第

節

時
代
的
背
景

旅
人
と
憶
良
と
の
全
貌
を
見
る
場
合
、
続
日
本
紀
・
万
葉
集
・
懐

風
藻
だ
け
が
今
日
資
料
と
し
て
伝
わ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
に
影
響

を
与
え
た
漢
文
学
と
の
関
連
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
彼
ら
を
と

り
ま
く
周
囲
に
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

大
陸
の
影
響
を
抜
き

κ
し
て
日
本
の
歴
史
を
語
る
こ
と
は
到
底
で

き
左
い
が
、
旅
人
と
憶
良
と
が
生
を
享
け
た
近
江
朝
か
ら
奈
良
朝

κ

か
け
て
の
時
代
も
、
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
念
か
っ
た
。

政
治
的
に
は
、
唐
の
律
令
体
制
に
基
づ
く
中
央
集
権
国
家
体
制
確

立
へ
の
努
力
が
続
け
ら
れ
、
大
宝
元
年
（
加
）
の
大
宝
律
令
の
実
施

に
よ
っ
て
、
我
が
国
の
律
令
国
家
の
一
応
の
完
成
を
見
た
の
で
あ
っ
た
c

し
か
し
改
新
の
理
想
と
は
裏
腹
に
、
皇
権
と
律
令
支
配
貴
族
層
と
の

均
衡
は
次
第
に
崩
れ
、
神
亀
元
年
（
国
）
を
境
と
し
て
皇
権
政
治
は

実
質
上
終
わ
り
を
遂
げ
、
そ
の
外
戚
の
地
位
を
得
た
藤
原
氏
が
権
勢

の
中
心
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
様
な
政
権
を
め
ぐ
る
紛
争
の

中
で
、
名
門
大
伴
家
の
統
領
で
あ
る
旅
人
の
心
に
も
、
旧
豪
族
の
辿

る
べ
き
衰
運
が
自
に
見
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
様
な
政
治
機
構
の
著
し
い
発
展
に
伴
っ
て
文
化
面
で
も
ま
た
、

貴
族
達
は
清
新
の
気
を
も
っ
て
大
陸
の
文
化
を
積
極
的

κ輸
入
し
、

さ
ら
に
吸
収
・
消
化
K
努
め
た
。
特
に
旅
人
と
憶
良
と
の
盛
年
時
代

と
も
言
う
べ
き
、
藤
原
京
時
代
か
ら
奈
良
朝
に
か
け
て
は
漢
詩
漢
文

の
創
作
が
興
隆
し
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
中
国
思

想
も
直
ち
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
c

社
会
組
織
や
政
治
機
構

が
す
べ
て
大
陸
の
文
化
、
殊
に
儒
教
思
想
に
基
づ
く
政
治
思
想
を
手

本
に
し
た
の
は
明
自
主
事
実
で
あ
る
。
養
老
二
年
（
市
）
に
制
定
さ

れ
た
養
老
律
令
が
そ
の
性
格
を
は
っ
き
り
顕
わ
し
て
お
り
、
戸
令
に

は
「
敦
喰
五
教
勤
農
功
」
と
あ
り
、
憶
良
の
「
令
反
感
情
歌
序
」
に

〈
所
以
指
示
三
綱
、
更
開
五
教
遺
之
以
歌
、
会
民
其
一
惑
〉
一
と
あ
る
様

κ、
国
守
の
職
務
ど
し
て
も
五
教
V
治
下
の
尽
に
教
示
一
し
た
事
左
ど

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
学
令
に
見
え
る
様

K
、
大
学

の
教
科
書
は
総
て
、
儒
教
聖
典
で
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
知
何

κ儒

教
が
そ
の
中
核
を
成
し
て
い
た
か
は
、
例
え
ば
「
兼
習
」
の
課

g
中、

孝
経
・
論
語
は
と
り
な
が
ら
、
唐
制
に
反
し
て
老
子
を
退
け
た
と
こ

ろ
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
政
治
・
文
教
政
策

κ支
え
ら
れ
た
律
令
国
家
の
繁
栄
は
実
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に
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
裏
に
は
す
で
に
諸

種
の
矛
盾
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
社
会
的
矛
盾
の
中
で
老
荘
神

仙
思
想
の
流
行
が
あ
っ
た
。

験
念
き
物
を
恩
は
ず
は
一
杯
の
濁
れ
る
酒
を

飲
む
べ
く
あ
る
ら
し
（
巻
三
期
）

こ
れ
ぽ
旅
人
の
「
讃
酒
歌
十
三
首
」
の
中
の
一
首
で
あ
る
が
、
こ
と

に
も
一
切
を
拒
否
し
て
八
こ
の
世

V
を
楽
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
、

徹
底
し
た
享
楽
主
義
の
一
面
が
見
ら
れ
る
。

以
上
は
支
配
者
階
級
、
つ
ま
り
ひ
と
握
り
の
貴
族
を
中
心
と
し
た

世
界
で
あ
る
が
、
一
方
、
残
り
大
部
分
を
占
め
る
一
般
民
衆
の
姿
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
K
つ
い
て
は
竹
内

理
三
氏
の
「
万
葉
時
代
の
庶
民
生
活
」

κ詳
し
い
が
、
と
に
か
く
律

令
国
家
の
繁
栄
の
裏
に
あ
る
矛
盾
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
当
時
の
農
民
の
義
務
は
租
税
・
労
役
、
そ
の
上
兵
役
ま
で

あ
り
、
彼
ら
に
は
極
め
て
重
い
負
担
で
あ
っ
た
。
憶
良

κ、

世
の
中
を
憂
し
と
恥
し
と
思
へ
ど
も

飛
び
立
ち
か
ね
つ
烏

κし
あ
ら
ね
ば
（
巻
五
・
蹴
）

と
言
わ
せ
た
農
民
の
現
実
は
、
識
に
惨
憎
た
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。こ

の
よ
う
に
、
新
興
貴
族
と
衰
退
の
途
を
辿
る
旧
家
族
、
儒
教
思

想
と
老
荘
思
想
、
栄
華
を
極
め
る
貴
族
官
吏
と
そ
の
犠
牲
と
左
る
農

民
等
、
多
く
の
対
立
を
含
ん
だ
時
代

κ、
旅
人
と
憶
良
と
は
生
き
て

い
た
の
で
あ
る
。

3

目旬、＝、、晶、

ト
怠
』

k
b
＝、
t
a
、J
－Es
、twp
－b
t
h

－、
b
－E
室、、
J
2
3
4

‘，L
可

h

』
岳
『
コ
”
、
：

第
二
節

出
自
・
経
歴

一
、
出
自

旅
人
は
「
続
紀
」

κ、

難
民
朝
、
右
大
臣
大
紫
長
徳
之
孫
、
大
納
言
贈
従
二
位
安
麻
呂
之

第
一
子
也

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

κ、
大
伴
安
麻
呂
の
購
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

大
伴
家
は
雄
略
天
皇
の
頃
よ
り
続
く
武
門
の
名
家
で
あ
り
、
旅
人
は

そ
の
嫡
子
と
い
う
恵
ま
れ
た
境
遇

κあ
っ
た
。
さ
ら
に
加
う
る
に
、

大
伴
坂
上
郎
女
、
大
伴
家
持
等
の
如
き
歌
人
を
輩
出
し
た
文
学
的
素

質
も
伝
わ
る
よ
う
な
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
視
せ
ね
ば
左
ら
念
い

だ
ろ
う
。

一
方
、
憶
良
に
つ
い
て
は
「
新
撰
姓
氏
録
」

κ、
栗
田
朝
臣
、
大

春
日
朝
臣
、
同
祖
、
天
足
彦
国
忍
人
命
之
後
世
、
日
本
紀
合
、
山

上
朝
臣
同
祖
、

と
あ
る
。
「
臣
」
と
い
う
姓
は
第
六
等
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
で
は

有
力
で
は
左
か
っ
た
。
そ
し
て
憶
良
以
前

K
史
上

K
名
を
留
め
た
も

の
が
念
い
と
い
う
無
名
・
無
力
の
家

K
生
ま
れ
た
の
が
憶
良
で
あ
っ

た。旅
人
と
憶
良
と
が
生
ま
れ
る
と
と
も
K
置
か
れ
た
環
境
は
と
の
よ

う
に
異
念
っ
て
い
た
が
、
そ
の
違
い
が
、
彼
ら
の
少
年
期
か
ら
青
年

期
K
多
大
に
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
K
難
く
な
い
。

旅
人
ら
の
少
年
時
代
は
、
大
陸
文
化
と
の
接
触
に
よ
っ
て
貴
族
社

会
K
学
聞
が
盛
ん
に
興
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た

が
、
天
智
天
皇
の
時
代
に
大
学
・
国
学
に
先
が
け
て
学
校
が
設
け
ら
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A
Z
K
等
間
同
4
M

虚ノハ
M

れ
興

τ
犬
同
行
て
老

τ
犬
ご
と
吋
剤
師
臥
も
近
〈
犬

が
、
天
智
天
皇
の
時
代
に
大
学
・
国
学
に
先
が
け
て
学
校
が
設
け
ら

れ
、
天
武
・
持
統
天
皇
の
時
代
に
は
大
学
寮
の
組
織
も
整
っ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
で
ド
る
。
旅
人
も
ま
た
名
門
貴
族
の
子
弟
と
し
て
、

大
学
寮
に
入
学
し
て
そ
の
教
育
を
受
容
し
、
学
聞
に
励
ん
だ
こ
と
で

あ
ろ
う
。
他
方
、
大
学
寮
入
学
の
資
格
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
憶
良

が
、
後
K
遣
唐
少
録

κ抜
擢
せ
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
左
ら
ば
、
天

A
M
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
努
力
は
並
み
大
抵
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

二、経歴

旅人・憶良の経歴について、簡単にまとめてみる。

養 霊 和 慶 大 天 斉

老 ，， 亀
,, 

銅 雲 II 宝 智 明
年

JC 七 JC JC ムノ、
代

冗8 716 715 714 710 704 702 701 664 660胸

54 51 46 。 年
令

五正 左 事E 旅月 月月 将． ．． 軍
中 中従 V'C 
納 務四 任 生 人言 嫡位 命
と と上
？孟 左と
る るな

る

57 55 45 43 42 。 年
令

四 従 帰 渡 遺 誕 憶
月 五 唐． 位 朝 唐 少
f白 下 録

警守
と Vi: 生 良
f孟 任

V亡 る 命
任
｛ 昌

-9ー



719 

，， 

四

720 

五

721 

神

亀

元

724 

II 

726 

五

728 

天

平

730 731 

II 

五

733 

／ 55 

正
月
・
従
二
位
と
左
る

七
月
・
没

三
月
・
正
四
位
下
と
左
る

九
月
・
山
背
国
摂
官
に
任
官

56 57 

正
月
・
従
三
位
と
左
る

三
月
・
征
隼
人
持
節
大
将
と
左
り
筑
紫
へ
下
向

60 

正
三
位
と
左
る

64 

ζ

の
頃
太
宰
卿
と
し
て
赴
任

66 

大納品一一口

K
任
ぜ
ら
れ
帰
京

67 

こ
れ
ら
記
録
K
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
政
事
に
関
ず
る
事
柄
に
限

ら
れ
、
し
か
も
旅
人
は
四
十
六
歳
、
憶
良
は
四
十
二
歳
以
降
と
い
う

人
生
の
後
半
の
み
し
か
知
る
事
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

手
掛
り
に
、
旅
人
・
憶
良
と
漢
文
学
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
探
っ

て
い
き
た
い
c

旅
人
が
名
門
貴
族
の
嫡
子
と
し
て
、
そ
の
恩
恵
を
一
身
に
受
け
て

過
ご
し
た
幸
福
在
日
々
は
長
く
は
続
か
ず
、
社
会
の
中
で
の
大
伴
家

の
位
置
は
次
第
K
下
降
線
を
辿
る
こ
と
と
左
っ
た
。

‘，
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ι
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L、
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東
宮

K
待
す
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咽
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67 

と
の
頃
筑
前
国
守
と
し
て
赴
任

72 

と
の
頃
ま
で
K
帰
京

74 

没
？ 

そ
の
旅
人

K
と
っ
て
、
神
亀
年
聞
に
任
官
さ
れ
た
太
宰
帥
が
い
か

に
栄
職
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
老
齢
の
身
を
も
っ
て
「
天
ざ
か
る
都
」

の
地
へ
赴
く
こ
と
は
、
中
央
政
界
か
ら
の
脱
落
と
い
う
意
味
K
お
い

て
も
不
満
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、
n
妻
句
死
左
ど
も
重
左

っ
て
多
少
性
格
的
左
弱
さ
を
も
っ
旅
人
の
憂
い
ぽ
ぜ
当
時
盛
ん
で
あ

っ
た
老
荘
の
思
想
と
も
関
係
し
て
、
彼
の
歌
を
超
現
実
的
な
傾
向
へ

向
か
わ
せ
た
の
で
は
左
い
だ
ろ
う
か
。

憶
良
が
正
史
に
名
を
記
す
の
は
大
宝
元
年
K
遣
唐
少
録
K
左
っ
た



の
位
置
は
次
第
に
下
降
線
を
辿
る
こ
と
と
左
っ
た
。

の
に
始
ま
る
c

憶
良
の
在
唐
期
間
は
二
年
間
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ま

で
手
に
し
た
僅
か
ば
か
り
の
書
籍
か
ら
し
か
学
ぶ
こ
と
の
で
き
左
か

っ
た
唐
の
高
度
な
文
化
に
直
に
ふ
れ
た
の
で
あ
る
。
憶
良
の
唐
土
産

の
一
つ
と
し
て
吉
永
登
氏
は
「
遊
仙
窟
」
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
を
、
清

水
克
彦
氏
は
述
志
文
学
の
摂
取
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
c

憶
良
は
そ
の
生
涯
の
う
ち
二
度
の
国
守
の
経
験
を
し
た
。
中
西
氏

は
「
政
治
と
社
会
と
の
矛
盾
が
激
突
す
る
場
所
K
立
っ
た
の
が
地
方

官
弓
3

と
い
わ
れ
た
。
憶
良
も
一
方
で
は
「
令
反
惑
情
歌
一
に
よ
っ
て

国
守
と
し
て
の
立
場
を
守
り
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
重
い
負
担
に
苦

し
み
、
冷
酷
衣
室
長
K
脅
え
つ
つ
暮
ら
す
農
民
達
の
姿
を
「
貧
窮
問

答
歌
」
に
描
い
て
い
る
。
憶
良
が
万
葉
時
代
に
あ
っ
て
、
特
異
左
歌

風
を
も
っ
た
の
は
、
渡
唐
及
び
国
守
の
経
験
が
大
き
く
影
響
し
て
い

た
こ
と
は
疑
え
ま
い
。

第

節

作
品
に
見
ら
れ
る
漢
籍
引
用
の
態
度

旅
人
と
憶
良
と
が
典
拠
と
し
た
漢
籍
は
、
文
選
や
経
書
一
等
の
「
必

読
書
」
か
ら
、
遊
仙
窟
等
の
所
謂
「
俗
書
」
に
至
る
ま
で
数
多
く
あ

っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ら
の
漢
籍
を
ど
の
よ
う
左

態
度
で
、
或
は
ど
の
よ
う
左
意
図
で
利
用
し
た
の
か
を
探
っ
て
み
た

前
述
し
た
よ
う
に
、
旅
人
ら
の
時
代
ば
政
治
機
構
は
も
と
よ
り

文
学
の
世
界
に
於
い
て
も
漢
文
学
の
影
響
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら

れ
左
か
っ
た
。
当
時
の
人
々
は
自
己
の
学
ん
だ
漢
籍
の
訓
話
・
語
句
・

文
飾
・
素
材
・
形
式
左
ど
も
取
り
入
れ
て
、
さ
ら
に
は
思
想
内
容
ま

で
盛
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。

憶
良
が
正
史
に
名
を
記
す
の
は
大
宝
元
年
に
遣
唐
少
録
に
‘
な
っ
た

憶
良
の
作
品
K
「
令
反
惑
情
歌
井
序
」
（
巻
五
〉
が
あ
る
。
こ
の

序
で
は
、
墨
子
・
文
選
・
准
南
子
・
史
記
・
抱
朴
子
・
白
虎
通
・
左

伝
と
い
う
よ
う
に
、
七
種
の
漢
籍
よ
り
語
句
を
引
い
て
、
八
亡
命
山

沢
之
民
〉
を
諌
め
よ
う
と
す
る
筑
前
国

J
手
七
て
の
憶
良
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
「
名
だ
た
る
漢
籍
」
か
ら
多
く
の
語
句
を

引
用
し
て
お
り
、
一
つ
に
は
憶
良
が
漢
文
学
の
知
識
を
示
そ
う
と
し

て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
憶
良
の
漢
籍
引
用
に
於
け
る
こ
の
よ
う

左
傾
向
ば
、
長
編
の
漢
文
「
沈
府
自
哀
文
」
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の

作
品
に
つ
い
て
小
島
氏
は
、

漢
文
引
用
態
度
は
、
前
述
の
如
く
漢
籍
の
文
を
殆
ん
ど
そ
の
ま

ま
用
ゐ
、
或
は
要
約
し
、
諸
書
の
孫
引
を
行
ふ
な
ど
、
述
作
語

句
の
潤
色
に
力
を
そ
そ
ぎ
、
何
れ
も
自
哀
文
の
骨
と
な
り
肉
と

を
つ
て
ゐ
る
。
特

K
抱
朴
子
の
借
用
利
用
は
若
し
〈
、
そ
の
論
旨

の
半
ば
は
抱
朴
子
内
篇
の
諸
篇
を
切
断
し
、
接
合
し
、
整
理
し
、

老
い
先
の
短
い
彼
は
、
一
念
ほ
も
心
競
っ
て
白
己
の
「
文
事
ど
こ
ろ
」

を
沸
き
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。
（
「
上
代
日
本
文
撃
と
中
国
文
厚
」
）

と
述
べ
て
な
ら
れ
る
。
と
の
よ
う
に
憶
良
の
漢
籍
引
用
の
態
度
と
し

て
は
、
自
分
の
感
情
を
作
品

K
表
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
史

K
漢

籍
か
ら
語
句
借
用
し
て
彩
り
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
れ
K
対
し
て
、
旅
人
に
憶
良
の
よ
う
左
傾
向
が
左
か
っ
た
と
は

言
え
左
い
。
が
さ
ら
に
大
き
友
特
徴
と
し
て
素
材
・
構
成
に
つ
い
て

漢
籍
か
ら
暗
示
を
受
け
て
い
る
作
品
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
巻
五
に

収
め
ら
れ
た
「
大
伴
淡
等
謹
状
」
と
「
遊
於
松
浦
河
」
と
で
あ
る
。

「
淡
等
謹
状
」
と
「
琴
賦
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
古
沢
先
生
は
、

先
ず
桐
の
生
地
・
生
立
ち
・
環
境
が
述
べ
ら
れ
、
次
い
で
そ
の
希
望
・

1
 

1
 



念
願
を
述
べ
て
現
在
の
境
遇
を
語
る
に
至
る
構
成
内
容
が
類
似
し
て

お
り
、
そ
の
後
の
表
現
に
於
い
て
え
一
致
は
し
て
い
な
い
が
、
趣
意

を
取
り
有
効
K
活
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
一
面

の
琴
を
贈
呈
す
る
と
い
う
実
務
的
念
行
為
（
も
し
、
旅
人
が
帰
京
を

請
顧
す
る
と
い
う
目
的
を
そ
の
琴

κ託
し
て
い
た
の
な
ら
向
の
事
）

を
、
「
琴
賦
」
の
構
成
内
容

κ暗
示
を
受
け
、
さ
ら
に
琴
が
夢
に
娘

子
と
化
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
神
仙
語
的
念
趣
き
を
加
え
て
、
一
篇

の
物
語
的
左
も
の
と
し
て
創
造
し
た
こ
と
ほ
、
旅
人
の
風
流
を
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
「
遊
於
松
浦
河
序
」
は
文
中
に
も
八
若
疑
神
仙
者
乎

V
と
い

う
語
句
が
あ
る
よ
う

κ、
神
仙
的
な
雰
囲
気
が
漂
っ
た
作
品
で
あ
る
c

こ
の
序
が
「
遊
仙
窟
」

κ拠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
契
沖
の
昔
よ

り
説
か
れ
て
い
る
c

今
、
そ
れ
を
改
め
て
述
べ
て
み
る
と
、
「
遊
仙

窟
」
か
ら
の
出
典
語
句
の
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
第

一
章
の
関
連
表
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
筋
書
が
「
遊
仙
窟
」

の
そ
れ
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ζ

の
序
の
成
立
一
況

κ
つ
い

て
は
、
松
浦
河
の
描
写
が
殆
ど
念
い
こ
と
か
ら
机
上

q
一
と
も
見
る

こ
と
が
で
き
、
或
は
何
か
の
折
K
松
浦
河
を
訪
れ
、
そ
こ
を
仙
境

κ

た
と
え
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
K
せ
よ
こ
こ

κ描
か

れ
て
い
る
事
柄
は
事
実
を
写
し
た
も
の
で
ぽ
な
く
、
「
遊
仙
窟
」

κ

模
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
「
淡
等
謹
状
」

κし
ろ
「
遊
於
松

浦
河
」
に
し
ろ
、
そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
自

然
憶
良
の
「
沈
病
自
哀
文
」
と
は
違
っ
た
漢
籍
引
用
態
度
を
示
す
。

つ
ま
り
憶
良
の
「
沈
病
自
哀
文
の
場
合
、
老
身

κ重
い
病
気
の
重
念

っ
た
際
、
自
己
の
嘆
き
を
何
と
か
し
て
述
べ
た
い
、
書
き
留
め
た
い

回－、，ヨミ＝
L

－－
i

、伊、、

．．
 
、

と
願
っ
た
の
で
あ
る
う
し
、
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
た
め
K
漢
籍
も
利

用
さ
れ
た
の
で
あ
る
う
。
し
か
し
旅
人
に
は
、
そ
の
よ
う
に
切
迫
し

た
感
情
ば
念
く
、
漢
籍
陀
ヒ
ン
ト
を
得
て
創
造
す
る
と
い
う
余
裕
が

み
ら
れ
、
こ
れ
は
旅
人
特
有
の
文
雅
K
遊
ぶ
傾
向
と
い
え
る
。

憶
良
に
虚
構
の
作
品
が
念
か
っ
た
と
は
言
え
念
い
。
憶
良
の
代
表

的
念
作
品
汁
貧
窮
問
答
歌
」
（
巻
五

m
－

m）
の
貧
者
と
極
貧
者
と

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し
こ
の
虚
構
は
国
守
と
し
て
の
憶
良
が
、

実
際
自
に
し
た
農
民
の
窮
状
を
代
弁
す
る
た
め
の
文
学
的
手
法
と
し

て
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
憶
良
自
身
の
嘆
き
八
か
く
ば
か

り
術
左
き
も
の
か
、
世
間
の
道

V
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
陀
は
や
は

り
旅
人
の
文
雅
的
引
用
と
は
自
ら
相
違
が
あ
る
。

憶
良
が
旅
人
と
同
様
に
漢
籍
の
知
識
、
文
芸
の
才
を
も
っ
て
い
な

が
ら
、
そ
の
受
け
取
り
方
の
違
い
は
「
遊
仙
窟
」
の
受
け
取
り
方
に

も
如
実
K
顕
わ
れ
て
い
る
。

「
遊
仙
窟
」
に
つ
い
て
は
小
島
氏
が
詳
細
に
検
討
し
て
お
ら
れ
、

そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、

い
）
神
仙
的
志
怪
的
な
六
朝
小
説
や
伝
奇
的
友
唐
代
小
説
に
類
似
す

る
内
容
を
も
っ
。

。
俗
諺
を
始
め
と
し
て
啓
豪
的
模
範
文
的
要
素
を
持
つ
。
（
「
漢

籍
の
亨
受
」
国
語
国
文
四
十
二
年
〉

と
い
う
こ
点
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
勿
論
、
旅
人
が
「
遊
於
松
浦
河
」

に
採
用
し
た
「
遊
仙
窟
」
は
付
の
面
を
強
調
し
て
お
り
、
憶
良
が

「
沈
病
自
哀
文
」
で
八
九
泉
下
入
、
一
銭
不
い
値

V
と
取
り
入
れ
た
の

は
、
に
の
要
素
を
用
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
様
に
み
て
い
く
と
、
旅
人
と
憶
良
と
は
第
一
章
で
み
た
よ
う

。，“
唱
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A

＋
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っ
た
際
、
自
己
の
嘆
き
を
何
と
か
し
て
述
べ
た
い
、
書
き
留
め
た
い

に
数
多
く
の
漢
籍
を
利
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
態
度
K
於
い
て
、
一

方
の
旅
人
は
漢
籍
の
利
用
に
よ
っ
て
虚
構
の
作
品
を
創
造
す
る
と
い

う
余
裕
を
見
せ
、
他
方
の
憶
良
は
反
対
に
、
民
衆
を
調
諌
ず
る
、
戎

ば
自
己
の
切
実
な
る
感
情
を
表
現
す
る
手
助
け
と
し
て
漢
籍
を
利
用

す
る
と
い
う
、
現
実
的
友
商
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
中
国
の
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
受
容
し
た
時
代
に
同
じ
く
生
き
た
旅
人
と
憶
良
と
の
漢
籍

引
用
態
度
の
こ
う
し
た
違
い
は
、
そ
の
出
自
や
経
歴
に
大
き
く
影
響

さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

む

び

す

以
上
、
旅
人
と
憶
良
と
に
つ
い
て
そ
の
漢
籍
引
用
の
面
か
ら
考
察

を
進
め
て
き
た
。

第
一
章
K
於
い
て
は
、
旅
人
・
憶
良
と
漢
籍
と
の
関
係
を
知
る
た

め
に
、
漢
籍
か
ら
の
引
用
語
句
を
ま
と
め
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
結
果
、
両
者
が
如
何

κそ
の
語
句
を
漢
籍
か
ら
取
り
入
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
引
用
語
句
数
の
多
少
だ
け

で
す
べ
て
明
ら
か
に
な
る
と
は
思
わ
左
い
が
、
「
文
選
」
「
抱
朴
子
」

「
遊
仙
窟
」
の
利
用
度
が
高
く
、
広
範
囲
に
亘
る
引
用
の
中
で
こ
の

三
者
が
、
中
西
氏
が
旅
人
と
憶
良
と
を
評
し
た
「
六
朝
属
」
。
庁
傾
向

を
備
え
て
い
る
こ
と
を
書
き
加
え
て
お
き
た
い
。

第
二
章
で
私
は
旅
人
と
憶
良
と
の
漢
籍
引
用
態
度
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
捉
え
た
c

旅
人
l
漢
籍
の
利
用
に
よ
っ
て
虚
構
の
作
品
を
創
造
し
、
風
流
K

遊
ぶ
と
い
う
余
裕
が
み
ら
れ
る
。

憶
良
l
民
衆
を
調
諌
し
、
自
己
の
切
実
友
感
情
を
表
現
す
る
手
助

こ
の
様
K
み
て
い
く
と
、
旅
人
と
憶
良
と
は
第
一
章
で
み
た
よ
う

け
と
し
て
漢
籍
を
利
用
す
る
と
い
う
現
実
的
な
面
が
み
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う

κ漢
籍
引
用
の
面
か
ら
旅
人
と
憶
良
と
を
捉
え
た
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
の
は
、
語
句
引
用
の
面
を
中
心
と
し
た
ほ

ん
の
一
端
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
素
材
・
形
式
・
文
字
な
ど
検
討
す
る

こ
と
K
よ
っ
て
、
旅
人
・
憶
良
と
漢
籍
と
の
関
係
も
一
層
明
ら
か
に

な
る
こ
と
で
あ
ろ
う

八
註
〉

註
1

註
2

註
3

註
4

註
5

註
6

「
山
上
憶
良
論
」
次
回
真
幸
（
万
葉
集
大
成
所
収
）

「
日
本
文
学
史
・
上
代
」

「
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
」

註
3

K
同
じ

「
万
葉
集
註
釈
」

註
3

K
同
じ
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