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東
城
敏
毅
著

『
万
葉
集
防
人
歌
群
の
構
造
』

（
和
泉
書
院
研
究
叢
書
４
７
８
）

松
田　

聡

　

本
書
は
万
葉
集
巻
二
十
に
収
載
さ
れ
る
天
平
勝
宝
七
歳
の
防
人
歌
（
以

下
「
防
人
歌
」）
を
主
た
る
考
察
の
対
象
と
し
、「
防
人
歌
の
本
質
に
迫
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
」（
序
論
）
も
の
で
あ
る
。
全
篇
に
わ
た
り
加
筆
・

改
稿
が
施
さ
れ
、
一
書
と
し
て
の
統
一
が
図
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

初
出
稿
以
降
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
も
目
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
書

の
刊
行
に
よ
り
著
者
の
長
年
に
わ
た
る
研
究
が
体
系
的
に
示
さ
れ
、
防
人

歌
研
究
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
は
心
か

ら
慶
び
た
い
。

　

本
書
は
、
書
名
の
通
り
、
防
人
歌
を
「
歌
群
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、「
防
人
歌
群
」
に
は
、
次

の
三
通
り
の
「
歌
群
」
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
（「
序
論
」）。

　
　

①�

大
伴
家
持
が
拙
劣
歌
を
削
除
し
た
後
の
、
現
在
の
『
万
葉
集
』
に

見
ら
れ
る
「
歌
群
」

　
　

②
各
国
部
領
使
が
大
伴
家
持
に
進
上
し
た
段
階
の
「
歌
群
」

　
　

③�

防
人
が
宴
の
場
な
ど
で
歌
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
実
際
の
歌
の
場

に
お
け
る
「
歌
群
」

　

防
人
歌
の
場
合
、
作
者
の
「
地
位
・
職
分
・
役
職
」
を
示
す
と
見
ら
れ

る
記
載
や
、
採
録
過
程
に
関
わ
る
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
②
に
つ
い
て
は

あ
る
程
度
ま
で
推
測
で
き
る
が
、
本
書
は
、
①
②
を
子
細
に
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
可
能
な
限
り
③
（「
実
際
の
歌
の
場
」）
に
遡
及
し
て
考
察

し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

防
人
歌
の
「
場
」
に
つ
い
て
考
究
し
た
論
と
言
え
ば
、
吉
野
裕
氏
の
『
防

人
歌
の
基
礎
構
造
』（
一
九
四
三
）
が
そ
の
古
典
的
な
も
の
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
吉
野
論
は
防
人
歌
に
見
ら
れ
る
歌
の
類
同
性
を
座
を
同
じ
く

す
る
集
団
的
詠
歌
の
結
果
だ
と
見
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
こ
う
し
た

視
点
を
批
判
的
に
継
承
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
吉
野
論
は
戦
後
様
々
な
角
度
か
ら
検
証
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
研
究
に
お
い
て
も
類
同
性
の
問
題
は
重
要
な
論

点
の
一
つ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
父
母
」
を
思
慕
す
る
歌
を
ど
う
見
る
か

と
い
う
の
は
、
防
人
歌
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
多
く
の
議
論
を
呼

ん
で
き
た
。
例
え
ば
渡
部
和
雄
氏
は
、「
父
母
」
を
思
慕
す
る
な
ど
と
い

〔
書
評
〕
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う
律
令
的
な
発
想
は
防
人
の
よ
う
な
一
般
農
民
か
ら
は
生
ま
れ
え
な
い
も

の
と
し
て
、
難
波
に
お
け
る
家
持
の
教
導
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
の
で

あ
る
が
（「
時
々
の
花
は
咲
け
ど
も
」『
国
語
と
国
文
学
』
50
―
９
）、
防

人
を
お
し
な
べ
て
一
般
農
民
と
見
る
こ
と
に
対
し
て
は
異
論
も
少
な
く
な

い
。
本
書
も
ま
た
、
渡
辺
論
の
そ
の
前
提
を
問
題
視
す
る
。

　

ち
な
み
に
本
書
は
、
八
篇
の
論
文
か
ら
な
る
第
一
部
（「
防
人
歌
の
作

者
層
と
主
題
」）
と
、
五
篇
の
論
文
か
ら
な
る
第
二
部
（「
防
人
歌
群
の
歌

の
場
と
配
列
」）の
前
後
に「
序
論
」「
結
論
」を
伴
う
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
る
が
、
第
一
部
は
、
主
と
し
て
「
防
人
歌
の
作
者
層
」
に
つ
い
て
論

じ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
防
人
歌
の
作
者
は
一
般
の
防
人
と
は
区

別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
地
方
に
あ
っ
て
は
上
層
階
級
に
属
す
る
も

の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
防
人
歌
の

作
者
を
無
学
な
一
般
農
民
と
見
る
通
説
的
理
解
（
渡
辺
論
も
そ
の
理
解
に

立
つ
）
に
疑
義
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
土
台
と
な
る
論
で
あ
る

が
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
評
者
も
東
城
氏
の
見
解
に
大
筋
に
お
い
て
与
す

る
も
の
で
あ
る
。
用
例
の
少
な
さ
や
偏
り
な
ど
か
ら
、
論
の
細
部
に
お
い

て
は
証
明
の
難
し
い
事
柄
を
少
な
か
ら
ず
含
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
防
人
歌
作
者
の
身
分
が
そ
う
低
い
も
の
で
は

な
い
と
い
う
論
の
根
幹
に
つ
い
て
は
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
ず
第
一
部
第
一
章
で
は
、
防
人
歌
の
作
者
左
注
に
現
れ
る
「
上
丁
」

に
つ
い
て
考
察
し
、「
―
郡
＋
上
丁
」
と
「
上
丁
＋
―
郡
」
と
い
う
順
序

の
異
な
る
記
載
に
つ
い
て
、
前
者
を
「
郡
防
人
集
団
の
長
」、
後
者
を
「
一

国
防
人
集
団
の
長
」
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
上
丁
」

を
一
般
兵
士
と
す
る
通
説
に
対
し
、「
上
」
を
カ
ミ
（
集
団
の
長
）
と
す

る
新
説
で
あ
る
が
、
木
簡
の
記
載
な
ど
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
今

後
更
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
但
し
、「
上
丁

＋
―
郡
」
と
い
う
形
を
完
全
に
取
る
も
の
が
武
蔵
国
の
四
四
一
三
し
か
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
気
に
な
る
点
で
あ
る
（
東
城
氏
は
駿
河
国
の

四
三
三
七
も
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
郡
名
を
欠
く
）。
ま
た
、
東
城

氏
は「
上
丁
は
必
ず
一
郡
に
一
人
し
か
存
在
し
な
い
」と
い
う
事
実
か
ら
、

「
一
郡
か
ら
一
名
の
上
丁
が
歌
を
一
首
提
出
す
る
」と
い
う「
原
則
」が
あ
っ

た
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
下
総
国
の
「
上
丁
」

の
歌
な
ど
は
全
て
拙
劣
歌
と
し
て
除
か
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
東

城
氏
は
上
丁
の
記
載
が
あ
っ
た
歌
群
の
存
在
を
想
定
し
、
歌
群
ご
と
拙
劣

歌
と
認
定
さ
れ
た
可
能
性
を
挙
げ
る
が
（
六
二
頁
以
下
）、
現
存
し
な
い

拙
劣
歌
を
根
拠
に
そ
こ
ま
で
推
測
で
き
る
も
の
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

　

し
か
し
、「
上
丁
」
が
「
五
教
」
を
教
育
さ
れ
た
「
郡
司
子
弟
」
層
で

あ
ろ
う
と
い
う
指
摘
（
第
一
部
第
六
章
）
は
蓋
然
性
の
高
い
推
定
だ
と
思

わ
れ
る
。
東
城
氏
は
後
の
健
児
制
に
お
け
る
郡
司
子
弟
の
あ
り
よ
う
を
傍

証
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
上
層
階
級
」
が
「
郡
司
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子
弟
」
層
に
絞
り
込
ま
れ
る
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
律
令
官

人
の
末
端
に
連
な
る
郡
司
の
子
弟
で
あ
れ
ば
、「
父
母
思
慕
」
と
い
う
律

令
的
な
発
想
で
歌
を
詠
む
こ
と
（
同
第
三
章
）
も
、
官
人
の
羈
旅
歌
と
類

句
・
類
想
関
係
に
あ
る
歌
を
詠
む
こ
と
（
同
第
五
章
）
も
、
あ
り
う
る
こ

と
と
し
て
納
得
さ
れ
る
。「
殿
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
も
そ
の
方
向
か
ら
理

解
で
き
そ
う
で
あ
る
（
同
第
四
章
）。
前
述
の
よ
う
に
「
父
母
」
を
始
め

と
す
る
律
令
的
な
発
想
を
、
官
人
に
よ
る
教
導
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、

仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
東
城
氏
の
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

だ
け
の
教
養
が
既
に
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
部
第
七
章
は
、「
わ
れ
」「
あ
れ
」
の
意
味
上
の
相
違
か
ら
防
人
歌

作
者
層
と
の
関
連
を
考
察
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
国
語
学
的
問
題
を

含
ん
で
お
り
、
評
者
の
力
量
で
は
直
ち
に
当
否
を
判
断
で
き
な
い
が
、「
あ

れ
」
系
の
代
名
詞
が
や
が
て
は
消
滅
す
る
と
い
う
過
渡
的
状
況
に
あ
っ
た

と
予
想
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
現
存
の
文
献
資
料
か
ら
そ
こ
ま
で
截
然
と

意
味
の
区
分
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
、疑
問
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

東
城
氏
は
「
あ
れ
」
を
「『
孤
』
と
し
て
の
『
私
』
の
発
露
、『
孤
的
』
意

識
の
表
出
」
と
し
、「
わ
れ
」
を
「
一
般
的
な
『
私
』
の
表
出
、
集
団
意

識
の
表
出
」
と
す
る
が
、
例
外
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
松
の

木
の
並
み
た
る
見
れ
ば
家
人
の
わ
れ
を
見
送
る
と
立
た
り
し
も
こ
ろ
」

（
20
・
四
三
七
五
、
下
野
）
の
場
合
、「
松
（
待
つ
）
の
木
」
か
ら
連
想
さ

れ
て
い
る
の
は
詠
み
手
の
「
家
人
」
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
「
わ
れ
」

か
ら
集
団
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、
第
一
部
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
父
母
」「
殿
」「
妹
」
な
ど
の
歌

語
は
そ
れ
ぞ
れ
防
人
歌
の
「
主
題
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
が（
第
三
章
～
第
五
章
）、い
ず
れ
の
論
に
も
、防
人
歌
の
作
者
は「
地

方
に
お
い
て
は
上
層
階
級
の
者
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意

識
が
底
流
し
て
い
る
。
第
一
部
の
最
後
（
第
八
章
）
で
防
人
歌
蒐
集
の
目

的
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
国
際
情
勢
に
ま
で
踏
み

込
ん
で
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
論
と
言
う
べ
き
で

あ
る
。

　

さ
て
、後
半
の
第
二
部
は「
各
国
の
防
人
歌
を
歌
群
と
し
て
捉
え
直
し
、

そ
の
歌
群
の
配
列
方
法
か
ら
歌
群
の
意
味
を
探
り
出
し
、
そ
の
意
味
を
実

際
の
歌
の
場
に
ま
で
遡
及
し
て
考
察
す
る
」（「
序
論
」）
も
の
で
あ
る
。

多
く
の
新
見
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
に
は
歌
の
類
同
性
を

「
場
」
の
共
通
性
か
ら
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
視
点
が
一
貫
し
て
い
る
。

中
で
も
、
提
出
期
日
を
同
じ
く
す
る
二
国
間
の
防
人
歌
に
表
現
上
の
類
似

や
対
応
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
（
第
二
部
第
一
章
及
び
第
四
章
）
は
、

や
や
大
胆
な
推
測
を
含
む
も
の
の
、
非
常
に
興
味
深
い
問
題
提
起
と
な
っ

て
い
る
。「
布
多
富
我
美
」（
20
・
四
三
八
二
）
を
「
布フ

多タ

」（
地
名
）
の

「
火ホ

長ガ
ミ

」
と
す
る
指
摘
も
傾
聴
に
値
す
る
（
同
第
三
章
）。
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但
し
、
疑
問
も
あ
る
。
第
二
部
第
二
章
は
、
下
野
国
防
人
歌
に
つ
い
て
、

そ
の
配
列
と
郡
の
地
理
的
位
置
と
の
関
連
を
説
き
つ
つ
、
部
分
的
に
歌
の

場
に
起
因
す
る
「
変
則
的
な
配
列
」
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
は
、
郡
名
に
よ
る
配
列
と
い
う
机
上
の
操
作
に
関
わ
る
問
題
と
、
詠
歌

の
「
場
」
と
い
う
問
題
と
の
間
で
視
点
に
微
妙
な
揺
れ
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
武
蔵
国
防
人
歌
が
残
さ
れ
た
配
列
の
ま
ま
で
二
首
ず
つ

唱
和
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
が
（
同
第
五
章
）、
氏
自

身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
拙
劣
歌
と
し
て
削
除
さ
れ
た
歌
を
ど
う
考
え

る
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

無
論
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
今
後
更
に
深
め
ら
れ
て
い
く
も
の
と
拝
察
す

る
。
本
書
は
防
人
歌
研
究
の
歴
史
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
一
つ
一
つ
の

課
題
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
防
人
歌
研
究
の
今
日
的
課
題

を
浮
き
彫
り
に
し
た
労
作
で
あ
り
、
今
後
の
防
人
歌
研
究
に
新
た
な
指
針

を
示
す
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
Ａ
５
判
、
三
三
二
頁
、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
発
行
、
定
価

一
〇
〇
〇
〇
円
＋
税
）


