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山
上
憶
良
の
貧
窮
問
答
歌
（『
万
葉
集
』
巻
五
︱
八
九
二
）
に
は
、
農

民
の
暮
ら
し
が
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

竈
に
は　

火ほ

気け

ふ
き
た
て
ず　

甑
に
は　

蜘
蛛
の
巣
か
き
て　

飯い
ひ

炊か
し

く　

事
も
わ
す
れ
て　

ぬ
え
鳥
の　

の
ど
よ
ひ
居
る
に　

い
と
の
き

て　

短
き
物
を　

端
き
る
と　

云
へ
る
が
如
く　

楚
し
も
と

取
る　

五さ

十と

戸お

良さ

が
こ
ゑ
は　

寝
屋
ど
ま
で　

来
立
ち
呼よ
ば

ひ
ぬ　

か
く
ば
か
り　

す

べ
な
き
も
の
か　

世よ
の

間な
か

の
道

こ
こ
か
ら
は
、
食
事
も
ま
ま
な
ら
な
い
中
で
、
収
税
に
訪
れ
た
里
長
を

前
に
し
て
途
方
に
暮
れ
る
農
民
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
く
る
。
こ

う
し
た
貧
し
い
農
民
の
イ
メ
ー
ジ
を
念
頭
に
お
く
と
、
奈
良
～
平
安
時
代

の
浮
浪
・
逃
亡
を
過
重
な
負
担
に
た
え
か
ね
た
農
民
の
脱
走
と
し
て
把
握

す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
と
い
え
る
。
し
か
し
、
研
究
の
進
展
の
中
で
、

こ
う
し
た
見
方
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
も

そ
も
、
貧
窮
問
答
歌
自
体
が
中
国
（
唐
）
の
文
学
の
翻
案
で
あ
り
、
当
時

の
民
衆
の
生
活
と
は
必
ず
し
も
対
応
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
浮
浪
・

逃
亡
も
、
困
窮
し
た
農
民
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
逃
走
と
い
う
見
方
だ
け
で

は
と
ら
え
き
れ
な
い
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。

奈
良
～
平
安
時
代
の
国
家
は
、
農
民
た
ち
を
戸
籍
・
計
帳
（
合
わ
せ
て

「
籍
帳
」）
と
い
う
帳
簿
に
登
録
す
る
こ
と
で
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
戸
籍

は
六
年
に
一
度
作
成
さ
れ
る
基
本
台
帳
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
口
分

田
の
班
給
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
た
。
計
帳
は
調
庸
な
ど
の
課
税
に
用
い
る

帳
簿
で
、
毎
年
つ
く
ら
れ
る
原
則
で
あ
っ
た
。
浮
浪
・
逃
亡
と
は
、
こ
う

し
た
帳
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
本
籍
地
（
本
貫
）
を
離
れ
て
、
他
所
に
移

っ
て
し
ま
う
行
為
を
指
す
。
当
時
の
法
律
学
者
（
明
み
ょ
う

法ぼ
う

家か

）
は
、
税
を
負

担
す
る
者
を
浮
浪
、
し
な
い
者
を
逃
亡
と
、
区
別
し
て
認
識
し
て
い
る
が
、

実
際
に
は
両
者
の
差
異
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
以
下
、
総

称
し
て
「
浮
浪
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
初

の
全
国
的
戸
籍
と
な
っ
た
庚
午
年
籍
（
天
智
九
年
〈
六
七
〇
〉）
を
つ
く

る
と
い
う
記
事
で
「
盗
賊
と
浮
浪
と
を
断や

む
」、
六
年
ご
と
の
戸
籍
の
初

め
と
な
っ
た
庚
寅
年
籍
（
持
統
四
年
〈
六
九
〇
〉）
の
作
成
指
示
の
際
に

「
浮
浪
を
糺
し
捉か
ら

む
べ
し
」
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戸

籍
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
浮
浪
人
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ

て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
浮
浪
人
の
中
に
は
、
生
活
が
苦
し
く
て
本
貫
を
逃
げ
出
す
と
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。



22賢問愚問　解説コーナー

い
う
、
古
典
的
な
理
解
に
沿
う
よ
う
な
人
び
と
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
養

老
四
年
（
七
二
〇
）
の
史
料
な
ど
に
は
、
私
的
な
種
籾
の
賃
借
（
私し

出す
い

挙こ

）
の
中
で
身
を
持
ち
崩
し
て
逃
亡
し
た
農
民
た
ち
が
出
て
く
る
。
こ
う

し
た
例
は
他
に
も
み
え
る
が
、
浮
浪
人
が
発
生
す
る
理
由
は
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。

そ
も
そ
も
奈
良
～
平
安
時
代
の
籍
帳
は
、
生
活
実
態
と
し
て
の
家
族
や

個
人
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
録
し
た
帳
簿
で
は
な
か
っ
た
。
戸
籍
に
記
録
さ

れ
る
「
戸
」
は
、
税
の
徴
収
、
兵
士
の
徴
発
、
口
分
田
の
班
給
な
ど
と
い

っ
た
統
治
の
上
で
都
合
が
い
い
よ
う
に
、
適
正
な
人
数
や
人
員
構
成
を
と

る
集
団
と
し
て
人
為
的
に
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
た
。
籍
帳
は
、
初
め
か
ら

現
実
と
異
な
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戸
籍
は
一
度

つ
く
っ
て
し
ま
え
ば
、
死
去
に
よ
る
削
除
以
外
に
は
大
き
な
変
更
が
加
え

ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
の
人
び
と
は
様
々
な
必
要
に
応

じ
て
居
住
地
を
変
え
て
い
く
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
農
業
開
発
の
た
め
で
あ

り
、
商
業
上
の
必
要
の
た
め
で
あ
り
、
あ
る
い
は
婚
姻
の
た
め
の
移
住
も

一
般
的
に
み
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
民
衆
の
流
動
性
は
、
籍
帳
で
は

う
ま
く
把
握
し
き
れ
な
か
っ
た
。
現
住
地
と
戸
籍
が
分
裂
し
た
状
態
に
お

か
れ
た
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
結
果
と
し
て
浮
浪
と
い
う
言
葉
で
と
ら
え

ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
本
人
の
意
思
を
確
認
す
る
す
べ
は
な
い
が
、

浮
浪
人
の
中
に
は
結
果
的
に
そ
う
認
識
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
人
び
と

が
相
当
数
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
浮
浪
人
が
生
じ
る
際
に
様
々
な
契
機
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
中
に
相
応
の
資
産
を
有
す
る
者
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
か
な
り

高
く
な
る
。
養
老
元
年
の
史
料
に
は
、
許
可
の
な
い
出
家
（
私
得
度
）
や
、

「
王
臣
」（
貴
族
な
ど
）
の
家
人
（
資
人
）
に
な
っ
て
課
役
を
納
め
な
い
と

い
う
浮
浪
が
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
人
び
と
の
少

な
く
と
も
一
部
に
は
、
僧
侶
や
資
人
に
な
る
に
十
分
な
素
養
を
身
に
つ
け

た
、
比
較
的
裕
福
な
階
層
の
者
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
余
裕
の

あ
る
者
で
も
で
き
る
な
ら
ば
税
は
納
め
た
く
な
い
と
思
う
の
が
世
の
常
な

の
で
あ
る
。

で
は
、
政
府
は
浮
浪
人
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

浮
浪
人
対
策
の
初
期
の
基
本
と
な
っ
た
戸
令
（
養
老
律
令
の
編
目
の
一

つ
）
の
規
定
で
は
、
浮
浪
人
た
ち
を
捜
索
し
て
本
貫
地
に
連
れ
戻
す
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
方
針
に
変
化
の
兆
し
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
大
宝

律
令
の
施
行
か
ら
十
余
年
が
経
過
し
た
和
銅
八
年
（
七
一
五
）
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
三
カ
月
以
上
経
過
し
た
浮
浪
人
に
つ
い
て
、
居
住
地
で
も
調
庸

を
納
め
る
と
と
も
に
、「
国
郡
姓
名
」
を
報
告
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
籍
帳
と
は
異
な
っ
た
仕
組
み
に
よ
っ
て
浮
浪
人

を
把
握
す
る
と
い
う
、
や
や
現
実
的
な
方
向
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

養
老
五
年
に
は
本
貫
地
に
帰
還
す
る
か
現
住
地
で
戸
籍
に
組
み
込
ま
れ
る

か
選
択
を
す
る
と
い
う
制
度
が
一
時
的
に
施
行
さ
れ
た
が
、
天
平
八
年

（
七
三
六
）
に
は
戸
籍
の
枠
組
み
で
浮
浪
人
を
把
握
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
完
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全
に
放
棄
さ
れ
、
現
住
地
に
お
い
て
「
名
簿
」（
後
の
浮
浪
人
帳
）
に
登

録
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
浮
浪
人

が
戸
籍
に
登
録
さ
れ
る
公
民
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
身
分
と
し
て
確
立
し

た
の
で
あ
る
。
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
に
は
再
び
居
住
地
の
戸
籍
へ
の

編
入
が
指
示
さ
れ
る
が
、
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
に
天
平
八
年
の
制
度
に

戻
さ
れ
、
以
降
は
そ
の
路
線
が
定
着
し
て
い
く
。
浮
浪
人
を
浮
浪
人
と
し

て
把
握
す
る
仕
組
み
は
、
何
度
か
の
揺
り
戻
し
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
最

終
的
に
は
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

浮
浪
人
は
早
い
段
階
か
ら
中
央
の
貴
族
ら
と
結
び
つ
き
を
も
つ
場
合
が

あ
っ
た
が
、
よ
り
全
面
的
に
展
開
す
る
契
機
の
一
つ
と
な
っ
た
の
は
、
開

墾
田
の
所
有
を
公
認
し
た
天
平
十
五
年
の
墾
田
永
年
私
財
法
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
天
平
年
間
以
前
か
ら
貴
族
ら
は
「
荘
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る

私
有
地
を
保
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
法
令
が
出
さ
れ
る
と
、

農
園
（
初
期
荘
園
）
の
開
発
を
積
極
的
に
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
浮

浪
人
は
初
期
荘
園
の
経
営
に
取
り
込
ま
れ
、「
王
臣
の
荘
に
駆
せ
ら
れ
、

徒
に
課
役
の
務
を
免
る
」（
宝
亀
十
一
年
）、「
浮
宕
の
徒
、
諸
荘
に
集
ひ
、

勢
を
其
の
主
に
仮
り
、
全
く
調
庸
を
免
る
」（
延
暦
十
六
年
）
な
ど
と
史

料
に
み
え
る
よ
う
に
、
八
世
紀
末
に
は
納
税
を
拒
絶
し
て
国
家
に
も
問
題

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
び
と
の
中
に
は
小
作
的
な

労
働
力
と
し
て
荘
園
で
駆
使
さ
れ
る
者
も
い
た
だ
ろ
う
が
、
浮
浪
人
の
多

様
性
を
考
え
る
と
、
経
営
の
中
核
に
な
る
よ
う
な
有
力
な
農
民
も
含
ま
れ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
か
な
り
後
の
段
階
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
承
和

八
年
（
八
四
一
）
に
は
東
大
寺
領
の
越
中
国
井
山
荘
か
ら
、
所
管
の
「
浪

人
」
が
別
の
荘
園
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
経
営
が
困
難
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
訴
え
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
浮
浪
人
の
存
在
が
荘
園
の
経

営
状
況
を
左
右
す
る
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

八
世
紀
の
末
頃
か
ら
九
世
紀
に
入
っ
て
く
る
と
、
籍
帳
に
よ
る
人
民
把

握
の
仕
組
み
は
破
綻
が
み
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
原
因
と
し
て
は
、
郡
の

役
人
（
郡
司
）
に
就
い
て
い
た
よ
う
な
地
方
豪
族
の
権
威
が
失
墜
し
た
か

ら
だ
と
か
、
浮
浪
人
が
さ
ら
に
増
加
し
た
か
ら
だ
と
か
、
様
々
な
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
移
動
す
る
民
衆
の
追
跡
が
こ
の
段
階
で
は
も
は
や
絶

望
的
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
点
も
重
要
だ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
、
籍
帳
に
把

握
さ
れ
な
い
浮
浪
人
の
数
は
増
加
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
階
層
も
ま
す
ま

す
多
様
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
頃
の
史
料
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
表
現
と
し
て
、「
土
人
・
浪
人
を

論
ぜ
ず
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た
人
民

（
土
人
）
と
浮
浪
人
を
区
別
せ
ず
に
政
策
の
対
象
と
す
る
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
浮
浪
人
を
帳
簿
に
よ
っ
て
把
握
す
る
仕
組
み
が
確
立
し
て
い
く

一
方
で
、
戸
籍
に
よ
る
人
民
の
把
握
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
と
す
る
と
、

浮
浪
人
と
一
般
の
公
民
を
区
別
し
な
い
政
策
が
施
行
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、

自
然
な
流
れ
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
中
で
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
に

中
央
官
司
の
財
源
と
し
て
新
た
に
官
田
が
設
定
さ
れ
た
際
に
は
、「
土
人
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浪
人
を
問
は
ず
」
に
経
営
を
委
ね
る
と
い
う
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
か

つ
て
国
家
に
よ
る
人
民
把
握
に
背
反
す
る
存
在
と
し
て
忌
避
さ
れ
て
い
た

浮
浪
人
は
、
つ
い
に
国
家
財
政
の
捻
出
に
一
役
買
う
も
の
と
し
て
重
視
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
富
豪
浪
人
」
と
い
う
言
葉
が
史
料
に

み
え
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
の
こ
と
（
元
慶
八
年
）
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
稲
な
ど
の
財
産
を
多
く
蓄
え
て
、
そ
れ
を
も
と
に
農
業
経
営

を
進
め
る
と
と
も
に
、
時
に
は
国
司
や
郡
司
と
い
っ
た
支
配
機
構
に
抵
抗

す
る
人
び
と
（
い
わ
ゆ
る
「
富
豪
層
」）
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
元
慶
八
年
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
「
富
豪
浪
人
」
は
、
具
体
的
に
は

か
つ
て
国
司
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
者
の
子
弟
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

土
着
し
て
国
司
ら
の
徴
税
に
抵
抗
し
た
た
め
に
、
国
家
か
ら
問
題
視
さ
れ

て
い
る
。
中
央
貴
族
か
ら
選
ば
れ
る
国
司
の
子
弟
す
ら
、
こ
の
頃
に
は
浮

浪
人
と
し
て
ご
く
自
然
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
史

料
に
は
直
接
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
が
、
か
つ
て
他
所
か
ら
移
動
し
て
き
た

有
力
な
農
民
た
ち
も
性
格
の
上
で
は
「
富
豪
浪
人
」
と
呼
ば
れ
る
資
格
を

も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
九
世
紀
を
通
じ
て
浮
浪
人
に
含
ま
れ
る
階
層
は
ま
す
ま

す
増
え
、
そ
の
中
の
裕
福
な
者
た
ち
が
社
会
的
役
割
を
高
め
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
籍
帳
が
完
全
に
有
名
無
実
化
す
る
と
、
浮
浪
人

と
い
う
く
く
り
自
体
に
意
味
が
な
く
な
り
、
言
葉
自
体
も
史
料
か
ら
姿
を

消
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

浮
浪
人
は
初
め
か
ら
多
様
な
階
層
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
社
会
の
動
向

に
応
じ
て
微
妙
に
そ
の
構
成
を
変
え
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え

ば
貧
し
い
農
民
な
ど
と
い
っ
た
単
一
の
主
体
と
し
て
彼
ら
を
把
握
す
る
こ

と
は
正
し
く
な
い
。
国
家
の
構
築
し
よ
う
と
し
た
人
民
把
握
の
仕
組
み
に

つ
い
て
も
理
解
を
深
め
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
浮
浪
人
の
構
成
と

動
向
に
つ
い
て
、
冷
静
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
い
え
よ
う
。

（
き
た
む
ら
・
や
す
ひ
ろ
／
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
講
師
）


