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孤
立
す
る
歌
　
―
越
中
帰
京
後
の
家
持
肆
宴
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

浅　

野　

則　

子

【
要
　
　
　
旨
】

奈
良
朝
後
期
は
、
そ
れ
ま
で
の
政
治
体
制
に
変
化
が
み
ら
れ
、
不
安
定

な
時
代
で
あ
っ
た
。
大
伴
家
持
は
こ
の
時
代
に
越
中
か
ら
都
に
戻
る
こ

と
に
な
る
。
家
持
に
と
っ
て
信
頼
す
べ
き
橘
諸
兄
、
崇
拝
す
る
聖
武
の

も
と
で
公
的
な
歌
の
場
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
両
者
亡
き
後
の
政

治
環
境
の
基
で
家
持
は
従
来
の
よ
う
な
公
的
な
場
を
失
っ
て
い
く
。
こ

う
し
た
時
代
の
変
化
の
中
で
家
持
が
歌
に
何
を
求
め
た
か
に
つ
い
て
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　
　

大
伴
家
持　

奈
良
朝
末
期　

歌
の
文
化
圏

　
　
　

は
じ
め
に

　

越
中
で
の
五
年
に
渡
る
地
方
官
と
し
て
の
任
を
終
え
た
家
持
は
、
天
平
勝
宝
三

年
（
七
五
一
）
活
躍
の
場
を
都
へ
と
移
す
こ
と
と
な
っ
た
。
越
中
守
在
任
時
も
橘

諸
兄
に
よ
っ
て
都
の
状
況
が
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の①

、
実
際
に
都
か

ら
歌
が
求
め
ら
れ
る
場
に
は
い
な
か
っ
た
家
持
に
と
っ
て②

、
帰
京
後
、
公
の
歌
の

場
は
望
み
続
け
て
い
た
晴
れ
が
ま
し
い
場
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
心
を
よ
せ

る
天
皇
で
あ
っ
た
聖
武
が
太
上
天
皇
と
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
橘
諸
兄
は
左
大

臣
と
し
て
在
任
し
、
諸
兄
の
子
奈
良
麻
呂
は
参
議
と
な
っ
て
い
る
。
藤
原
氏
が
台

頭
し
て
は
い
る
も
の
の
、
帰
京
後
の
家
持
を
取
り
巻
く
政
治
環
境
は
ま
だ
、
そ
れ

ほ
ど
悪
化
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
聖
武
の
崩
御
、
諸
兄
の
死
と

家
持
に
と
っ
て
の
不
幸
な
状
況
が
続
き
、
政
治
環
境
は
悪
化
し
て
い
く
。
こ
の
よ

う
な
時
代
に
家
持
に
と
っ
て
公
の
歌
の
場
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
招
か
れ
た｢

場｣

で
求
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
肆
宴
歌③

を
取
り

上
げ
る
。
天
皇
、
も
し
く
は
天
皇
に
連
な
る
人
物
が
臨
席
す
る
場
と
し
て
の
肆
宴

歌
の
表
現
を
考
え
る
こ
と
で
、
帰
京
後
の
家
持
の
公
の
場
に
お
け
る
歌
意
識
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　
（
一
）

　

帰
京
後
に
家
持
が
参
加
し
た
肆
宴
は
五
例
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア　

天
平
勝
宝
四
年
十
一
月
八
日　
　
　

19
―
四
二
六
九
～
七
二

イ　

天
平
勝
宝
四
年
十
一
月
二
十
五
日　

19
―
四
二
七
三
～
七
八

ウ　

天
平
勝
宝
七
年
八
月
十
三
日　
　
　

20
―
四
四
五
二
～
三

エ　

天
平
宝
字
二
年
一
月
三
日　
　
　
　

20
―
四
四
九
三

オ　

天
平
宝
字
二
年
一
月
六
日　
　
　
　

20
―
四
四
九
五

　　

こ
れ
ら
の
歌
の
時
代
背
景
を
み
る
時
、
ア
～
ウ
の
歌
と
エ
・
オ
の
歌
の
間
に
は

大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
天
平
勝
宝
八
年
に
は
聖
武
太
上
天
皇
が

崩
じ
、
翌
九
年
に
は
橘
諸
兄
が
没
し
、
家
持
に
と
っ
て
の
政
治
的
な
後
ろ
盾
を
失
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う
時
代
と
そ
れ
以
前
の
も
の
と
な
る
。
ま
ず
、
聖
武
太
上
天
皇
が
存
命
で
あ
り
、

諸
兄
政
権
も
衰
え
て
い
な
か
っ
た
ア
・
イ
の
歌
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

ア　
　

十
一
月
八
日
、
左
大
臣
橘
朝
臣
の
宅
に
在
り
て
肆
宴
し
た
ま
ひ
し
歌
四
首

よ
そ
の
み
に
見
れ
ば
あ
り
し
を
今
日
見
て
は
年
に
忘
れ
ず
思
ほ
え
む
か
も　

　

右
の
一
首
は
太
上
天
皇
の
御
歌
。

む
ぐ
ら
延
ふ
賎
し
き
宿
も
大
君
し
ま
さ
む
と
知
ら
ば
玉
敷
か
ま
し
を        

  

右
の
一
首
は
左
大
臣
橘
卿
。

松
蔭
の
清
き
浜
辺
に
玉
敷
か
ば
君
来
ま
さ
む
か
清
き
浜
辺
に            

　

右
の
一
首
は
、
右
大
弁
藤
原
八
束
朝
臣
。

天
地
に
足
ら
は
し
照
り
て
我
が
大
君
敷
き
ま
せ
ば
か
も
楽
し
き
小
里
。  

　

右
の
一
首
は
、
少
納
言
大
伴
宿
祢
家
持
。
未
だ
奏
せ
ず

　

橘
諸
兄
の
宅
で
行
わ
れ
た
肆
宴
で
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
四
首
の
う
ち
家
持
の
歌

に
は
「
未
奏
」
と
い
う
註
が
つ
く
。
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
巻
が
十
九
で
あ
る
こ

と
か
ら
み
て
、
こ
の
註
は
家
持
本
人
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
未
奏
」
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
氏
は
そ
の
宴
に
参
加
し
な
が
ら
詠
う
機
会
が
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ④

、吉
村
誠
氏
は
、当
日
詠
ん
だ
歌
が
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ

た
の
で
、
後
日
に
な
っ
て
詠
ん
だ
歌
を
記
し
た
と
さ
れ
る⑤

。
理
由
に
つ
い
て
は
断

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
は
、
家
持
は
「
場
」
で
詠
ま

れ
た
歌
は
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
日
詠
ま
れ
た
歌
と
し
て
家
持
の

歌
よ
り
前
に
記
さ
れ
て
い
る
歌
を
理
解
し
た
上
で
の
家
持
の
作
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
家
持
に
と
っ
て
、
歌
の
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

ま
た
、
そ
こ
に
自
身
の
歌
を
並
べ
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
表
現
が
ふ
さ
わ
し
い

か
を
十
分
に
と
ら
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

列
席
し
た
人
物
を
見
て
い
き
た
い
。
太
上
天
皇
（
聖
武
）・
橘
諸
兄
・
藤
原
八
束
・

家
持
の
四
名
で
あ
り
、
家
持
の
身
分
は
一
番
低
い
。
藤
原
八
束
は
藤
原
房
前
の
子

で
母
は
諸
兄
の
妹
の
牟
漏
女
王
で
あ
る
た
め
、
諸
兄
と
は
親
し
い
関
係
と
み
て
よ

い
。
こ
の
四
名
は
、
太
上
天
皇
の
も
と
で
同
じ
意
識
を
も
っ
て
詠
う
こ
と
が
可
能

な
関
係
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、主
賓
の
太
上
天
皇
は
主
人
で
あ
る
諸
兄
を
讃
え
る
挨
拶
歌
を
詠
う
。「
今

日
見
て
は
」
と
当
日
の
宴
の
素
晴
ら
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
続
い

て
諸
兄
は
、「
む
ぐ
ら
延
ふ
賎
し
き
宿
」
と
謙
遜
し
て
主
人
の
挨
拶
歌
と
す
る
が
、

太
上
天
皇
を
お
招
き
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
宿
は
「
玉
」
を
敷
い
た
宿
で
あ
る
と

詠
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
葎
」
と
「
玉
」
と
の
対
比
は
万
葉
集
中
そ

う
多
い
も
の
で
は
な
く
、
諸
兄
の
周
辺
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
井
上
さ
や

か
氏
が
万
葉
集
中
の
九
例
中
、
作
者
未
詳
の
二
例
と
遣
新
羅
使
の
一
例
を
除
い
た

六
例
が
橘
氏
が
関
わ
る
宴
席
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、「
漢
文
的
素
養
」

を
も
と
に
「
風
流
表
現
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
た
」
表
現
と
し
て
「
文
芸
上

の
関
係
」
を
持
つ
人
々
の
間
で
使
わ
れ
た
と
さ
れ
る⑥

。
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
こ

こ
で
あ
え
て
諸
兄
が
こ
の
よ
う
に
詠
う
こ
と
は
、
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
に
天

正
太
上
天
皇
を
難
波
宮
に
迎
え
た
時
の
歌
（
18
―
四
〇
五
六
）
の
表
現
で
あ
っ
た

「
玉
敷
く
」
を
意
識
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

八
束
は
諸
兄
の
歌
の
「
玉
敷
か
ま
し
」
を
う
け
、
太
上
天
皇
の
再
訪
を
願
う
が

「
清
き
浜
辺
」
と
諸
兄
の
庭
の
池
を
ほ
め
る
こ
と
、「
む
ぐ
ら
」
を
「
松
」
と
詠
う

こ
と
で
諸
兄
に
も
敬
意
を
は
ら
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
太
上
天
皇
の
歌
の
「
年
に
忘

れ
ず
」
を
「
君
来
ま
さ
む
」
と
招
く
側
か
ら
詠
う
形
を
と
り
、
太
上
天
皇
の
歌
と

も
対
応
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
歌
の
続
き
で
家
持
が
記
し
た
も
の

が
四
首
目
の
歌
で
あ
る
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
吉
村
誠
氏
は
玉
を
敷
く
と
い
う
讃
美

の
語
句
か
ら
離
れ
た
「
種
類
の
異
な
る
家
持
独
特
の
表
現
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の

原
因
と
な
る
の
は
「
足
ら
は
し
照
り
て
」「
敷
き
ま
せ
ば
か
も
」「
楽
し
」
と
い
う

語
句
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る⑦

。「
足
ら
は
し
照
り
て
」
で
は
月
日
の
満
ち
足

り
た
様
子
を
聖
武
の
讃
美
と
し
、「
敷
き
ま
せ
ば
か
も
」
は
統
治
意
識
の
表
れ
を

表
現
す
る
と
さ
れ
る
が
、特
に「
楽
し
」に
は
聖
武
に
対
す
る
私
的
な
感
情
が
あ
り
、

聖
武
へ
の
絶
対
的
な
安
定
感
か
ら
出
る
感
情
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
又
、
伊
藤

博
氏
は
「
敷
く
」
に
「
大
き
な
意
味
転
化
」
を
与
え
聖
武
太
上
天
皇
の
行
幸
の
た
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め
に
こ
の
地
が
「
楽
し
く
賑
々
し
く
な
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る⑧

。
三
人
の
歌
を
同

じ
場
で
感
じ
取
っ
た
家
持
に
と
っ
て
、
肆
宴
歌
の
ま
と
め
と
し
て
必
要
と
考
え
ら

れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
表
現
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か⑨

。

　

家
持
の
歌
で
注
目
す
べ
き
は
「
楽
し
き
小
里
」
で
あ
ろ
う
。
前
の
三
首
で
は
、

諸
兄
宅
に
聖
武
太
上
天
皇
が
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
。「
今
日
」
の
素

晴
ら
し
さ
を
諸
兄
宅
の
賛
美
と
共
に
詠
い
、
共
有
し
て
い
る
空
間
の
素
晴
ら
し
さ

を
意
識
し
つ
つ
、
そ
れ
を
今
後
も
期
待
さ
れ
る
時
間
的
な
も
の
へ
と
続
け
て
い
く

の
が
こ
の
「
場
」
に
お
け
る
三
首
の
作
り
上
げ
た
歌
の
表
現
で
あ
っ
た
。
家
持
は
、

そ
れ
ら
を
と
ら
え
た
上
で
、「
楽
し
」
と
い
う
感
情
を
表
す
語
句
を
用
い
つ
つ
、

そ
の
空
間
を
広
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
幸
し
た
聖
武
太
上
天

皇
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
、
そ
の
力
を
強
調
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
肆
宴
歌
で
家

持
が
求
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
の
イ
は
同
年
の
も
の
で
あ
る
。

イ　
　

二
十
五
日
新
甞
会
の
肆
宴
に
し
て
詔
に
応
え
し
歌
六
首

天
地
と
相
栄
え
む
と
大
宮
を
仕
へ
奉
れ
ば
貴
く
嬉
し
き         

　

右
の
一
首
は
、
大
納
言
巨
勢
麻
呂
朝
臣
。

天
に
は
も
五
百
つ
綱
延
ふ
万
代
に
国
知
ら
さ
む
と
五
百
つ
綱
延
ふ    
古
歌
に
似

た
れ
ど
も
未
だ
詳
ら
か
な
ら
す

　

右
の
一
首
は
、
式
部
卿
石
川
年
足
朝
臣
。

天
地
と
久
し
き
ま
で
に
万
代
に
仕
へ
奉
ら
む
黒
酒
白
酒
を       

　

右
の
一
首
は
、
従
三
位
文
室
智
努
真
人
。

島
山
に
照
れ
る
橘
う
ず
に
刺
し
仕
へ
奉
る
は
卿
大
夫
た
ち       

　

右
の
一
首
は
、
右
大
弁
藤
原
八
束
朝
臣
。

袖
垂
れ
て
い
ざ
我
が
園
に
う
ぐ
ひ
す
の
木
伝
ひ
散
ら
す
梅
の
花
見
に       

　

右
の
一
首
は
大
和
国
守
藤
原
永
手
朝
臣

あ
し
ひ
き
の
山
下
ひ
か
げ
か
づ
ら
け
る
上
に
や
更
に
梅
を
し
の
は
む　

　

右
の
一
首
は
、
少
納
言
大
伴
宿
祢
家
持
。

　

ア
で
と
り
あ
げ
た
肆
宴
の
後
に
行
わ
れ
た
新
甞
会
の
も
の
で
、
新
穀
を
神
に
捧

げ
た
儀
式
の
後
の
肆
宴
で
あ
る
。
同
席
し
た
人
物
を
見
て
い
き
た
い
。
巨
勢
麻
呂

朝
臣
は
巨
勢
奈
弖
麻
呂
で
従
二
位
。
こ
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
は
最
も
官
位
が
高
い

た
め
冒
頭
に
詠
う
べ
き
人
物
で
あ
る
。
次
の
石
川
年
足
は
正
三
位
、
次
の
文
室
智

努
真
人
は
智
努
王
の
臣
籍
降
下
し
た
後
の
名
で
あ
る
。
こ
の
三
名
は
万
葉
集
中
に

歌
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
肆
宴
の
一
首
の
み
で
あ
る
。
藤
原
八
束
は
ア
の
肆
宴
で
も
同

席
し
て
い
る
。
藤
原
永
手
は
八
束
の
同
母
の
兄
で
あ
る
。
八
束
、
永
手
は
政
治
的

に
は
家
持
と
同
じ
よ
う
に
諸
兄
を
介
し
て
の
繋
が
り
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
ア
の
歌
に
お
け
る
家
持
の
立
場
と
は
異
な
り
、
よ

り
公
的
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
よ
り
歌
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

新
嘗
会
の
儀
式
の
た
め
、
詠
う
べ
き
は
「
賀
」
で
あ
り
、
宮
廷
の
讃
美
、
そ
の

力
が
永
く
つ
づ
く
こ
と
と
国
家
の
繁
栄
を
願
う
も
の
と
な
ろ
う
。
巨
勢
朝
臣
の
冒

頭
歌
は
「
天
地
と
相
栄
え
む
と
」
歌
い
出
し
、「
貴
く
嬉
し
き
」
と
賀
の
主
題
に

即
し
て
い
る
。
次
の
歌
は
冒
頭
歌
を
う
け
つ
つ
も
「
天
に
は
も
五
百
つ
綱
延
ふ
」

と
神
殿
の
天
井
を
具
体
的
に
讃
美
す
る
表
現
を
と
る
。
こ
の
歌
に
の
み
「
古
歌
に

似
て
未
だ
詳
ら
か
に
あ
ら
ず
」
と
脚
注
が
つ
い
て
い
る
が
、
古
歌
に
似
て
い
る
こ

と
が
問
題
と
は
さ
れ
な
い
の
は
、
新
た
に
作
っ
た
歌
で
な
く
と
も
そ
の
場
に
ふ
さ

わ
し
い
歌
を
持
ち
出
し
、
前
の
歌
と
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
そ
の
場
で
求
め
ら
れ
て

い
る
表
現
と
す
る
こ
と
が
共
通
の
理
解
と
し
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
三

首
目
は
一
首
目
の
「
天
地
」、
二
首
目
の
「
万
代
」
と
い
う
時
間
の
広
が
り
を
受

け
て
自
ら
の
立
場
か
ら
寿
ぎ
つ
つ
、
こ
の
宴
を
詠
う
こ
と
で
宴
そ
の
も
の
の
讃
美

と
な
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
続
く
歌
の
後
に
八
束
は
前
の
歌
の
臣
下
か
ら

の
具
体
的
な
行
為
で
あ
る
「
仕
へ
奉
ら
む
」
を
う
け
「
仕
へ
奉
る
」
と
し
つ
つ
、

前
歌
と
は
異
な
り
「
島
山
に
照
れ
る
橘
う
ず
に
刺
し
」
と
そ
の
場
に
い
る
臣
下
の

姿
を
詠
う
こ
と
で
場
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
三
首
目
の
歌

「
島
山
」
と
い
う
当
日
の
景⑩

を
詠
う
こ
と
で
、
空
間
の
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
、
そ
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こ
に
あ
る
橘
を
臣
下
が
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
で
景
と
臣
下
を
結
び

つ
け
、
宴
を
全
体
の
景
と
し
て
詠
お
う
と
し
て
い
る
。

　

従
来
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
後
に
続
く
二
首
で
あ
る
。
永
手
の
歌
に
は
新

嘗
会
が
行
わ
れ
た
時
期
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
「
梅
の
花
見
」
と
言
う
表
現
が
あ

る
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
氏
は
永
手
が
大
和
守
で
あ
る
こ
と
か
ら
梅

柳
を
し
つ
ら
え
た
第
二
次
園
遊
の
「
歌
の
場
」
へ
の
転
換
と
考
え
ら
れ
る
が⑪

、
梅

を
雅
び
の
世
界
の
も
の
と
し
て
必
ず
し
も
現
状
の
景
と
は
と
ら
え
な
い
森
淳
司

氏
、
広
岡
義
隆
氏
の
見
解
も
あ
る⑫

。
こ
こ
で
は
永
手
の
歌
の
「
梅
」
が
季
節
に
そ

ぐ
わ
な
い
と
さ
れ
る
が⑬

、
前
の
八
束
の
歌
の
「
鳥
山
」
は
庭
の
景
で
は
あ
る
が
そ

の
景
か
ら
「
橘
」
を
選
ん
だ
こ
と
か
ら
、
次
に
訪
れ
る
庭
の
景
と
し
て
の
春
を
告

げ
る
花
を
選
ん
だ
予
祝
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
は
見
る

こ
と
が
な
く
と
も
、
そ
の
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
、
こ
の
宴
の
栄
華
が
続

く
こ
と
は
肆
宴
と
し
て
の
晴
れ
の
場
を
讃
美
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
仕
え
る
臣
下
の
姿
、
肆
宴
の
場
を
詠
う
流
れ
の
中
で
、

こ
の
永
手
の
歌
の
季
節
が
遠
く
感
じ
ら
れ
る
事
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
共
有
し
て

い
る
肆
宴
の
景
か
ら
そ
れ
て
い
く
歌
の
流
れ
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
の
が
家
持
の

歌
で
あ
ろ
う⑭

。
家
持
は
前
歌
に
お
け
る
築
山
の
梅
と
い
う
現
実
を
超
え
た
景
を
肆

宴
に
ふ
さ
わ
し
い
一
つ
の
景
と
し
つ
つ
も
、
自
ら
が
出
席
し
て
い
る
宴
そ
の
も
の

に
転
換
し
、
現
在
の
様
子
を
詠
う
こ
と
で
賀
の
心
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
伊
藤
博
氏
の
述
べ
る
様
に
場
が
変
わ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

家
持
が
自
ら
の
歌
を
最
後
に
置
く
こ
と
で
歌
の
流
れ
を
記
す
こ
と
は
、
当
日
の
宴

で
あ
る
べ
き
歌
の
形
を
記
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ア
の
歌
と
は
異

な
り
、
高
官
が
列
席
す
る
中
で
家
持
は
歌
う
べ
き
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
い

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
上
で
高
官
達
の
歌
を
知
る
こ
と
で
よ
り
ふ
さ

わ
し
い
表
現
に
し
、
肆
宴
に
求
め
ら
れ
た
世
界
を
作
り
あ
げ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

 

　
　
　
（
二
）

　

二
例
の
肆
宴
歌
を
取
り
上
げ
た
が
、
ウ
と
し
た
天
平
勝
宝
七
年
の
歌
は
、 

聖
武

存
命
中
で
諸
兄
政
権
も
衰
え
て
い
な
い
こ
と
は
ア
・
イ
と
同
様
で
あ
る
が
肆
宴
で

あ
り
つ
つ
も
、
先
に
見
た
も
の
と
は
異
な
り
高
官
と
は
い
え
な
い
二
人
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ウ
　

八
月
十
三
日
、
内
の
南
安
殿
に
在
り
て
肆
宴
し
た
ま
ひ
し
歌
二
首

を
と
め
ら
が
玉
裳
裾
引
く
こ
の
庭
に
秋
風
吹
き
て
花
は
散
り
つ
つ

　

右
の
一
首
は
内
匠
頭
兼
播
磨
守
正
四
位
下
安
宿
王
の
奏
せ
し
も
の
な
り
。

秋
風
の
吹
き
扱
き
敷
け
る
花
の
庭
清
き
月
夜
に
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も     

　

右
の
一
首
は
、
兵
部
少
輔
従
五
位
上
大
伴
宿
祢
家
持
。
未
だ
奏
せ
ず
。

　

家
持
と
同
じ
場
で
歌
を
詠
ん
だ
安
宿
王
は
長
屋
王
の
子
で
あ
っ
た
が
、
母
が
不

比
等
の
娘
で
あ
っ
た
た
め
王
の
変
の
時
に
罪
を
免
れ
た
と
さ
れ
る
。
後
に
天
平
勝

宝
九
年
（
七
五
七
）、
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
に
加
わ
り
妻
子
共
々
佐
渡
に
流
さ
れ
て

い
る
。
同
じ
く
同
族
が
奈
良
麻
呂
の
乱
に
関
わ
っ
た
家
持
と
は
、
橘
氏
を
通
じ
て

関
係
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
当
時
は
ま
だ
、
橘
諸
兄
存
命

中
で
あ
り
、
諸
兄
を
仲
介
と
し
て
の
天
皇
、
太
上
天
皇
と
の
関
係
は
決
し
て
悪
く

は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
歌
に
つ
い
て
は
、
他
に
は
一
首
残
す
の
み
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）　

こ
の
歌
と
同
じ
南
大
殿
に
孝
謙
天
皇
、
聖

武
太
上
天
皇
、
皇
太
后
の
光
明
子
が
揃
っ
て
出
席
し
て
い
る
肆
宴
で
の
も
の
で
あ

る⑮

。
安
宿
王
は
聖
武
と
は
従
兄
弟
同
士
で
あ
り
、
家
持
は
橘
諸
兄
を
介
し
て
聖
武

と
強
い
結
び
つ
き
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
が
同
じ
場
で
歌
を

詠
む
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

南
安
殿
と
は
紫
宸
殿
の
正
殿
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
首
以
前
で
先
に
記

し
た
よ
う
に
安
宿
王
が
肆
宴
の
後
に
歌
っ
た
例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
歌
の

中
心
の
場
は
「
こ
の
庭
に
」
と
詠
う
よ
う
に
庭
で
あ
る
。
南
安
殿
の
庭
に
つ
い
て
、
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「
を
と
め
ら
が
玉
裳
裾
引
く
庭
」
と
し
て
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
を
と
め
ら
が

玉
裳
裾
引
く
」
と
視
線
を
追
っ
て
地
へ
と
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
宴
の
場
で
あ
る

庭
に
い
る
「
を
と
め
」
の
姿
か
ら
歌
い
だ
し
、
裳
裾
か
ら
庭
へ
と
結
び
つ
け
る
の

で
あ
る
。
宮
廷
関
係
の
歌
で
景
と
し
て
の
「
を
と
め
」
の
裳
裾
を
歌
う
こ
と
を
考

え
る
場
合
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
が
、
人
麻
呂
を
は
じ
め
と
し
た
行
幸
従
駕
の
女

官
の
姿
を
詠
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

①
あ
み
の
浦
に
船
乗
り
す
ら
む
娘
子
ら
が
玉
裳
の
裾
に
潮
満
つ
ら
む
か

１
―
四
〇　

柿
本
人
麻
呂

②
ま
す
ら
を
は
御
狩
に
立
た
し
娘
子
ら
は
赤
裳
裾
引
く
清
き
浜
び
を

６
―
一
〇
〇
一  

山
部
赤
人

③
我
妹
子
が
赤
裳
の
裾
の
ひ
づ
ち
な
む
今
日
の
小
雨
に
我
れ
さ
へ
濡
れ
な

７
―
一
〇
九
〇

④
住
吉
の
出
見
の
浜
の
柴
な
刈
り
そ
ね
娘
子
ら
が
赤
裳
の
裾
の
濡
れ
て
行
か
む
見

む 

７
―
一
二
七
四

⑤
黒
牛
潟
潮
干
の
浦
を
紅
の
玉
裳
裾
引
き
行
く
は
誰
が
妻

９
―
一
六
七
二

⑥
風
の
共
寄
せ
来
る
波
に
漁
り
す
る
海
人
娘
子
ら
が
裳
の
裾
濡
れ
ぬ

15
―
三
六
六
一　

遣
新
羅
使

⑦
松
浦
川
川
の
瀬
光
り
鮎
釣
る
と
立
た
せ
る
妹
が
裳
の
裾
濡
れ
ぬ

５
―
八
五
五　

大
伴
旅
人

①
の
人
麻
呂
の
歌
は
、｢

京
に
留
ま
り
し｣

人
麻
呂
が
伊
勢
行
幸
の
様
子
を
詠
い

都
か
ら
賛
美
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
皇
と
と
も
に
あ
る
行
幸
の
景
の
中
に
「
裳
の

裾
」
を
濡
ら
す
「
娘
子
（
を
と
め
）」
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
②
の
赤
人
は
そ
の
表

現
を
「
宮
廷
歌
人
」
の
歌
と
し
て
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
③
か
ら

⑤
の
よ
う
に
作
者
未
詳
の
官
人
の
羇
旅
歌
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
同
様
の
表
現
が

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
実
体
を
超
え
た
一
つ
の
表
現
形
式
と
見
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
旅
に
お
け
る
「
娘
子
（
を
と
め
）」
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
も

の
で
あ
り
、｢

裳｣

は
そ
の
裾
が
濡
れ
る
こ
と
が
美
し
さ
の
表
現
と
な
る
が
、
身

に
つ
け
る
も
の
で
、「
娘
子
（
を
と
め
）」
を
象
徴
す
る
表
現
と
し
て
み
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
実
体
を
超
え
た
と
い
う
べ
き
歌
表
現
は
⑥
の
歌
で
、
遣
新
羅

使
が
鄙
と
も
言
う
べ
き
場
所
の
「
娘
子
（
を
と
め
）」
の
美
し
い
姿⑯

や
、
⑦
の
旅

人
の
作
と
さ
れ
る
歌
世
界
で
描
か
れ
る
神
仙
郷
の
女
性
の
姿⑰

へ
と
も
つ
な
が
っ
て

い
く
。
こ
う
し
た
歌
表
現
の
共
通
理
解
を
踏
ま
え
安
宿
王
は
ま
ず
、｢

裳
を
引
く｣

「
を
と
め
」
を
詠
う
こ
と
で
宴
の
華
や
か
さ
を
表
現
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
庭
で
の
裳
は
他
に
は
歌
わ
れ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
歌
の
「
娘
子
（
を
と
め
）」
の｢

裳
の
裾｣

が

濡
れ
た
姿
が
美
し
い
景
と
な
る
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
歌
の
「
を
と
め
」
の
裾
は

庭
の
地
と
接
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
女
性
の

立
場
で｢

裳
の
裾｣

を
詠
う
場
合
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

⑧
紅
の
裾
引
く
道
を
中
に
置
き
て
わ
れ
は
通
は
む
君
か
来
ま
さ
む

11
―
二
六
五
五

⑨
う
ち
ひ
さ
す
宮
道
を
行
く
に
我
が
裳
は
破
れ
ぬ
玉
の
緒
の
思
ひ
乱
れ
て
家
に
あ

ら
ま
し
を 

７
―
一
二
八
〇

⑧
で
は
相
手
と
隔
て
て
い
る｢

道｣

に
触
れ
て
い
る
も
の
が｢

裳｣

で
あ
り
、
⑨

で
は
相
手
に
逢
え
る
こ
と
を
願
っ
て
都
大
路
を
行
き
来
す
る
う
ち
に
破
れ
た
裾
が

む
く
わ
れ
な
い
思
い
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
裳
が
触
れ
て
い
る
部
分
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
安
宿
王
の
歌
で

は
を
と
め
の
姿
か
ら｢

裳
の
裾｣

へ
と
導
か
れ
、
そ
の
裾
が
触
れ
る
部
分
が
、「
を

と
め
」
の
美
し
さ
と
相
ま
っ
て
景
を
美
し
く
彩
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　

彩
る
も
の
は｢

散
る
花｣

で
あ
る
。
花
が
散
る
こ
と
は
惜
し
む
べ
き
事
と
し
て

詠
わ
れ
る
事
が
多
い
が
、
こ
の
歌
で
は
、
咲
い
て
い
る
花
で
は
な
く
、
そ
れ
が｢

地｣

に
降
り
か
か
っ
て
い
き
、
地
を
美
し
く
彩
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。「
散
り

つ
つ
」
と
し
て
散
る
様
子
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
花
が
空
間
を
舞
い
地
へ

到
着
す
る
と
い
う
時
間
的
な
広
が
り
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
て
こ
の
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歌
で
は
、「
を
と
め
」
の
裾
が
触
れ
る
華
麗
な
「
地
」
を
作
り
上
げ
る
も
の
と
な
っ

て
い
き
、
裳
の
裾
が
触
れ
る
庭
こ
そ
が
こ
こ
で
は
肆
宴
に
ふ
さ
わ
し
い
景
と
し
て

詠
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
安
宿
王
は
肆
宴
の
場
を
景
と
し
て
の
「
を
と
め
」
か

ら｢

裳
の
裾｣

へ
と
続
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
肆
宴
が
行
わ
れ
る
庭
の
地
面
に
散
る

花
へ
と
視
線
を
転
じ
て
い
る⑱

　

こ
う
し
た
歌
の
後
に
続
く
の
が
家
持
の
歌
で
あ
る
が
、
家
持
は
「
裳
の
裾
」
か

ら
続
く
、散
る
花
の
美
し
さ
を
「
秋
風
の
吹
き
扱
き
敷
け
る
花
の
庭
」
と
詠
い
、「
散

る｣

か
ら｢

敷
け
る｣
と
す
る
こ
と
で
、
花
の
景
に
空
間
的
な
広
が
り
を
与
え
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
歌
で
家
持
が｢

敷
く｣

も
の
を
詠
う
の
は
、
か
つ
て
の

橘
諸
兄
宅
に
お
け
る
肆
宴
に
お
い
て
、
諸
兄
自
身
が
太
上
天
皇
の
行
幸
に
ふ
さ
わ

し
い
「
場
」
と
し
て
「
玉
敷
か
ま
し
を 
」
と
詠
っ
て
い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
皇
族
の
訪
れ
に
は
、
そ
の
「
地
」
を
特
別
の
場

と
す
る
こ
と
を
、
家
持
は
橘
諸
兄
か
ら
継
承
さ
れ
た
歌
の
共
通
理
解
と
考
え
て
い

た
の
で
あ
る
。
安
宿
王
の
歌
の
表
現
か
ら
、
家
持
が
「
花
が
散
る
」
庭
の
景
を
選

び
取
っ
た
背
景
に
は
、橘
諸
兄
か
ら
続
く
肆
宴
の
世
界
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
肆
宴
で
の
家
持
は
か
つ
て
橘
諸
兄
と
も
に
参
加
し
た
肆
宴
の
「
歌
の
場
」
を

新
た
な
景
と
し
て
作
り
上
げ
た
と
い
え
よ
う
。

　

家
持
が
安
宿
王
の
歌
に
あ
る
「
こ
の
庭
」
を
「
花
の
庭
」
と
散
り
敷
か
れ
た
花

を
中
心
と
し
て
詠
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
娘
子
の
「
裳
の
裾
」
が
触
れ
た
庭
は
、
家
持
に
よ
っ
て
「
花
の
庭
」
と

さ
れ
、
花
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
肆
宴
と

し
て
皇
族
が
臨
席
す
べ
き
場
の
賞
賛
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
家
持
は
花
を
よ

り
華
麗
に
見
せ
る
も
の
と
し
て
月
を
配
し
て
い
る
。
家
持
は
か
つ
て
越
中
で
の
宴

席
に
お
い
て
「
雪
の
上
に
照
れ
る
月
夜
に
梅
の
花
折
り
て
送
ら
む
は
し
き
子
も
が

も　
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」
と｢

梅｣

を
照
ら
す
月
の
光
を
詠
っ
て
い
る
。
こ
の
宴
の

場
で
同
席
す
る
人
々
が
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
景
の
中
か
ら
月
の
光
を
あ
び
た
梅
を

選
び
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
美
し
い
も
の
を
際
た
だ
せ
て
照
る

光
と
し
て
の
月
を
詠
う
家
持
に
と
っ
て
理
想
と
す
べ
き
肆
宴
の
景
は
天
か
ら
月
の

光
が
届
い
て
美
し
さ
を
増
す
庭
の
様
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
と
地
と
が

結
び
つ
い
た
美
し
さ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
安
宿
王
と
並
べ
る
こ
と
で
昼
と
夜
の
庭

の
美
し
さ
を
歌
い
上
げ
た
こ
と
と
な
る
た
め
に
時
間
的
、
空
間
的
に
理
想
の
景
を

作
り
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か⑳

。

　

ウ
の
家
持
の
歌
も｢

未
奏｣

と
記
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
家
持
は
安
宿
王
の
歌
の
表
現
を
う
け
、
当
日
の
肆
宴
の｢

場｣

を
詠
う
こ
と
で｢

場｣

の
賛
美
を
こ
の
日
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
と
し
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
安
宿
王
は
家
持
と
同
じ
よ
う
に
橘
諸
兄
と
関
係
が
深
い
こ
と
は
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
肆
宴
の
場
の
歌
に
橘
諸
兄
の
歌
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
家
持
は
か
つ
て
橘
諸
兄
と
同
席
し
た
肆
宴
の
場
に
お
け
る
歌
の
あ
り
方
を
、

橘
諸
兄
と
の
結
び
つ
き
が
深
い
安
宿
王
と
同
席
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
肆
宴

の
歌
世
界
と
し
て
作
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
聖
武
上
皇
の
も
と
で
橘
諸
兄
が
左

大
臣
で
あ
っ
た
こ
の
時
、
家
持
が
作
っ
た
歌
世
界
は
、
家
持
の
肆
宴
歌
の
理
想
の

表
れ
で
あ
り
、
一
つ
の
到
達
点
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
（
三
）

　

家
持
の
肆
宴
歌
は
、
ア~

ウ
の
も
の
と
、
エ
・
オ
と
は
、
取
り
巻
く
政
治
環
境

が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ウ
の
肆
宴
歌
が
詠
わ
れ
た
天

平
勝
宝
七
年
の
翌
年
の
天
平
勝
宝
八
年
二
月
二
日
に
橘
諸
兄
は
致
仕
す
る㉑

。
同
年

五
月
二
日
に
聖
武
太
上
天
皇
が
崩
じ
、
か
つ
て
、
家
持
が
政
治
的
に
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
て
い
た
人
々
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
八
年
は
太
上
天
皇

崩
御
の
た
め
、
肆
宴
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
天
平
宝
字
と
改
元
さ
れ
た
そ
の
翌

年
の
十
一
月
十
八
日
の
内
裏
に
お
け
る
肆
宴
で
は
、
皇
太
子
大
炊
王
と
と
も
に
歌

を
残
す
の
は
「
内
相
藤
原
朝
臣
」
こ
と
藤
原
仲
麻
呂
で
あ
る㉒

。
こ
の
よ
う
な
情
勢

に
つ
い
て
、
吉
村
誠
氏
は
、「
儀
礼
的
な
場
で
の
和
歌
の
後
退
」
と
さ
れ
、『
続
日

本
紀
』
に
お
け
る
天
平
宝
字
二
年
の
大
嘗
会
後
の
記
述
に
詩
を
奉
っ
た
も
の
に
は

禄
が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
高
麗
の
使
を
自
宅
で
饗
し
た
時
も
列
席
者
に
詩

－ 6 －



を
求
め
て
い
る
こ
と
を
例
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る㉓

。
神
堀
忍
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
歌

と
詩
と
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
孝
謙
天
皇
と
仲
麻
呂
の
意
図
と
大
き
く
関
わ
っ
て

い
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
神
堀
氏
は
光
明
子
や
孝
謙
天
皇
が
「
威
厳
を
保
つ
に
ふ
さ

わ
し
い
漢
文
の
方
向
に
進
ん
だ
」
と
さ
れ
、
文
学
に
お
い
て
は
和
歌
に
よ
る
文
芸

サ
ロ
ン
の
形
成
よ
り
も
漢
詩
を
政
治
に
結
び
つ
け
る
方
向
へ
む
か
っ
た
と
説
か
れ

る
が
、
さ
ら
に
藤
原
仲
麻
呂
の
漢
詩
に
関
す
る
意
識
に
つ
い
て
は
、
橘
諸
兄
に
対

す
る
「
対
抗
意
識
が
肆
宴
和
歌
よ
り
も
漢
詩
文
に
ち
か
づ
け
て
い
っ
た
」
と
論
じ

ら
れ
る㉔

。
政
治
の
中
心
に
い
る
人
物
の
文
学
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
に
よ
り
、

歌
の
場
も
変
化
し
て
い
っ
た
の
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
家
持
は
、も
は
や
、

従
来
の
よ
う
な
肆
宴
の
場
を
与
え
ら
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
私
的
な
宴
で
同
じ
政
治
的

環
境
に
あ
る
人
と
歌
の
世
界
を
共
有
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
を
見

る
限
り
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
家
持
は
天
平
勝
宝
八
年
、
天
平
宝
字
元
年
と
、
肆

宴
の
場
で
詠
う
機
会
を
持
た
ず
、
聖
武
太
上
天
皇
の
河
内
離
宮
行
幸
に
同
行
す
る

も
の
の
太
上
天
皇
と
同
席
し
た
歌
は
な
く
、「
伎
人
郷
の
馬
国
人
の
家
」
に
お
け

る
私
的
な
宴
の
歌
し
か
残
し
て
い
な
い㉕

。
家
持
の
歌
の
場
は
今
城
王
、
三
形
王
と

い
っ
た
政
治
の
中
心
か
ら
離
れ
た
人
々
の
私
的
な
宴
と
な
っ
て
い
る
。

　

政
治
的
背
景
が
変
化
し
た
後
の
家
持
の
肆
宴
歌
を
見
て
い
き
た
い
。
万
葉
集
に

は
二
首
残
さ
れ
て
い
る
。

エ
　

二
年
の
春
正
月
三
日
、
侍
従
、
竪
子
、
王
臣
等
を
召
し
て
内
裏
の
東
屋
の
垣
の

下
に
侍
せ
し
め
、
即
ち
玉
箒
を
賜
ひ
て
肆
宴
し
た
ま
ひ
き
。
時
に
内
相
藤
原
朝

臣
の
、勅
を
奉
り
て
宣
く
、「
諸
王
卿
等
、堪
ふ
る
に
随
ひ
意
に
任
せ
、歌
を
作
り
、

幷
せ
て
詩
を
賦
せ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
仍
ち
詔
の
旨
に
応
へ
て
各
心
緒
を
陳

べ
て
歌
を
作
り
、詩
を
賦
し
き
。
未
だ
諸
人
の
賦
詩
と
作
歌
と
を
得
ざ
る
な
り
。

初
春
の
初
子
の
今
日
の
玉
箒
手
に
取
る
か
ら
に
ゆ
ら
く
玉
の
緒　

　

右
の
一
首
は
、
右
中
弁
大
伴
宿
祢
家
持
の
作
な
り
。
但
し
、
大
蔵
の
政
に
依
り

て
こ
れ
を
奏
す
る
に
堪
へ
ざ
る
な
り
。

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
先
の
ア
・
ウ
と
同
様
に
当
日
披
露
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
が
、
ア
・
ウ
が
そ
の
宴
席
に
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
自
ら

左
注
に
「
た
だ
し
、大
蔵
の
政
に
よ
り
て
奏
し
堪
へ
ず
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、

当
日
、
歌
の
場
に
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
原
文
に
よ
れ
ば
ア
・
ウ
に
つ

い
て
は
「
未
奏
」
で
あ
る
が
、こ
の
歌
と
次
の
歌
は
「
不
奏
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
場
に
い
な
が
ら
歌
う
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
と
、
歌
を
用
意
し
た
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
参
加
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
は
、
家
持
の
歌
意
識
に
お
い
て
大
き
く
異

な
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
記
し
方
を
し
た
と
見
る
の
が
定
説
で
あ
る
が
、
確
認
し

て
お
く
べ
き
は
、
家
持
は
肆
宴
で
詠
う
べ
き
歌
を
作
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
日
、

披
露
さ
れ
た
肆
宴
の
歌
と
同
じ
場
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

家
持
の
歌
は
題
詞
に
「
玉
箒
を
賜
ひ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
臣
下
が
賜
っ
た
玉

箒
を
詠
う
こ
と
で
天
皇
を
讃
美
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
歌
の
表
現
を

見
る
限
り
、
賜
っ
た
玉
帚
を
「
ゆ
ら
く
玉
の
緒
」
と
し
て
、
邪
気
を
払
う
こ
と
を

強
調
し
、
こ
の
一
年
を
予
祝
す
る
こ
と
を
讃
美
へ
と
つ
な
げ
て
い
る
。
こ
の
表
現

が
家
持
に
と
っ
て
当
日
の
肆
宴
の
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
し
か
し
題
詞
に
注
目
す
る
と
、
家
持
は
「
未
だ
諸
人
の
賦
詩
と
作

歌
と
を
得
ざ
る
な
り
」
と
し
て
い
る
。
家
持
は
他
の
人
の
作
っ
た
歌
を
知
る
こ
と

で
、
当
日
の
肆
宴
の
歌
世
界
を
自
ら
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
い
意
志
が
う
か
が
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
万
葉
集
中
に
は
家
持
の
歌
の
み
が
残
る
が
、
家
持
は
肆
宴
の
歌

を
記
し
自
ら
の
歌
と
と
も
に
当
日
の
肆
宴
を
歌
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
た
か
っ
た
と

言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
家
持
が
他
の
人
の
歌
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
題
詞
に
「
并
せ
て
詩
を
賦
せ
」
と
あ
る

よ
う
に
、
聖
武
太
上
天
皇
、
橘
諸
兄
の
時
代
と
は
違
い
、
吉
村
誠
氏
が
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
歌
そ
の
も
の
が
肆
歌
で
は
重
要
視
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、
一
因
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

次
に
考
え
る
の
は
、
家
持
の
最
期
の
肆
宴
歌
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

－ 7 －
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オ
　

六
日
、
内
庭
に
仮
に
樹
木
を
植
ゑ
、
以
て
林
帷
と
作
し
て
、
肆
宴
を
為
し
た
ま

ひ
し
歌

う
ち
な
び
く
春
と
も
著
く
う
ぐ
ひ
す
は
植
木
の
木
間
を
鳴
き
渡
ら
な
む　

　

右
の
一
首
は
、
右
中
弁
大
伴
宿
祢
家
持
。
奏
せ
ず
。

　

こ
の
歌
も
エ
の
歌
同
様
に
歌
う
場
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
こ
の
前
の
歌
の
左
注
で
明
ら
か
に
な
る
。
前
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
歌
を
見

て
み
よ
う
。

水
鳥
の
鴨
の
羽
色
の
青
馬
を
今
日
見
る
人
は
限
り
な
し
と
い
ふ

　

右
の
一
首
は
、
七
日
の
侍
宴
の
為
に
、
右
中
弁
大
伴
宿
祢
家
持
の
預
め
こ
の
歌

を
作
り
し
も
の
な
り
。
但
し
、
仁
王
会
の
事
に
依
り
て
、
却
り
て
六
日
を
以
て
、

内
裏
に
於
て
諸
王
卿
等
を
召
し
、
酒
を
賜
ひ
て
肆
宴
し
禄
を
給
ひ
き
。
こ
れ
に

因
り
て
奏
せ
ざ
る
な
り
。 
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こ
の
年
は
正
月
七
日
に
行
わ
れ
る
は
ず
の
「
青
馬
の
節
会
」
が
「
仁
王
会
」
を

そ
の
日
に
行
う
た
め
、
一
日
早
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
節
会
は
七
日

節
会
と
も
い
わ
れ
る
が
、
七
日
節
会
と
し
て
み
る
と
推
古
紀
に
は
す
で
に
肆
宴
が

催
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
朝
廷
の
伝
統
的
な
儀
式
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

が
、
こ
の
年
は
「
仁
王
会
」
と
い
う
天
下
泰
平
、
万
民
福
利
を
祈
願
す
る
経
を
講

ぜ
し
め
る
法
会
を
こ
の
日
に
行
う
こ
と
の
方
が
重
要
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
仁
王
会
」
は
斉
明
紀
に
初
出
で
あ
る
が
そ
れ
は
、
五
月
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

七
日
節
会
よ
り
、「
仁
王
会
」
を
重
ん
じ
た
の
も
や
は
り
、
新
た
な
政
治
体
制
を

表
に
出
そ
う
と
す
る
藤
原
仲
麻
呂
の
影
響
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

家
持
は
七
日
の
宴
の
た
め
に
こ
の
歌
を
作
っ
た
。
そ
の
時
、
肆
宴
で
奏
す
る
こ
と

を
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。
節
会
で
大
切
な
の
は
陽
の
色
と
さ
れ
る
馬
を
見
る
こ
と

で
あ
る
た
め
、「
青
馬
」
を
具
体
的
に
詠
う
こ
と
で
節
会
を
ほ
め
る
こ
と
を
意
図

し
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。「
鴨
の
羽
色
」
と
は
、
家
持
の
周
辺
の
文
化
圏
で
使
わ
れ

た
語
句
で
あ
り㉖

、家
持
は
こ
の
よ
う
な
表
現
で
、「
青
馬
」
を
よ
り
美
し
く
表
現
し
、

そ
れ
を
同
じ
場
で
見
る
人
の
予
祝
と
つ
な
げ
て
い
る
。
本
来
、
家
持
は
侍
宴
で
こ

の
歌
を
奏
し
歌
の
場
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
が
、
実
際
の
場
に
お
い
て
歌
の
世

界
の
共
有
は
で
き
な
い
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　

家
持
が
こ
の
行
事
の
変
更
に
対
応
し
て
作
っ
た
も
の
が
オ
の
肆
宴
歌
で
あ
る
。

題
詞
で
は
、
馬
を
馬
場
か
ら
、
宮
中
の
庭
に
引
き
出
す
た
め
、
作
ら
れ
た
「
林
帷
」

で
区
切
る
必
要
が
あ
る
。「
林
帷
」
は
諸
注
釈
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
樹
木
を
植

え
並
べ
て
幕
の
代
わ
り
と
し
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。
家
持
は
そ
こ
に
注
目

し
、
幕
の
代
わ
り
と
言
う
こ
と
は
詠
ま
ず
、
樹
木
の
緑
に
春
を
感
じ
、
春
の
景
と

し
て
う
ぐ
い
す
を
配
す
る
こ
と
で
、
春
の
儀
式
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
七
日
の
節
会
が
本
来
春
の
も
の
で
あ
り
、
春
の
様
子

を
詠
う
こ
と
が
家
持
に
と
っ
て
は
肆
宴
の
歌
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
突
然
変
わ
っ

た
儀
式
の
日
程
に
対
し
て
、
家
持
が
作
り
上
げ
た
の
は
、
馬
や
儀
式
そ
の
も
の
で

は
な
く
春
だ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
家
持
に
と
っ
て
は
「
仁
王
会
」

よ
り
も
大
切
な
春
の
儀
式
を
せ
め
て
歌
で
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
「
不

奏
」
で
あ
り
、
家
持
の
肆
宴
へ
の
思
い
は
届
か
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

越
中
か
ら
帰
京
し
た
家
持
は
、
橘
諸
兄
を
慕
い
、
ま
た
敬
っ
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
橘
諸
兄
も
ま
た
、
大
伴
家
の
中
心
人
物
で
あ
る
家
持
を
大
切
に
思

い
、
歌
の
場
に
お
い
て
は
家
持
に
肆
宴
と
い
う
場
を
与
え
る
こ
と
で
、
公
的
な
場

で
歌
を
作
る
べ
き
人
物
と
し
て
、
皇
族
、
高
官
に
示
そ
う
と
し
て
い
た
。
家
持
は

そ
の
思
い
に
応
え
る
べ
く
、
場
を
理
解
し
、
同
席
し
た
人
々
の
歌
を
重
ん
じ
つ
つ
、

自
ら
の
歌
に
よ
り
肆
宴
と
い
う
場
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
意
識
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
庇
護
者
と
も
言
え
る
橘
諸
兄
が
亡
く
な
り
、
心
の
支

－ 8 －



え
と
し
て
崇
拝
し
て
い
た
聖
武
太
上
天
皇
が
崩
じ
た
後
は
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た

歌
の
場
を
失
う
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
た
と
え
歌
の
場
は
あ
っ
て

も
、
以
前
の
よ
う
に
そ
こ
で
は
歌
が
肆
宴
の
一
部
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
な
っ
て
い
く
。
家
持
は
、
こ
う
し
た
政
治
背
景
の
中
で
自
ら
と
考
え
を
同
じ

く
す
る
も
の
と
の
私
的
な
宴
に
参
加
し㉗

、
限
ら
れ
た
関
係
の
中
で
の
み
共
有
の
歌

世
界
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
家
持
に
と
っ
て
、
も
は
や
歌
は
公
的
な
場
の
も
の
と

は
な
り
え
な
か
っ
た
の
が
、
橘
諸
兄
、
聖
武
太
上
天
皇
亡
き
後
の
世
界
で
あ
っ
た
。

　
　
　

註

 

①
巻
十
八
に
は
、｢

天
平
二
十
年
の
春
三
月
二
十
三
日
、
左
大
臣
橘
家
の
使
者
造

酒
司
令
史
田
辺
福
麻
呂
、
守
大
伴
宿
祢
家
持
の
館
に
饗
せ
ら
れ
き
。
こ
こ
に

新
歌
を
作
り
、
并
せ
て
便
ち
古
詠
を
誦
ひ
、
各
心
緒
を
述
べ
き｣

と
い
う
題

詞
を
も
つ
歌
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

②
巻
十
八
に
は｢

陸
奥
国
に
金
を
出
だ
し
し
詔
書
を
賀
び
し
歌
一
首
短
歌
を
并

せ
た
り｣

（
四
〇
九
四
～
七
）
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
左
注
に
よ
る
と｢

越

中
国
守
の
館
に
於
て
作
り
し
も
の
な
り｣

と
の
み
記
さ
れ
、
都
へ
贈
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
家
持
に
都
で
の｢

賀｣

に
つ
い
て
歌
を
求
め
ら
れ
た
記
述
は

な
い
。

③

｢

肆
宴｣

は
『
日
本
書
紀
』
で
は
斉
明
紀
五
年
三
月
に｢

三
月
戊
寅
朔
、
天

皇
幸
吉
野
而
肆
宴
焉｣

に
記
述
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は｢

と
よ
の
あ
か
り｣

と
訓
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
天
皇
が
臨
席
し
て
い
る
宴
で
あ
る

が
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
、天
皇
で
な
く
、天
平
十
八
年
に
太
上
天
皇
（
元

正
）
が
主
催
し
た
宴
の
場
合
も｢

肆
宴｣

と
記
し
て
い
る
た
め
、
天
皇
、
も

し
く
は
天
皇
に
準
じ
る
立
場
の
皇
族
が
臨
席
す
る
宴
と
い
う
考
え
方
が
定
説

と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
も
そ
の
考
え
方
に
従
っ
て
い
る
。

④
伊
藤
博
氏
「
家
持
の
手
法
」『
萬
葉
集
の
歌
群
と
配
列　

下
』
一
九
九
二
・
三　

塙
書
房

　

 

ま
た
、『
萬
葉
集
釋
注
』
の
当
該
歌
に
お
い
て
も
同
様
の
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
。

『
萬
葉
集
釋
注　

十
』
一
九
九
八
・
十
二　

集
英
社

⑤
吉
村
誠
氏「『
未
奏
』注
記
の
意
味
」『
大
伴
家
持
と
奈
良
朝
和
歌
』二
〇
〇
一
年
・

九　

お
う
ふ
う

⑥
井
上
さ
や
か
氏
「
橘
諸
兄
の
宴
席
歌
―
『
玉
敷
く
』
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
中
京
国
文
学
』
第
十
七
号　

一
九
九
八
年
三
月

⑦
註
⑤
に
同
じ
。

⑧
伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
釋
注
十
』
の
当
該
歌
の
釈
文
。

⑨
木
本
好
信
氏
は
こ
の
六
首
を
当
日
の
肆
宴
歌
か
ら
家
持
が
選
ん
だ
六
首
と
さ

れ
る
。
そ
の
時
、
石
川
年
足
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
脚
注
か
ら
「
家
持
が
歌

の
出
来
で
年
足
の
歌
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
家

持
の
年
足
へ
の
昵
懇
の
情
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
と
ら
え
、
二
人

は
天
平
宝
字
元
年
に
上
司
と
下
僚
と
な
っ
て
か
ら
親
密
度
を
増
し
て
「
仲
麻

呂
政
権
の
成
立
に
あ
た
っ
て
政
治
的
に
微
妙
な
立
場
の
家
持
を
用
語
し
た
も

の
」
と
さ
れ
て
い
る
。  

「
大
伴
家
持
と
平
城
京
の
政
界
」 

　

 

『
万
葉
時
代
の
人
び
と
と
政
争
』
二
〇
〇
八
年
・
四
お
う
ふ
う 

⑩
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集　

四
』
当
該
歌
頭
注
で
は
『
類
聚
国
史
・
淳

和
天
皇
弘
仁
一
四
年
（
八
二
三
）』
を
ひ
き
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
「
平

安
初
期
の
大
嘗
会
で
は
『
標
』
と
呼
ば
れ
る
飾
り
物
が
用
意
さ
れ
た
が
、
そ

れ
は
山
や
日
月
、
鳥
獣
、
植
物
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
箱
庭
・
盆
景
の
類
で
、

本
物
の
橘
を
着
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
」  

一
九
九
六
・
八　

小
学
館

⑪
伊
藤
博
氏　
『
萬
葉
集
釋
注　

十
』
当
該
歌
の
釋
文

⑫
森
淳
司
氏
「
萬
葉
集
宴
席
歌
覚
え
書
き
―
天
平
勝
宝
四
年
新
嘗
会
肆
宴
歌
一

首
を
め
ぐ
っ
て
―
」

　

 

『
語
文
』
七
七
号　

一
九
九
〇
・
六

　

 

広
岡
義
隆
氏
「
萬
葉
集
新
嘗
会
歌
群
考
」『
松
田
好
夫
追
悼　

万
葉
学
論
攷
』

一
九
九
〇
・
四

－ 9 －
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⑬
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集　

四
』
当
該
歌
頭
注
で
は
「
太
陽
暦
の
一
月

七
日
で
は
う
ぐ
い
す
や
梅
の
花
期
に
早
す
ぎ
る
」
と
し
、『
江
家
次
第
』
の
新

嘗
祭
装
束
条
の
「
木
工
寮
作
舞
台
、
左
右
衛
門
進
梅
柳
」
を
例
と
し
て
作
り

物
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
出
典
は
⑧
に
同
じ
。」

⑭
吉
村
誠
氏
は
家
持
の
歌
に
つ
い
て｢

た
だ
永
手
の
歌
に
答
え
る
だ
け
の
淡
々

と
し
た
詠
に
な
っ
て
い
る｣

と
さ
れ
、｢

家
持
の
本
心
を
詠
っ
た
も
の
で
は
な

い
表
面
を
と
り
つ
く
ろ
っ
た
だ
け
の
歌｣

と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
出
典
は

註
⑤
に
同
じ
。

⑮
歌
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

　

 

七
日
、
天
皇
と
太
上
天
皇
と
皇
太
后
と
、
東
の
常
宮
の
南
大
殿
に
在
り
て
肆

宴
し
た
ま
ひ
し
歌
一
首

　

 

印
南
野
の
赤
ら
柏
は
時
は
あ
れ
ど
君
を
我
が
思
ふ
時
は
さ
ね
な
し　

19
―
四

三
〇
一

⑯
往
路
の
荒
津
付
近
の
海
に
関
係
す
る
娘
子
の
姿
を
こ
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

⑰
作
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
表
現
、
お
よ
び
、
後
に
憶
良
が
動
向
で
き
な

い
こ
と
を
悔
や
ん
で
追
和
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
旅
人
と
み
る
説
が
有
力
で

あ
る
。
漢
文
の
序
を
持
ち
、
松
浦
河
の
ほ
と
り
に
行
っ
た｢
蓬
客｣

が
そ
の

地
で
あ
っ
た
美
し
い
娘
と
贈
答
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
序
文
に
よ
る
と
娘
の

容
貌
か
ら
神
女
で
あ
る
こ
と
が
し
ら
れ
、｢

蓬
客｣

は
神
仙
郷
に
入
り
込
み
神

女
と
贈
答
を
交
わ
し
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
５
―
八
五
三
～
八
六
三

⑱
田
中
大
士
氏
は
「
散
り
敷
い
た
花
を
美
的
景
と
し
て
詠
む
歌
が
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
」
た
め
に
こ
の
景
を
「
独
創
的
景
な
工
夫  

と
さ
れ
る
。｢

秋
風
の

扱
き
敷
け
る
花
の
庭
―
家
持
の
肆
宴
歌
―｣

『
伊
藤
博
博
士
古
希
記
念
論
文
集　

萬
葉
學
藻
』
塙
書
房
平
成
八

⑲
天
平
勝
宝
元
年
十
二
月
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑳
新
垣
幸
得
氏
は
家
持
の
歌
を
万
葉
集
中｢

散
り
敷
い
た
萩
の
美
し
さ
を
詠
む

唯
一
の
歌
と
述
べ
ら
れ
る
。｢

平
城
宮
花
月
の
宴｣

『
語
文
』
四
十
六
号　

昭

和
五
十
三
年  

。
ま
た
、田
中
大
士
氏
は｢

扱
入
る｣

の
表
現
に
注
目
さ
れ
て
、

｢

擬
人
法｣

と
し
て｢

風
雅
を
解
す
る
風
が
こ
と
さ
ら
に
花
を
し
ご
い
て
、
値

に
美
し
く
敷
き
つ
め
た
の
だ
と
と
り
な
し
た
表
現｣

と
解
さ
れ
る
。
註
⑱
に

同
じ
。

㉑
致
仕
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
天
平
宝
字
元
年
（
七

五
五
）
六
月
二
八
日
条
に
彼
の
祗
承
人
佐
味
宮
守
に
、
太
上
天
皇
不
予
の
際
、

飲
酒
の
庭
で
礼
な
し
と
告
訴
さ
れ
た
と
す
る
。

㉒
歌
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

　

 

天
地
を
照
ら
す
日
月
の
極
み
な
く
あ
る
べ
く
も
の
を
何
か
思
は
む

　

 　

右
の
一
首
は
、
皇
太
子
の
御
歌
。

　

 

い
ざ
子
ど
も
た
は
わ
ざ
な
せ
そ
天
地
の
堅
め
し
国
ぞ
大
和
島
根
は

　

 　

右
の
一
首
は
、
内
相
藤
原
朝
臣
の
奏
せ
し
も
の
な
り　

20
―
四
四
八
六
・

七
㉓
吉
村
誠
氏
「
家
持
歌
の
終
焉
」
出
典
は
註
⑤
に
同
じ
。

㉔
神
堀
忍
氏
「
万
葉
集
末
期
に
お
け
る
大
伴
家
持
と
藤
原
一
族
」『
万
葉
』
六
三
・

四
号　

一
九
六
七
・
四
・
七

㉕
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集　

四
』
で
は
、『
続
日
本
紀
』
に
太
上
天
皇
・

天
皇
・
太
后
が
難
波
宮
に
言
っ
た
記
録
は
あ
る
が
馬
国
人
の
家
に
幸
し
た
記

録
が
な
い
た
め
、
官
人
だ
け
が
赴
い
た
も
の
か
と
し
て
い
る
。
万
葉
集
で
は

こ
の
時
の
歌
と
し
て
家
持
と
主
人
馬
史
国
人
の
歌
の
み
を
載
せ
て
い
る
。

㉖
笠
女
郎
が
家
持
に
贈
っ
た
歌
に
同
様
の
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

 

水
鳥
の
鴨
の
羽
色
の
春
山
の
お
ぼ
つ
か
な
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
も　

８
―
一
四

五
一

㉗
天
平
勝
宝
八
年
以
降
の
家
持
は
、
政
治
的
に
同
じ
信
条
を
も
つ
も
の
と
の
私

宴
に
参
加
し
て
い
る
。

　

 
こ
の
点
に
つ
い
て
は｢

集
約
す
る
心　

家
持
の
歌
の
場
―｣

『
別
府
大
学
紀
要
』  

第
四
十
六
号　

二
〇
〇
五
・
三
、｢

集
結
す
る
歌
―
家
持
と
諸
兄
の
歌
の
世
界

―｣

『
別
府
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
七
号　

二
〇
〇
五
・
三　

で
す
で
に
論
じ

て
い
る
。

－ 10 －



万
葉
集
の
読
み
下
し
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

－ 11 －

孤立する歌　―越中帰京後の家持肆宴歌をめぐって―



－ 12 －


