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【
要
　
　
　
旨
】

　

大
伴
家
持
は
越
中
守
と
し
て
赴
任
し
て
い
る
時
に
「
筑
紫
の
大
宰
の
時
の

春
苑
の
梅
の
歌
に
追
和
せ
し
一
首
」
と
い
う
歌
を
作
っ
て
い
る
。
都
か
ら
離

れ
た
「
越
中
」
と
い
う
場
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
「
追
和
」
と
い
う
形
を
と

る
こ
と
で
か
つ
て
父
旅
人
が
開
催
し
た
「
梅
花
の
宴
」
を
都
以
外
で
な
し
え

た
華
や
か
な
歌
の
場
と
い
う
位
置
づ
け
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

歌
の
文
化
圏　

梅
花
の
宴　

都
と
鄙　

追
和

は
じ
め
に

　

筑
紫
の
大
宰
の
時
の
春
苑
の
梅
の
歌
に
追
和
せ
し
一
首

春
の
う
ち
の
楽
し
き
終
へ
は
梅
の
花
手
折
り
招
き
つ
つ
遊
ぶ
に
あ
る
べ
し

　

右
の
一
首
は
、
二
十
七
日
に
興
に
よ
り
て
作
り
し
も
の
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
九
ー
四
一
七
四

　

家
持
が
越
中
守
の
時
代
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
左
註
に

記
さ
れ
て
い
る
四
月
二
十
七
日

⑴

と
い
う
日
付
が
梅
の
花
の
咲
く
季
節
で
は
な
い
た

め
、
左
註
の
「
興
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、
前
後
の
歌
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い

⑵

。
し
か
し
な
が
ら
、
家
持
に
と
っ
て
「
筑
紫
の
大
宰
の
時
の
春

苑
の
梅
の
歌
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
大
宰
府
の
「
梅
」
に
「
追
和
」
し

た
弟
書
持
の
歌
と
比
較
し
た
上
で
家
持
の
梅
の
歌
の
表
現
を
細
か
く
見
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
越
中
で
作
ら
れ
た
こ
の
一
首
に
求
め
ら
れ
た
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。

　

一

　
「
梅
花
の
宴
」
と
よ
ば
れ
る
三
二
首
は
巻
五
の
八
一
五
～
八
四
六
の
歌
で
あ
る

が
、
旅
人
が
大
宰
府
か
ら
歌
と
と
も
に
書
簡
を
送
っ
た
都
の
吉
田
宜
は
「
梅
花
の

宴
」
の
歌
に
感
銘
を
受
け
、「
後
れ
ゐ
て
長
恋
せ
ず
は
み
園
生
の
梅
の
花
に
も
な

ら
ま
し
も
の
を
（
八
六
四
）」
と
そ
の
宴
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
く
。

ま
た
、旅
人
と
と
も
に
大
宰
府
に
い
た
妹
の
坂
上
郎
女
が
、後
に
都
の
宴
席
で
「
酒

杯
に
梅
の
花
浮
か
べ
思
ふ
ど
ち
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し
（
一
六
五
六
）」

と
梅
花
の
宴
の
折
り
の
歌
の
表
現
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う

に
、
一
般
に
、
宴
に
お
け
る
歌
全
体
が
大
伴
家
を
中
心
と
し
た
歌
の
文
化
圏
に
影

響
を
与
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
宴
の
主
催
者
で
あ
る
旅
人
の
子
供
で
あ
り
、
家
持

の
弟
の
書
持
に
は
さ
ら
に
「
梅
花
の
宴
」
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
題

詞
を
持
っ
た
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　

大
宰
の
時
の
梅
花
に
追
和
せ
し
新
歌
六
首

【
論
　
　
文
】

幻
想
の
景
へ
の
頌
歌
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み
冬
継
ぎ
春
は
来
た
れ
ど
梅
の
花
君
に
し
あ
ら
ね
ば
招
く
人
も
な
し

梅
の
花
み
山
と
し
み
に
あ
り
と
も
や
か
く
の
み
君
は
見
れ
ど
飽
か
に
せ
む

春
雨
に
萌
え
し
柳
か
梅
の
花
共
に
後
れ
ぬ
常
の
物
か
も

梅
の
花
何
時
は
折
ら
じ
と
厭
は
ね
ど
咲
き
の
盛
り
は
惜
し
き
も
の
な
り

遊
ぶ
内
の
楽
し
き
庭
に
梅
柳
折
り
か
ざ
し
て
ば
思
ひ
な
み
か
も

御
園
生
の
百
木
の
梅
の
散
る
花
し
天
に
飛
び
上
が
り
雪
と
降
り
け
む

　

右
は
、
十
二
年
十
二
月
九
日
に
、
大
伴
宿
祢
書
持
の
作
り
し
も
の
な
り
。

十
七
ー
三
九
〇
一
～
六

　

天
平
十
二
（
七
四
〇
）
年
、
十
二
月
九
日
、
梅
花
の
宴
の
十
年
後
の
作
で
あ
る
。

こ
の
年
の
八
月
の
藤
原
広
嗣
の
反
乱
が
お
き
、
そ
の
後
、
聖
武
天
皇
は
伊
勢
・
美

濃
・
近
江
に
巡
幸
し
た
が
、
恭
仁
京
に
至
り
、
都
に
は
戻
っ
て
い
な
い
。
内
舎
人

で
あ
っ
た
兄
家
持
は
聖
武
天
皇
と
行
動
を
共
に
し
て
お
り
、
奈
良
に
は
い
ず
、
弟

は
離
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
書
持
の
六
首
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
お
り
、
冒
頭
歌
は
大
宰
府
の
梅
花
の
宴
の
冒
頭
の
紀
卿
の
歌
「
正
月
立

ち
春
の
来
た
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き
つ
つ
楽
し
き
終
へ
め
（
八
一
五
）」
に

追
和
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
六
首
目
の
歌
で
父
旅
人
の
歌
に
和
し
て
終
わ
る
と

い
う
形
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な
配
列
に
つ
い
て
、
続
く
二
首
目
か
ら
の
歌
を
橋
本

四
郎
氏
は
二
首
ず
つ
の
組
と
し
て
、ま
ず
、「
梅
が
未
開
花
」
で
あ
る
こ
と
を
歌
い
、

次
に
「
幻
想
さ
れ
た
情
景
」
の
梅
の
歌
、
さ
ら
に
開
花
し
た
「
梅
の
開
花
を
讃
め

る
」
歌
と
続
き
、
最
後
の
歌
は
父
旅
人
の
「
我
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の

天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も（
八
二
二
）」
を「
正
面
に
見
据
え
て
追
和
す
る
姿
勢
」

を
と
り
つ
つ
、
そ
の
前
の
「
幻
想
の
世
界
か
ら
現
実
の
世
界
へ
立
ち
帰
っ
て
」
光

景
を
見
よ
う
と
し
た
も
の
と
さ
れ
る

⑶

。
こ
う
い
っ
た
時
間
の
流
れ
を
さ
ら
に
細

や
か
に
分
析
し
て
い
る
の
は
鉄
野
昌
弘
氏
で
あ
る
。
鉄
野
氏
は
「
過
去
の
歌
に
和

す
る
こ
と
で
、
宴
の
楽
し
さ
を
追
慕
し
な
が
ら
、
現
在
の
自
ら
の
孤
独
感
を
表
出

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
し
、
と
書
持
が
歌
を
作
っ
た
時
点

で
は
、
恭
仁
京
と
都
と
分
か
れ
て
生
活
し
て
い
た
家
持
と
書
持
と
の
互
い
の
孤
独

を
表
現
し
た
歌
の
一
環
と
し
て
読
む
べ
き
と
さ
れ
る

⑷

。

　

こ
の
よ
う
に
従
来
の
論
で
は
、
冒
頭
の
歌
で
実
際
の
大
宰
府
の
宴
と
の
関
わ
り

を
示
し
た
上
で
、「
梅
」
の
花
の
変
化
に
よ
る
時
間
の
流
れ
を
意
識
し
て
い
る
こ

と
、
今
自
ら
が
い
る
「
奈
良
の
都
」
で
の
歌
と
し
て
歌
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
論
を
踏
ま
え
た
上
で
表
現
を
見
て
い
こ
う
。
書
持
は
、

梅
花
の
宴
の
冒
頭
の
歌
に
追
和
す
る
と
し
た
こ
と
で
梅
を
「
招
き
」
く
こ
と
で
新

た
な
宴
の
歌
を
始
め
て
い
る
。
二
首
目
で
遠
景
、
更
に
三
首
目
で
は
、
梅
花
の
宴

で
梅
と
と
も
に
か
づ
ら
に
す
る
と
歌
わ
れ
る
柳
を
と
り
い
れ
る
こ
と
で
宴
に
関
す

る
具
体
的
な
植
物
の
あ
る
近
景
を
歌
う
。
三
首
目
か
ら
五
首
目
ま
で
の
近
景
に
つ

い
て
は
、
梅
花
の
宴
の
ど
の
歌
に
和
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
論
は
分
か
れ
る

が
、
大
宰
府
の
梅
花
の
宴
で
歌
わ
れ
た
梅
を
宴
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
用
い
て
、

宴
全
体
の
様
子
に
追
和
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
今
、
自
分
が
い
る
都
で

は
「
庭
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
後
の
山
も
梅
が
咲
き
、
か
つ
て
の
大
宰
府
の
宴

と
同
じ
状
況
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
三
首
目
で
は
か
ざ
し
に

す
る
柳
を
歌
い
、
更
に
四
首
目
で
は
「
折
る
」
と
歌
う
こ
と
で
宴
に
関
わ
る
自
ら

の
姿
を
も
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
首
目
で
「
楽
し
き
庭
」
と
し
、
宴

が
行
わ
れ
る
べ
き
場
所
を
提
示
し
た
上
で
「
思
ひ
な
み
か
も
」
と
宴
そ
の
も
の
に

対
す
る
満
た
さ
れ
た
思
い
を
歌
う
こ
と
で
書
持
は
か
つ
て
の
梅
花
の
宴
を
歌
の
世

界
で
再
現
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
ま
で
の
歌
は
す
べ
て
大
宰
府
と
書
持
の
庭
と

を
結
び
つ
け
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
宴
の
場
を
作
る
こ
と
で
は

じ
め
て
父
旅
人
の
歌
に
追
和
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

六
首
目
、最
後
の
歌
で
書
持
は
庭
の
「
百
木
」
の
梅
の
花
の
散
る
様
子
を
歌
う
。

書
持
に
と
っ
て
歌
う
べ
き
宴
の
梅
は
か
ざ
し
た
梅
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
大
宰
府

の
梅
花
の
宴
の
序
文
で
旅
人
が
意
識
し
た
漢
詩
の
世
界
を
通
し
て
広
が
る「
落
梅
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
。
旅
人
は
「
天
よ
り
雪
が
流
れ
来
る
か

も
」
と
歌
っ
て
い
た
が
、
そ
の
空
間
に
舞
う
姿
を
と
ら
え
直
し
舞
い
上
が
る
梅
を

歌
う
こ
と
で
父
に
追
和
す
る
と
い
う
歌
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
空
間
を
際
立
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た
せ
る
た
め
に
は
、
宴
の
広
が
り
、
梅
の
様
子
を
歌
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
伊
藤
博
氏
が
「
追
和
新
歌
六
首
の
う
ち
、
第
一
～
五
首
は
、
歌
と
し
て

は
、
義
理
に
も
取
り
立
て
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
五
首
が
最
後
の

第
六
首
を
燃
え
立
た
せ
て
立
つ
姿
、
第
六
首
を
し
て
父
旅
人
の
歌
境
と
合
体
せ
し

め
、
そ
の
歌
境
を
補
充
し
拡
大
し
て
立
た
せ
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に

⑸

、
や
は
り
、

書
持
に
と
っ
て
は
、
旅
人
の
歌
の
背
景
に
あ
る
宴
の
世
界
そ
の
も
の
を
新
た
に
描

き
出
し
た
上
で
追
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
梅
花
の
宴
の
和
歌
の
世
界
そ
の

も
の
に
あ
ら
た
に
加
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
都
に
い
な
が
ら

作
り
上
げ
た
新
た
な
「
落
梅
」
で
あ
り
、
父
旅
人
の
歌
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
書
持
に
と
っ
て
の
「
追
和
」
と
は
「
梅
花
の
宴
」
の
世
界
を
追

従
し
父
と
同
じ
文
学
的
世
界
に
い
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
時
空
を
超
え
た
梅
花
の

宴
を
「
新
た
に
」
作
り
上
げ
る
こ
と
こ
そ
を
目
的
と
し
、
そ
れ
を
超
え
る
意
識
は

な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

二

　

家
持
の
「
大
宰
府
」
の
梅
花
の
宴
の
追
和
歌
を
考
え
る
前
に
、
家
持
に
と
っ
て

「
梅
」
は
ど
の
よ
う
に
表
現
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。
家
持
は
越

中
に
赴
任
以
前
に
「
雪
梅
の
歌
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
歌
を
作
っ
て
い
る
。

今
日
降
り
し
雪
に
競
ひ
て
我
が
や
ど
の
冬
木
の
梅
は
花
咲
き
に
け
り八

ー
一
六
四
九

　

四
季
を
意
識
し
た
分
類
で
あ
る
巻
八
の
冬
の
雑
歌
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
の
歌

は
、
雪
に
負
け
じ
と
し
て
冬
木
の
梅
は
白
く
花
を
咲
か
せ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

「
冬
木
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
伊
藤
博
氏
は
春
の
部
に
「
若
木
」
の
梅
が
咲
い
た
こ

と
を
歌
う
も
の
を
例
と
し
て
、
雪
の
花
と
さ
れ
て
い
る
が

⑹

、
実
際
の
花
と
し
て
の

梅
を
詠
ん
だ
と
し
て
も
、
梅
花
の
宴
で
歌
わ
れ
た
よ
う
に
雪
と
見
間
違
う
白
梅
と

い
う
漢
詩
の
影
響
下
の
文
学
的
世
界
と
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

家
持
と
同
じ
発
想
を
持
つ
歌
を
巻
八
の
冬
の
雑
歌
に
あ
る
「
梅
」
と
「
雪
」
の

歌
の
表
現
を
確
か
め
て
み
た
い
。
家
持
以
外
で
題
詞
に
「
雪
梅
」
と
あ
る
も
の
は

一
首
の
み
で
あ
る
。

①
沫
雪
の
降
ら
え
て
咲
け
る
梅
の
花
君
が
り
遣
ら
ば
よ
そ
へ
て
む
か
も　
　
　
　

一
六
四
一

　

沫
の
よ
う
な
雪
に
降
ら
れ
て
咲
い
た
梅
と
し
て
お
り
、
こ
の
歌
も
家
持
と
同
じ

よ
う
に
漢
詩
の
世
界
の
梅
を
歌
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
の
作
者
角
朝

臣
広
弁
と
い
う
官
人
は
、
万
葉
集
に
は
こ
の
一
首
の
み
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

少
な
い
歌
の
中
で
、
こ
う
し
た
漢
詩
の
世
界
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
は
男
性
官
人

の
文
化
圏
に
こ
う
し
た
発
想
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
同
じ
よ
う
に「
梅
」と「
雪
」

に
つ
い
て
漢
詩
の
世
界
を
翻
案
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
次
の
よ
う
な
歌
で

あ
る
。

②
我
が
岡
に
盛
り
に
咲
け
る
梅
の
花
残
れ
る
雪
を
ま
が
へ
つ
る
か
も

一
六
四
〇     

③
た
な
霧
ら
ひ
雪
も
降
ら
ぬ
か
梅
の
花
咲
か
ぬ
が
代
に
そ
へ
て
だ
に
見
む一

六
四
二　

④
我
が
や
ど
の
冬
木
の
上
に
降
る
雪
を
梅
の
花
か
と
う
ち
見
つ
る
か
も

一
六
四
五

⑤
梅
の
花
枝
に
か
散
る
と
見
る
ま
で
に
風
に
乱
れ
て
雪
ぞ
降
り
来
る

一
六
四
七

　

②
の
歌
の
題
詞
は
「
梅
」、
作
者
は
旅
人
で
あ
り
、
梅
花
の
宴
で
詠
ん
だ
歌
と

同
じ
発
想
で
あ
る
。
ま
た
③
～
⑤
の
歌
の
題
詞
は
「
雪
」
と
な
っ
て
い
る
。
③
は

安
倍
朝
臣
奥
道
④
は
巨
瀬
朝
臣
宿
奈
麻
呂
⑤
は
忌
部
首
黒
麻
呂
の
作
で
あ
る
。
②

か
ら
⑤
の
歌
に
お
い
て
、
題
詞
は
「
雪
」「
梅
」
で
は
あ
る
が
発
想
は
大
宰
府
で

の
梅
花
の
宴
に
お
け
る
梅
と
雪
と
の
歌
わ
れ
方
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
首
の



4

作
者
は
天
平
年
間
か
ら
神
護
景
雲
年
間
に
官
職
に
あ
っ
た
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
人
々
の
歌
に
お
い
て
梅
と
雪
の
表
現
が
漢
詩
の
表
現
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

は
、
男
性
官
人
の
歌
の
文
化
圏
の
中
で
漢
詩
の
影
響
を
受
け
た
発
想
が
共
有
さ
れ

て
い
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

大
宰
府
の
宴
で
官
人
た
ち
が
歌
っ
た
梅
と
雪
の
文
化
圏
で
共
有
さ
れ
た
表
現
を

見
る
一
方
で
そ
の
よ
う
な
発
想
と
は
異
な
っ
た
歌
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

⑥
十
二
月
に
は
沫
雪
降
る
と
知
ら
ぬ
か
も
梅
の
花
咲
く
含
め
ら
ず
し
て

一
六
四
八

⑦
沫
雪
の
こ
の
こ
ろ
継
ぎ
て
か
く
降
ら
ば
梅
の
初
花
散
り
か
過
ぎ
な
む

一
六
五
一

　

⑦
は
紀
女
郎
の
「
梅
」
の
歌
と
題
詞
に
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
雪
と
梅
の
と
ら

え
方
は
先
に
あ
げ
た
歌
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
梅
の
花
が
「
ふ
ふ
め
」

て
い
る
状
態
、
ま
だ
つ
ぼ
み
と
い
う
状
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
枝
木
に
咲
く
白
梅
と
い
う
姿
を
歌
う
の
で
は
な
く 

梅
の
花
そ
の
も
の

の
開
花
に
対
し
て
の
興
味
と
い
え
よ
う
。
⑧
は
坂
上
郎
女
の
作
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
梅
の
花
は
「
初
花
」
と
し
て
花
の
特
定
の
時
期
が
対
象
と
さ
れ
る
。
咲
い
た
ば

か
り
の
梅
は
白
い
雪
に
よ
っ
て
そ
の
姿
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
咲

い
て
い
る
梅
そ
の
も
の
を
歌
う
の
で
は
な
く
梅
の
が
時
間
と
と
も
に
変
化
し
て
い

く
の
事
に
対
し
て
の
興
味
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
⑥
・
⑦
歌
で
は
雪
は
梅
と
見
ま

ご
う
も
の
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ

と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
相
聞
に
あ
る
「
梅
」
を
見
て
い
こ
う
。

⑧
酒
杯
に
梅
の
花
浮
か
べ
思
ふ
ど
ち
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し

一
六
五
六

⑨
梅
の
花
散
ら
す
あ
ら
し
の
音
の
み
に
聞
き
し
我
妹
を
見
ら
く
し
良
し
も一

六
六
〇

⑩
ひ
さ
か
た
の
月
夜
を
清
み
梅
の
花
心
開
け
て
我
が
思
へ
る
君

一
六
六
一

　

⑧
は
左
註
に
よ
る
と
親
族
の
宴
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
大
宰
府
の
梅
花
の
宴
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
酒
杯

に
花
を
浮
か
べ
る
こ
と
は
「
梅
花
の
宴
」
の
歌
の
「
春
柳
縵
に
折
り
し
梅
の
花
誰

れ
か
浮
か
べ
し
酒
坏
の
上
に
（
八
四
〇
）」
に
あ
り
、
更
に
第
五
句
は
「
青
柳
梅

と
の
花
を
折
り
か
ざ
し
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し
（
八
二
一
）」
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
る
。
女
性
の
作
で
あ
り
な
が
ら
も
大
伴
家
の
一
員
と
し
て
大
宰
府
に

い
た
坂
上
郎
女
が
旅
人
た
ち
官
人
の
文
化
圏
の
影
響
を
う
け
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
ま
た
、
こ
の
歌
が
旅
人
亡
き
後
、
一
族
の
宴
席
で
歌
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
か
ら
、
大
宰
府
を
も
含
む
男
性
官
人
の
文
化
圏
と
も
関
係
し
て
い
る
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　

男
性
官
人
の
文
化
圏
の
影
響
が
都
の
女
性
に
も
あ
る
一
方
で
、
雑
歌
と
同
様
に

男
性
官
人
の
共
通
理
解
と
は
異
な
っ
た
梅
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
な
く
て

は
い
け
な
い
。
⑨
の
作
者
は
大
伴
一
族
で
あ
り
、
坂
上
郎
女
の
二
嬢
の
夫
と
考
え

ら
れ
る
大
伴
駿
河
麻
呂
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
咲
い
て
い
る
梅
を
散
ら
す
嵐
の
音
と

い
う
序
詞
に
よ
っ
て
、
噂
に
き
く
だ
け
で
あ
っ
た
女
性
に
逢
え
た
喜
び
を
歌
う
。

坂
上
郎
女
と
は
逆
に
男
性
で
あ
っ
て
も
、
相
聞
で
は
梅
を
花
そ
の
も
の
と
し
て
歌

い
、
官
人
の
文
化
圏
と
は
異
な
っ
た
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
⑩
の
作
者
は
雑
歌
の
⑥
と
同
じ
紀
女
郎
で
あ
る
。
梅
が
開
く
夜

に
恋
の
相
手
を
待
つ
心
情
を
歌
っ
て
い
る
が
、
梅
の
花
の
美
し
く
咲
く
様
子
と
自

ら
が
恋
の
相
手
に
対
し
て
心
を
開
い
て
い
る
こ
と
を
重
ね
て
い
る
の
は
、
他
に
例

を
み
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
梅
の
花
そ
の
も
の
に
注
目
し
、
花
の
開
く

様
子
を
細
や
か
に
と
ら
え
た
上
で
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
梅
の
花
そ
の
も
の
を
歌
う
こ
と
は
雑
歌
に
見
ら
れ
た
男
性
官
人
の
文
化
圏

と
は
異
な
っ
た
都
の
新
た
な
文
化
圏
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

都
市
で
あ
る
都
、
奈
良
の
貴
族
た
ち
の
庭
に
植
え
ら
れ
た
梅
は
、
都
の
人
の
興
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味
を
引
く
花
で
あ
り
、
そ
の
花
を
植
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
文
化
に
対
す
る

意
識
の
高
さ
を
示
す
物
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
梅
の
花
に

対
す
る
表
現
は
、
よ
り
細
や
か
に
な
り
、「
梅
」
を
対
象
と
し
て
男
性
官
人
の
歌

う
漢
詩
の
文
化
圏
と
は
異
な
っ
た
も
の
が
で
き
て
い
っ
た
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
家
持
が
相
聞
歌
を
交
わ
し
た
女
性
た
ち
と
共
通
理
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が

⑺

、「
梅
」
と
い
う
花
に
対
す
る
共
通
理
解
も
女
性

た
ち
と
の
相
聞
の
文
化
圏
と
男
性
官
人
た
ち
の
漢
詩
の
影
響
を
受
け
た
文
化
圏
で

の
差
異
は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漢
詩
の
影
響
と
は

異
な
っ
た
、
新
た
な
「
梅
」
の
歌
表
現
に
つ
い
て
佐
藤
隆
氏
は
、
家
持
と
紀
女
郎

と
表
現
上
関
係
が
あ
る
歌
と
し
て
次
の
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る

⑻

。

　

宴
席
に
し
て
雪
、
月
、
梅
の
花
を
詠
み
し
歌
一
首

雪
の
上
に
照
れ
る
月
夜
に
梅
の
花
折
り
て
送
ら
む
愛
し
き
児
も
が
も

十
九
ー
四
一
三
四

　

天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
十
二
月
の
越
中
守
の
時
代
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

問
題
と
し
て
い
る
歌
と
同
じ
、
越
中
で
歌
わ
れ
た
歌
と
し
て
、
注
目
し
て
よ
い
も

の
で
あ
る
。
佐
藤
氏
は 

「
月
夜
」
と
「
梅
」
と
を
と
り
合
わ
た
世
界
は
、
平
安
時

代
以
降
多
く
見
ら
れ
る
が
、
集
中
で
は
「
わ
ず
か
五
首
」
で
作
者
名
が
あ
る
の
は

家
持
と
紀
女
郎
の
み
で
あ
る
と
し
、「
越
中
守
時
代
の
家
持
が
紀
女
郎
の
世
界
を

想
起
し
、そ
の
影
響
下
に
お
い
て
敬
作
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
さ
れ
、

家
持
と
の
相
互
の
歌
に
対
応
関
係
を
見
て
い
る
。
家
持
の「
雪
月
梅
花
を
詠
む
歌
」

は
従
来 

多
く
は
「
雪
月
花
」
と
い
う
日
本
の
美
意
識
の
嚆
矢
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
が

⑼

、
こ
の
歌
で
は
月
の
光
、
雪
は
歌
わ
れ
る
も
の
の
そ
れ
は
梅
を
引
き

立
て
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
花
の
美
し
さ
を
引
き
立
て
る
光
と
し
て
の
「
月
」
は
巻
十
に
次
の
よ
う
に
歌

わ
れ
る
。

  

⑪
誰
が
園
の
梅
の
花
そ
も
ひ
さ
か
た
の
清
き
月
夜
に
こ
こ
だ
散
り
く
る          

二
三
二
五

⑫
我
が
背
子
が
か
ざ
し
の
萩
に
置
く
露
を
さ
や
か
に
見
よ
と
月
は
照
る
ら
し

二
二
二
五

⑬
萩
の
花
咲
き
の
を
を
り
を
見
よ
と
か
も
月
夜
の
清
き
恋
増
さ
ら
く
に

二
二
二
八

　

⑪
の
歌
は
「
花
を
詠
み
き
」
の
分
類
さ
れ
て
お
り
、
清
ら
か
な
月
夜
に
梅
の
花

の
散
る
様
子
が
歌
わ
れ
る
。
月
の
光
そ
の
も
の
よ
り
も
園
の
梅
が
散
る
様
子
が
中

心
で
は
あ
る
が
、
夜
の
梅
の
美
し
さ
は
月
に
照
ら
さ
れ
て
る
こ
と
に
よ
る
。
又
、

こ
の
歌
で
園
の
梅
が
た
く
さ
ん
散
る
姿
は
梅
の
花
び
ら
そ
の
も
の
が
中
心
で
あ

り
、
雪
と
は
関
係
な
く
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
⑫
・

⑬
の
歌
で
は
と
も
に
「
見
よ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
⑫

は
女
性
の
歌
で
あ
る
が
、「
背
子
」
が
か
ざ
し
て
い
る
萩
の
上
の
露
の
美
し
さ
を

は
っ
き
り
と
見
る
た
め
の
月
の
光
が
表
現
さ
れ
る
。
⑬
で
は
「
萩
」
の
盛
り
を
見

て
「
萩
」
へ
の
恋
し
さ
が
増
す
と
い
う
が
、
そ
れ
は
「
萩
」
を
引
き
立
て
る
た
め

の
月
の
光
が
あ
る
事
に
他
な
ら
な
い
。
万
葉
集
中
一
番
多
く
歌
わ
れ
、
奈
良
の
都

の
人
々
に
好
ま
れ
た
花
、「
萩
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
い
か
に
美
し
く
見
る
か
と
い

う
こ
と
が
表
現
と
し
て
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
都
の
人
々
に
と
っ
て
共
有
さ
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
家
持
自
身
も
坂
上
大
嬢
に
「
橘
の
花
を
攀
ぢ
て
」
贈
っ
た
歌
で
次
の
よ
う

に
歌
う

⑭
い
か
と
い
か
と　

あ
る
我
が
や
ど
に　

百
枝
さ
し　

生
ふ
る
橘　

玉
に
貫
く　

五
月
を
近
み　

あ
え
ぬ
が
に　

花
咲
き
に
け
り　

朝
に
日
に　

出
で
見
る
ご
と
に　

息
の
緒
に　

我
が
思
ふ
妹
に　

ま
そ
鏡　

清
き
月
夜
に　

た
だ
一
目　
　

見
す
る

ま
で
に
は　

散
り
こ
す
な　

ゆ
め
と
言
ひ
つ
つ
（
以
下
略
）

望
ぐ
た
ち
清
き
月
夜
に
我
妹
子
に
見
せ
む
と
思
ひ
し
や
ど
の
橘八

ー
一
五
〇
七
・
八



6

　
「
橘
」
の
咲
く
の
を
待
ち
、
や
っ
と
咲
い
た
姿
を
愛
し
い
大
嬢
に
見
せ
た
い
と

歌
う
が
、
一
番
美
し
見
え
る
た
め
に
は
や
は
り
「
清
き
月
夜
」
の
光
が
必
要
な
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
か
ら
見
る
限
り
、
都
の
文
化
圏
で
は
、
園
、
や
ど
の
花
を

よ
り
美
し
く
見
せ
る
た
め
に
必
要
な
物
と
し
て
の
月
の
光
と
い
う
こ
と
が
共
通
の

理
解
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
紀
女
郎
の
歌
と
家
持
の
歌
の
表

現
を
見
る
限
り
、
両
者
に
直
接
の
関
係
を
見
る
の
で
は
な
く
、
都
で
の
歌
の
文
化

圏
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
都
に
お
い
て
大
伴
家
を
中
心
と
し

て
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
の
文
化
圏
に
つ
い
て
は
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が

⑽

、

女
性
た
ち
と
の
贈
答
に
よ
り
共
通
理
解
の
背
景
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
文
化
圏
は
越

中
へ
行
っ
た
家
持
に
も
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

越
中
に
お
い
て
も
「
梅
」
の
花
を
よ
り
効
果
的
に
歌
っ
た
「
雪
、
月
、
梅
の
花
を

詠
み
し
歌
」
と
い
う
形
に
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
越
中
に
お
い
て
も
都
の
文
化

圏
の
中
で
歌
う
「
雪
」
と
「
梅
」
は
、
梅
花
の
宴
に
お
け
る
漢
詩
の
「
梅
花
落
」

と
は
違
っ
た
も
の
と
し
て
表
現
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
越
中

赴
任
中
に
作
ら
れ
た
歌
に
お
い
て
も
「
梅
」
に
対
し
て
漢
詩
の
世
界
を
理
解
し
つ

つ
新
た
な
表
現
を
求
め
た
家
持
の
意
識
を
見
る
と
、
問
題
と
し
て
い
る
歌
は
、
梅

の
花
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
題
詞
の
「
筑
紫
の
大
宰
の
時
の
春
苑
梅
花
に
追
和
せ

し
一
首
」
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

　

家
持
の
歌
は
題
詞
に
「
筑
紫
の
大
宰
の
時
の
春
苑
梅
花
に
追
和
せ
し
一
首
」
と

あ
る
が
、
弟
書
持
の
「
大
宰
の
時
の
梅
花
に
追
和
」
と
あ
る
六
首
の
歌
か
ら
十
年

後
、
越
中
守
時
代
の
歌
で
あ
る
。、
書
持
の
歌
の
題
詞
に
は
「
新
歌
」
と
あ
り
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
六
首
を
巧
み
に
配
列
し
父
旅
人
の
作
り
上
げ
た
世
界
に
後
に

追
和
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
じ
く
「
筑
紫
の
大
宰
の

時
」
に
「
追
和
」
し
て
い
て
も
家
持
の
歌
は
一
首
で
あ
る
。
か
つ
て
の
三
二
首
の

歌
に
対
し
て
の
こ
の
一
首
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

歌
の
表
現
を
み
て
み
よ
う
。
歌
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
梅
花
の

宴
の
巻
頭
歌
で
あ
る
紀
卿
の
「
正
月
立
ち
春
の
来
た
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き

つ
つ
楽
し
き
終
へ
め
」
に
追
和
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た

書
持
の
歌
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
持
に
と
っ
て
は
六
首
の
歌
の
宴
の
冒
頭

と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
が
、
家
持
は
一
首
の
み
の
「
追
和
」
で
あ
る
。
同
じ
歌

に
「
追
和
」
し
て
い
て
も
家
持
に
は
他
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
、
紀
卿
の
歌
を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

　
「
万
葉
集
注
釈
」
で
は
、
二
句
目
に
「
来
た
ら
ば
」
と
仮
定
形
を
使
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
「
来
年
も
再
来
年
も
、
と
将
来
を
か
け
て
」
と
い
う
意
識
が
あ
る

と
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

⑾

、「
萬
葉
集　

日
本
古
典
文
学
新
体
系
」
で
は
「
万

葉
集
注
釈
」
を
受
け
て
さ
ら
に
「
今
年
は
勿
論
、
来
年
も
再
来
年
も
、
と
い
う
祝

意
の
表
明
、
即
ち
主
人
に
対
す
る
祝
言
で
あ
る
」
と
す
る

⑿

。
こ
の
よ
う
に
梅
花

の
宴
全
体
の
冒
頭
歌
と
い
う
立
場
に
置
か
れ
た
紀
卿
の
歌
は
「
仮
定
形
」
で
、
今

日
の
宴
が
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
予
祝
す
る
の
み
で
な
く
、
こ

れ
か
ら
ず
っ
と
続
く
祝
意
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
紀
卿
の
歌
に
「
追
和
」
し
た
家

持
は
ま
ず
、「
春
」
と
い
う
長
い
時
間
を
と
ら
え
て
歌
い
始
め
る
。「
正
月
立
ち
」

訪
れ
る
「
春
」
と
い
う
生
命
力
あ
ふ
れ
る
期
待
さ
れ
た
季
節
を
あ
え
て
冬
か
ら
続

く
季
節
と
し
て
歌
わ
ず
、「
春
」
そ
の
も
の
と
し
、
そ
の
季
節
に
お
け
る
「
楽
し

き
終
へ
」
と
し
て
み
せ
る
の
は
、
梅
花
の
宴
を
「
春
」
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
紀
卿
の
「
招
く
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は

「
手
折
り
」
と
よ
り
具
体
的
な
宴
の
中
で
の
梅
の
あ
り
方
を
加
え
て
み
せ
る
。「
梅

花
の
宴
」
三
二
首
に
お
い
て
具
体
的
に
「
梅
」
を
「
手
折
る
」
と
歌
う
の
は
「
梅

の
花
手
折
り
か
ざ
し
て
遊
べ
ど
も
飽
き
足
ら
ぬ
日
は
今
日
に
し
あ
り
け
り

（
八
三
六
）」
の
み
で
あ
る
が
、宴
に
お
い
て
「
梅
」、梅
と
深
く
関
わ
る
た
め
に
「
折

る
」
と
歌
う
の
は
「
青
柳
と
梅
と
の
花
を
折
り
か
ざ
し
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と

も
よ
し
（
八
二
一
）」、「
人
ご
と
に
折
り
か
ざ
し
つ
つ
遊
べ
ど
も
い
や
め
づ
ら
し

き
梅
の
花
か
も
（
八
二
八
）」、「
梅
の
花
折
り
て
か
ざ
せ
る
諸
人
は
今
日
の
間
は

楽
し
く
あ
る
べ
し
（
八
三
二
）」、「
春
柳
縵
に
折
り
し
梅
の
花
誰
か
浮
か
べ
し
酒
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杯
の
上
に
（
八
四
〇
）」、「
梅
の
花
折
り
か
ざ
し
つ
つ
諸
人
の
遊
ぶ
を
見
れ
ば
都

し
ぞ
思
ふ
（
八
四
三
）」
と
五
首
み
る
こ
と
が
で
き
、
す
べ
て
「
か
づ
ら
」
と
し

て
「
か
ざ
す
」
物
と
し
て
歌
わ
れ
る
。
梅
花
の
宴
の
歌
に
み
る
よ
う
に
宴
に
お
い

て
は
、「
招
く
」
こ
と
は
か
ざ
し
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
家
持
は
そ
う
し
た

宴
に
お
け
る
「
梅
」
を
意
識
し
て
「
招
く
」
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
様
子
ま
で
表

現
す
る
た
め
に
「
手
折
り
」
と
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
「
追
和
」
し
た
紀
卿
の
歌
で
は
「
か
く
し
つ
つ
」
と
実
際
の
宴
を
念
頭

に
お
い
て
歌
う
が
家
持
に
は
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
様
子
は
見
ら
れ
ず
「
べ
し
」

と
推
量
す
る
形
で
歌
い
収
め
て
い
る
。
筑
紫
と
い
う
地
に
お
い
て
、
か
つ
て
行
わ

れ
た
宴
が
時
間
、
空
間
を
隔
て
た
越
中
の
地
に
お
い
て
、
春
そ
の
も
の
と
し
て
歌

い
直
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う

⒀

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
家
持
の
「
歌
日
誌
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
時
系
列
で
歌
を
載
せ

て
い
る
巻
に
お
い
て
、
問
題
と
し
て
い
る
歌
の
前
の
題
詞
に
二
十
四
日
と
し
た
上

で
「
立
夏
四
月
の
節
に
応
る
。
こ
れ
に
因
り
て
二
十
三
日
の
暮
に
、
忽
ち
に
霍
公

鳥
の
暁
に
喧
く
声
を
思
」
う
と
す
る
ほ
ど
、
季
節
観
を
重
ん
じ
る
家
持
が
な
ぜ
、

そ
の
後
に
こ
の
歌
を
作
っ
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
従
来
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て

「
興
に
依
り
」
と
い
う
左
註
と
歌
の
載
せ
ら
れ
て
い
る
直
前
の
歌
と
の
関
係
か
ら

考
え
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
。
家
持
の
歌
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
題
詞
、
お
よ
び
左

註
に
お
け
る
「
興
」
に
つ
い
て
は
、
鉄
野
昌
弘
氏
が
す
で
に
従
来
の
説
を
ま
と
め

定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
時
間
・
空
間
を
異
に
す
る
場
所
や
で
き
ご
と
を
想
起

す
る
歌
の
由
」⒁

で
あ
り
、
歌
を
詠
ん
だ
時
点
の
家
持
の
心
情
と
関
わ
る
と
言
っ
て

も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
家
持
が
「
立
夏
四
月
」
感
じ
た
「
興
」
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
直
前
の
歌
に
こ
め
ら
れ
た
思
い
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

　

歌
の
配
列
を
見
て
み
よ
う
。

　

  

二
十
四
日
は
立
夏
の
節
に
応
る
。
こ
れ
に
因
り
て
二
十
三
日
の
暮
に
、忽
ち
に
、

霍
公
鳥
の
暁
に
喧
く
声
を
思
ひ
て
作
り
し
歌
二
首

⑮
常
人
も
起
き
つ
つ
聞
く
そ
ほ
と
と
ぎ
す
こ
の
暁
に
来
鳴
く
初
声

⑯
ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
と
よ
め
ば
草
取
ら
む
花
橘
を
や
ど
に
は
植
ゑ
ず
て

　

京
の
丹
比
の
家
に
贈
り
し
歌
一
首

⑰
妹
を
見
ず
越
の
国
辺
に
年
経
れ
ば
我
が
心
ど
の
和
ぐ
る
日
も
な
し       

十
九
ー
四
一
七
一
～
三

　

⑮
・
⑯
の
歌
は
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
季
節
に
反
応
し
、
誰
よ
り
も
早
く
「
立
夏
」

の
前
日
の
暮
れ
に
夏
の
代
表
的
な
風
物
で
あ
る
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
声
を
聞
く
こ

と
を
歌
う
。
こ
の
よ
う
に
ま
ず
家
持
は
、
季
節
を
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
を
歌
う
が

そ
の
す
ぐ
後
の
歌
は
「
京
の
丹
比
家
」
贈
っ
た
も
の
で
あ
る

⒂

。
橋
本
達
雄
氏
は

こ
の
直
前
の
歌
と
の
関
係
を
と
ら
え
、
家
持
の
妻
と
丹
比
家
と
の
交
流
を
歌
の
贈

答
か
ら
み
た
上
で
「『
京
』
向
か
っ
て
思
い
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る

⒃

。

ま
た
、
青
木
生
子
氏
は
「
前
歌
に
お
け
る
大
伴
氏
と
関
係
深
い
丹
比
家
か
ら
、
父

旅
人
、
そ
の
父
の
も
と
幼
少
生
い
育
っ
た
筑
紫
大
宰
府
、
そ
こ
で
の
最
も
華
や
か

な
梅
花
の
宴
へ
と
思
い
の
『
興
』
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
歌
を

贈
っ
た
都
の
丹
比
家
が
父
旅
人
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
た
め
に
「
梅
花
の
宴
」
を

思
い
出
し
、「
興
」
と
し
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
と
さ
れ
る

⒄

。
丹
比
氏
は
「
梅
花
の

宴
」
に
は
出
席
し
て
は
い
な
い
が
、
丹
比
県
守
は
大
弐
か
ら
民
部
卿
に
遷
任
す
る

時
に
旅
人
が
「
君
が
た
め
醸
み
し
待
ち
酒
安
の
野
に
ひ
と
り
や
飲
ま
む
友
な
し
に

し
て
（
五
五
五
）」
と
い
う
歌
を
贈
ら
れ
て
い
る
。

　

問
題
と
し
て
い
る
歌
を
都
か
ら
離
れ
た
大
宰
府
の
文
化
の
象
徴
と
み
る
な
ら

ば
、
直
前
の
作
を
贈
っ
た
相
手
に
都
へ
の
思
い
と
と
も
に
父
と
の
関
わ
り
を
見
い

だ
し
た
家
持
が
、
か
つ
て
の
大
宰
府
を
思
い
起
こ
す
こ
と
は
心
情
的
に
は
あ
る
も

の
と
見
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
前
に
置
か
れ
た
歌
と
の
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と
は

重
要
な
こ
と
で
あ
る
も
の
の
、
丹
比
家
と
い
う
実
際
の
人
間
関
係
の
み
に
注
目
す

る
の
で
は
な
く
、
歌
の
表
現
そ
の
も
の
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
、注
目
す
べ
き
は
「
京
の
丹
比
家
に
贈
り
し
歌
」
に
あ
る
「
国

辺
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。「
国
辺
」
は
万
葉
集
中
五
例
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑱
…
家
の
あ
た
り 

我
が
立
ち
見
れ
ば 

青
旗
の 

葛
城
山
に 

た
な
び
け
る 

白
雲
隠

る 

天
さ
が
る 
鄙
の
国
辺
に 

直
向
か
ふ 

淡
路
を
過
ぎ 

粟
島
を 

背
が
ひ
に
見
つ
つ 

朝
な
ぎ
に 

水
手
の
声
呼
び 

夕
な
ぎ
に 

楫
の
音
し
つ
つ 

波
の
上
を 

い
行
き
さ
ぐ

く
み 

岩
の
間
を 
い
行
き
も
と
ほ
り
（
以
下
略
） 

四
ー
五
〇
九

⑲
…
世
の
中
の 

人
の
嘆
き
は 

相
思
は
ぬ 

君
に
あ
れ
や
も 

秋
萩
の 

散
ら
へ
る
野

辺
の 

初
尾
花 

仮
廬
に
葺
き
て 
雲
離
れ 

遠
き
国
辺
の 

露
霜
の 

寒
き
山
辺
に 

宿

り
せ
る
ら
む 

十
五
ー
三
六
九
一

⑳
…
荒
き
波 

風
に
あ
は
せ
ず 

つ
つ
み
な
く 

病
あ
ら
せ
ず 

速
け
く 

帰
し
た
ま
は

ね 

も
と
の
国
辺
に 

六
ー
一
〇
二
一  

㉑
海
原
に
霞
た
な
び
き
鶴
が
音
の
悲
し
き
夕
は
国
辺
し
思
ほ
ゆ

二
十
ー
四
三
九
九

         

　

⑱
の
歌
は
丹
比
真
人
笠
麻
呂
が
筑
紫
に
下
る
時
の
歌
で
あ
り
、
向
か
っ
て
い
る

筑
紫
を
「
鄙
の
国
辺
」
と
歌
う
。
⑲
は
遣
新
羅
使
歌
群
に
あ
り
、
壱
岐
島
で
雪
連

宅
満
が
死
去
し
た
時
に
葛
井
連
子
老
が
作
っ
た
挽
歌
で
あ
る
。
都
か
ら
遠
く
離
れ

た
地
を
「
遠
き
国
辺
」
と
し
て
悲
し
み
を
強
調
す
る
。
⑳
は
石
上
乙
麻
呂
が
罪
を

得
て
「
土
左
国
」
に
流
さ
れ
た
こ
と
を
第
三
者
が
歌
う
が
、
こ
こ
で
は
遠
く
は
な

れ
た
配
流
先
か
ら
本
来
い
る
べ
き
都
を
「
遠
き
国
辺
」
と
し
て
い
る
。
㉑
は
防
人

歌
で
あ
る
が
こ
こ
で
も
⑳
同
様
遠
く
の
場
所
か
ら
郷
里
を
思
う
言
葉
が
「
遠
き
国

辺
」
で
あ
る
。
向
か
う
先
と
今
居
る
場
所
慣
れ
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
す

べ
て
、
公
的
、
も
し
く
は
自
ら
の
意
思
で
は
な
い
移
動
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本

来
い
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
場
所
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
家
持
が
都

の
丹
比
家
に
贈
っ
た
歌
に
あ
え
て
「
越
の
国
辺
」
と
歌
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
表

現
の
共
通
理
解
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

家
持
は
都
へ
歌
を
贈
る
時
、
そ
の
歌
の
文
化
圏
の
中
で
、
官
人
と
し
て
の
存
在

を
超
え
て
、
都
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
都
人
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
都
で
親
し
く
し
て
い
た
丹
比
家
に
贈
る
歌
に
「
越
の
国
辺
」
と
あ
え
て
歌

う
の
は
実
際
の
距
離
感
で
は
な
く
、
越
中
と
都
と
の
心
理
的
な
距
離
感
で
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
父
旅
人
と
深
く
関
係
し
た
丹
比
家
に
都
と
の
距
離

感
を
訴
え
た
時
、
家
持
は
越
中
を
都
か
ら
離
れ
た
場
所
と
し
て
と
ら
え
ざ
る
を
得

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
家
持
は
大
宰
府
を
も
都
か
ら
離
れ
た
場
所
と
し

て
と
ら
え
直
し
た
に
違
い
な
い
。
都
か
ら
遠
い
場
所
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
こ
で
作

ら
れ
た
華
や
か
な
宴
、
そ
れ
を
開
催
し
た
の
は
父
旅
人
で
あ
る
。
都
で
は
な
く
遠

い
越
中
で
思
う
大
宰
府
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
梅
花
の
宴
」
は
父
の
世
界
を
引
き

継
ぎ
つ
つ
自
ら
の
歌
で
春
の
象
徴
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
左
注
に
お
け
る
家
持
の
「
興
」
は
単
に
そ
の
時
心
に
思
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
歌
の
文
化
圏
の
中
で
直
前
の
歌
と
つ
な
が
る
こ
と
で
新
た
な
歌
へ
と

導
く
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
「
筑
紫
の
大
宰
の
時
の
春
苑
の
梅
の
歌
に
追
和
せ
し
一
首
」
は
、
歌
そ
の

も
の
に
「
追
和
」
す
る
の
で
は
な
く
、
遠
く
離
れ
た
土
地
か
ら
筑
紫
で
開
催
さ
れ

た
「
梅
花
の
宴
」
そ
の
も
の
に
「
追
和
」
し
た
も
の
で
あ
り
、
家
持
の
歌
う
梅
花

の
宴
は
巻
五
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
三
十
二
首
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
家
持
に
よ
っ

て
と
ら
え
直
さ
れ
た
華
や
か
な
文
学
的
世
界
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
お
わ
り
に

　

大
宰
府
で
開
催
さ
れ
た
「
梅
花
の
宴
」
は
万
葉
集
中
他
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
盛

大
で
あ
り
、
序
文
で
「
宜
し
く
園
梅
を
賦
し
て
聊
か
に
短
詠
を
成
す
べ
し
」
と
い

う
呼
び
か
け
が
あ
る
よ
う
に
「
梅
」
の
花
を
題
材
と
し
た
様
々
な
表
現
が
な
さ
れ

て
い
る
。
父
旅
人
が
な
し
え
た
こ
の
文
化
的
な
宴
は
後
に
家
持
、
書
持
に
と
っ
て

「
追
和
」
す
る
と
形
で
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
書
持
が
父
を
意
識

し
、
宴
そ
の
も
の
に
新
た
に
加
わ
ろ
う
と
い
う
「
追
和
」
の
形
を
と
っ
た
こ
と
に

対
し
て
、
父
と
同
じ
よ
う
に
都
か
ら
の
距
離
を
意
識
し
た
家
持
の
「
追
和
」
は
宴
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そ
の
も
の
に
加
わ
る
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
家
持
に
と
っ
て
の
「
梅
花
の
宴
」
は

か
つ
て
大
宰
府
の
「
梅
花
の
宴
」
で
父
の
作
っ
た
世
界
を
背
景
と
し
た
新
し
い
世

界
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

⑴
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）

⑵ 

川
上
富
吉　
「『
贈
京
丹
比
家
歌
』
二
首
考
」『
大
妻
国
文
』
第
二
号　

昭
和

四
十
六
年
三
月

　

 

橋
本
達
雄　
「
興
の
展
開
ー
依
興
歌
二
首
の
背
景
ー
」『
大
伴
家
持
作
品
論
攷
』　

塙
書
房　

昭
和
六
十
年
十
一
月

　

青
木
生
子
「
万
葉
集
全
注
」
に
お
け
る
当
該
歌
の
「
考
」
有
斐
閣　

平
成
九
年

⑶ 

橋
本
四
郎
「
大
伴
書
持
追
和
の
梅
花
歌
」『
萬
葉
』
第
百
十
六
号　

昭
和
五
八

年
三
月

⑷ 

鉄
野
昌
弘
「
追
和
大
宰
之
時
梅
花
新
歌
を
め
ぐ
っ
て
」「
大
伴
家
持
『
歌
日
誌
』

論
考
」「
大
伴
家
持
『
歌
日
誌
』
論
考
」
塙
書
房　

平
成
一
九
年
一
月

⑸
伊
藤
博
「
萬
葉
集
釈
注
」
の
三
九
〇
一
～
五
番
歌
の
釈
文　

一
九
九
八
年
五
月

⑹
伊
藤
博
「
萬
葉
集
釈
注
」
の
一
六
八
九
番
歌
の
釈
文

⑺
「『
悲
恋
』
の
構
造
」『
別
府
大
学
紀
要
』
第
四
三
号　

二
〇
〇
一
年

⑻
佐
藤
隆
「
詩
文
を
背
景
に
持
つ
『
倭
歌
』」『
大
伴
家
持
作
品
研
究
』

　

二
〇
〇
〇
年
五
月

⑼
芳
賀
紀
雄
「
家
持
の
雪
月
梅
歌
を
詠
む
歌
」『
言
語
・
文
学
・
国
語
教
育
』

　

一
九
九
八
年

⑽
「
模
範
と
し
て
の
娘
」『
別
府
大
学
紀
要
』
第
五
六
号  

二
〇
一
五
年

⑾
澤
瀉
久
孝　

当
該
歌
の
訓
釈

⑿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
脚
注

⒀ 

吉
村
誠
氏
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
「
紀
卿
の
歌
が
『
か
く
し
こ
そ
』
と
具
体
的
表

現
を
含
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
家
持
の
追
和
歌
に
は
具
体
的
描
写
は
な
く
、

全
体
が
観
念
的
な
説
明
と
な
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
「
依
興
」
と
し
て
あ
る
よ
う

に
「
家
持
の
心
の
動
き
が
中
心
と
な
り
」「
追
和
歌
の
詠
作
の
場
が
意
識
の
中

で
『
梅
花
宴
』
と
は
異
質
の
場
で
行
わ
れ
て
い
る
事
情
」
か
ら
生
じ
て
い
る
と

さ
れ
る
。「『
追
作
』
歌
二
首
」『
大
伴
家
持
と
奈
良
朝
和
歌
』
お
う
ふ
う
平
成

十
三
年
九
月

⒁
鉄
野
昌
弘
「
巻
十
九
巻
末
三
首
を
め
ぐ
っ
て
」
出
典
は
注
⑷
に
同
じ
。

⒂ 

家
持
は
巻
二
十
ー
四
二
一
三
の
左
注
で
も
「
右
の
一
首
、
京
の
丹
比
の
家
に
贈

る
」
と
し
て
い
る
。

⒃
注
⑵
に
同
じ
。

⒄ 

注
⑵
に
同
じ
。
青
木
氏
は
書
持
の
「
大
宰
の
時
の
梅
花
に
追
和
す
る
新
し
き
歌

六
首
」
に
対
し
て
も
「『
興
』
を
催
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。

歌
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』
に
よ
る


