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編
集
部
か
ら
「
万
葉
集
の
『
酒
』」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
指
示
が

あ
っ
た
の
で
、
万
葉
集
の
「
酒
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　

万
葉
集
の
研
究
の
歴
史
は
平
安
時
代
、梨
壷
の
五
人
が
選
ば
れ
、

万
葉
集
の
訓
み
の
研
究
が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
中
世
の

仙
覚
に
よ
る
注
釈
を
経
て
江
戸
時
代
の
国
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
飛

躍
的
に
進
展
し
た
。
そ
の
後
、
近
代
に
は
い
り
、
国
学
者
た
ち
の

実
証
主
義
に
加
え
て
西
洋
の
研
究
法
の
移
入
に
よ
っ
て
更
に
深
化

し
た
。ア
ラ
ラ
ギ
派
を
中
心
と
す
る
歌
人
た
ち
の
万
葉
集
の
読
解
、

民
俗
学
的
研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
漢
籍
を
中
心
と
す
る
比
較

研
究
な
ど
に
加
え
て
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
愛
好
者
、
研
究
者
の
多
さ

が
万
葉
集
の
読
解
、
評
価
を
多
様
に
し
て
い
る
の
が
現
状
で
、
従

っ
て
万
葉
集
の
酒
に
つ
い
て
の
研
究
も
多
様
で
あ
る
。

　

万
葉
集
の
酒
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
に
み
る
酒
の
文
化
―
酒
・

鳥
獣
・
魚
介
―
』（
一
市
英
治
、
裳
華
房
、
一
九
九
三
年
九
月
）
と

い
う
本
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
酒
に
関
す
る
論
、
特
に
讃
酒
歌
に

つ
い
て
の
論
は
多
い
。
今
、
時
間
的
な
余
裕
が
な
く
、
そ
れ
ら
先

行
の
論
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
不
備
な
点
も
多
い
が
、
以
下
、
万

葉
集
の
酒
の
あ
り
様
、
酒
と
万
葉
歌
の
形
成
の
関
わ
り
な
ど
に
つ

い
て
概
観
し
て
み
た
い
。

�　
「
酒
」
に
は
、�
濁�
り
酒
と
い
わ
れ
る
濁
っ
た
酒
と�
清
酒�
と
い
わ
れ

に
ご 

す
み
さ
け

る
糟
を
し
ぼ
っ
た
透
き
通
っ
た
酒
が
あ
る
。
ま
た
「�
黒
酒�
」「�
白�

く
ろ
き 

し
ろ

�
酒�
」
と
い
う
の
は
、
く
さ
ぎ
の
灰
あ
る
い
は
黒
麹
を
入
れ
た
黒
い

き

�
�
�
��
�
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�
�
�
�
�
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酒
と
そ
う
で
な
い
酒
の
こ
と
で
、
儀
式
専
用
の
酒
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
酒
の
製
法
は
、

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

か

し
に
し
て
（
四
・
五
五
五
）

�
味
飯�
を
水
に�
醸�
み�
成�
し
我
が
待
ち
し�
代�
は
さ
ね
さ
し�
直�
に

う
ま
い
ひ 

か 

な 

か
ひ 

た
だ

し
あ
ら
ね
ば
（
十
六
・
三
八
一
〇
）

と
あ
る
よ
う
に
、古
く
は
蒸
し
米
を
噛
ん
で
発
酵
さ
せ
て
造
っ
た
。

こ
の
表
現
は
古
事
記
な
ど
に
も
見
え
る
。

こ
の
御
酒
を　�
醸�
み
け
む
人
は　

そ
の�
鼓�　�
臼�
に
立
て

か 

つ
づ
み 

う
す

て　

歌
ひ
つ
つ　�
醸�
み
け
れ
か
も　

舞
ひ
つ
つ　�
醸�
み
け
れ

か 

か

か
も　

こ
の
御
酒
の　

御
酒
の　

あ
や
に�
甚
楽�
し　

さ
さ

う
た
だ
の

（
記
四
〇
）

此
は
、
酒
楽
の
歌
ぞ
。

又
、
吉
野
の
白
檮
の
上
に
、
横
臼
を
作
り
て　

醸
み
し
大
御
酒

を
醸
み
て
、
…
…

�
白
檮�
の�
生�
に　�
横
臼�
を
作
り　

横
臼
に　�
醸�
み
し

か

し
 

ふ 

よ
く
す 

か

�
大
御
酒�　�
美
味�
ら
に　�
聞�
し
も
ち�
飲�
せ　

ま
ろ
が
父

お

ほ

み

き
 

う

ま
 

き
こ 

を

（
記
四
八
）

故
、
是
の
須
々
許
理
、　

大
御
酒
を
醸
み
て
献
り
き
。
…
…　

�
須
々
許
理�
が　�
醸�
み
し�
御
酒�
に　

我�
酔�
ひ
に
け
り　�
事
無�

す

す

こ

り
 

か 

み

き
 

ゑ 

こ
と
な

�
酒�　�
笑
酒�
に　

我
酔
ひ
に
け
り
（
記
四
九
）

ぐ
し 

ゑ
ぐ
し

　

た
だ
、
奈
良
時
代
に
は
麹
を
用
い
て
の
酒
造
り
が
主
に
な
っ
て

き
、
蒸
し
米
を
噛
ん
で
の
酒
造
り
は
次
第
に
す
た
れ
て
い
っ
た
。

　

万
葉
集
に
は
歌
中
や
題
詞
や
左
注
な
ど
に
「
酒
」
が
あ
ら
わ
れ
、

酒
を
飲
む
こ
と
を
歌
い
上
げ
る
も
の
が
多
い
。
中
に
、「
酒
を
造
る

歌
」（
十
七
・
四
〇
三
一
）、「
造
酒
司
令
史
田
辺
福
麻
呂
」（
十
八
・

四
〇
三
二
）、「
熊
来
酒
屋
―
酒
屋
の
こ
と
―
」（
十
六
・
三
八
七

九
）
と
い
っ
た
飲
酒
以
外
の
も
の
、
釈
・
慈
の
教
え
の
一
つ
と
し

て
「
不
飲
酒
」（
俗
道
の
仮
合
即
離
し
、
去
り
易
く
留
め
難
き
こ
と

を
悲
し
び
嘆
く
詩
）
と
い
う
語
も
み
え
る
。

　

酒
と
い
う
語
が
枕
詞
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
も
あ
る
。「
味

酒
」
は
「
神
酒
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
。「
味
酒
」
は
お
い
し
い

酒
の
意
で
、「
神
酒
」
は
古
く
「
み
わ
」
と
い
わ
れ
、
神
に
捧
げ
る

酒
の
こ
と
で
あ
る
。「
味
酒
み
わ
」
は
、
美
味
し
い
神
に
捧
げ
る
酒

の
謂
で
あ
る
。「
味
酒
」
が
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、「
み

わ
」
と
同
音
の
「
三
輪
山
」
に
か
か
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。

額
田
王
、
近
江
国
に
下
る
時
に
作
る
歌
、
井
戸
王
の
即

ち
和
ふ
る
歌

�
味
酒�
う
ま
さ
け　�

三
輪�
の
山　

あ
を
に
よ
し　

奈
良
の
山
の　

山
の

み

わ

ま
に　

い
隠
る
ま
で　

道
の�
隅�　
い
積
も
る
ま
で
に
…

く
ま

����



（
一
・
一
七
）

は
天
智
六
年
三
月
十
九
日
、
近
江
遷
都
に
あ
た
っ
て
天
智
天
皇
に

随
行
し
た
額
田
王
が
そ
の
途
上
、
国
魂
の
宿
る
神
山
で
あ
る
三
輪

山
へ
の
惜
別
を
歌
い
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
三
輪
山
は
崇
神
天
皇

代
、
そ
の
祭
祀
権
を
天
皇
家
の
も
の
と
し
て
の
位
置
を
得
、
国
魂

の
宿
る
神
山
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
和
朝
廷
に

と
っ
て
は
特
別
の
山
で
あ
っ
た
。
他
に「
味
酒
三
輪
の
社
の
」（
八
・

一
五
一
七
）
が
あ
る
。「
味
酒
の
三
輪
の
山
に
」（
十
一
・
二
五
一

二
）、「
味
酒
を
三
輪
の
祝
が
」（
四
・
七
一
二
）
と
い
う
例
も
あ
る

が
、「
を
」「
の
」
を
付
し
五
音
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
と
も
と

「
味
酒
」
と
四
音
で
あ
っ
た
も
の
が
、
日
本
の
歌
が
五
七
の
定
型
に

向
か
う
中
で
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
味
酒
三
輪
」
の

よ
し
み
で
後
年
三
輪
山
は
酒
の
神
の
宿
る
山
と
し
て
崇
め
ら
れ
、

今
で
は
日
本
各
地
の
酒
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。「
味
酒
三
室
の
山

は
」（
七
・
一
〇
九
四
）、「
味
酒
を　

神
奈
備
山
の
」（
十
三
・
三

二
六
六
）
は
「
三
輪
山
」
で
な
く
「
三
室
の
山
」「
神
奈
備
山
」
に

か
か
る
も
の
で
あ
る
。「
三
室
の
山
」「
神
奈
備
山
」
は
神
の
い
つ

く
山
で
、
三
輪
山
の
別
称
と
も
い
わ
れ
る
。

　

ま
た
、「
琴
酒
を　

押
垂
小
野
ゆ
」（
十
六
・
三
八
七
五
）
の

「
琴
酒
を
」
も
「
押
垂
小
野
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
が
、
そ
の
か

か
り
方
は
不
明
で
あ
る
。

�　

酒
は
天
皇
が
功
労
、
祝
事
に
あ
た
っ
て
下
賜
し
た
り
、�
肆

宴
�

と
よ
の
あ
か
り

で
ふ
る
ま
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
肆
宴
と
は
豊
の
明
か
り
の
こ

と
で
、
宴
で
は
当
時
と
し
て
は
貴
重
な
明
か
り
（
松
明
や
動
物
の

油
を
燃
し
た
も
の
。
天
智
天
皇
時
代
に
は
水
の
油
―
石
油
―
も
出

て
い
る
）
を
豊
か
に
と
も
し
て
行
う
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。

○　
　
　
　

天
皇
、
酒
を
節
度
使
の
卿
等
に
賜
ふ
御
歌
一
首　

并

せ
て
短
歌

…�
天
皇
朕�　�
珍�
の
み
手
も
ち　

か
き�
撫�
で
そ　

ね
ぎ
た
ま

す
め
ら
わ
れ 

う
ず 

な

ふ　

う
ち
撫
で
そ　

ね
ぎ
た
ま
ふ　

帰
り
来
む
日
に　

相
飲

ま
む
酒
そ　

こ
の�
豊�とよ�
御
酒�
は
（
六
・
九
七
三
）

み

き

○　
　
　
　

従
四
位
上
高
麗
朝
臣
福
信
に�
勅�
し
て�
難
波�
に�
遣�
は

み
こ
と
の
り 

な
に
は 

つ
か

し
、�
酒�しゅ�
肴�
を
入
唐
使
味
藁
朝
臣
清
河
等
ら
に
賜
ふ
御

が
う

歌
一
首　

并
せ
て
短
歌

…�
平�
け
く　

は
や
渡
り
来
て　�
返�
り�
言�　
奏
さ
む
日

た
ひ
ら 

か
へ 

ご
と

に　

相
飲
ま
む
酒
そ　

こ
の
豊
御
酒
は
（
十
九
・
四
二
六
四
）

右
、
勅
使
を
発
遣
し
并
せ
て
酒
を
賜
ふ
。
…

�������������������



○　

右
、
冬
十
一
月
九
日
に
、
従
三
位�
城
王
・
従
四
位
佐
為
王

等
、
皇
族
の
高
名
を�
辞�
り
、�
外
家�
の
橘
の
姓
を
賜
は
る
こ
と

さ 

ぐ
わ
い
か

�
已�
に�
訖�
は
り
ぬ
。
こ
こ
に
、�
太
上
天
皇�・�
天

皇�・�
皇
后�、

す
で 

を 

お
ほ
き
す
め
ら
み
こ
と 

す
め
ら
み
こ
と 

お
ほ
き
さ
き

共
に
皇
后
の
宮
に�
在�
し
て
、�
肆

宴�を
な
し
、
即
ち
橘
を�
賀�

ま 

と
よ
の
あ
か
り 

ほ

く
歌
を�
製�
ら
し
、�
并�
せ
て

つ
く 

あ
は

�
御
酒�
み

き

を�
宿
祢
等�
に
賜
ふ
。
…

す
く
ね
た
ち（

六
・
一
〇
〇
九
）

○　
　
　
　

河
内
女
王
の
歌
一
首

橘
の�
下��
照�
る
庭
に�
殿�
建
て
て
酒
み
づ
き
い
ま
す
我
が�
大
君�
か

し
た 
て 

と
の 

お
ほ
き
み

も
（
十
八
・
四
〇
五
九
）

右
の
件
の
歌
は
、
左
大
臣
橘
卿
の
宅
に
在
り
て
肆

宴
す
る
と
き
の
御
歌
、
并
せ
て
奏
歌
な
り
。

○　

天
平
十
八
年
正
月
、
白
雪
多
く�
零�
り
、
地
に
積
む
こ
と
数
寸

ふ

な
り
。
こ
こ
に
左
大
臣�
橘

卿
�、大
納
言
藤
原�
豊
成��朝
臣�
ま

た
ち
ば
な
き
や
う 

と
よ
な
り 
あ
そ
み

た
諸
王
諸
臣
た
ち
を�
率�
て
、
大
上
天
皇
の
御
在
所　

中
宮
の

ゐ

西
院　

に�
参
入�
り
、�
仕�
へ�
奉�
り
て
雪
を�
掃�
く
。
こ
こ
に�
詔�

ま

ゐ
 

つ
か 

ま
つ 

は 

み
こ
と
の
り

を�
降�
し
、
大
臣
参
議
并
せ
て
諸
王
ら
は
、
大
殿
の
上
に�
侍�
は

く
だ 

さ
も
ら

し
め
た
ま
ふ
。
而
し
て
則
ち
酒
を
賜
ひ
肆
宴
し
た
ま
ふ
。
…

（
十
七
・
三
九
二
二
〜
三
九
二
六
）

○　
　
　
　�
京�
に
向
か
ふ
路
の�
上�
に
し
て
、
興
に
依
り
て�
預�
め
作

み
や
こ 

ほ
と
り 

あ
ら
か
じ

る
侍
宴
応
詔
の
歌
一
首　

并
せ
て
短
歌

…
や
す
み
し
し　

我
が
大
君　

秋
の
花　

し
が
色
色
に　

見

し
た
ま
ひ　

明
ら
め
た
ま
ひ　

酒
み
づ
き　

栄
ゆ
る
今
日

の　

あ
ゆ
に
貴
さ
（
十
九
・
四
二
五
四
）

○　
　
　
　

二
十
五
日
、�
新
嘗
会�の
肆
宴
に
し
て
詔
に
応
ふ
る
歌

に
ひ
な
め
ま
つ
り

六
首

天
地
と
久
し
き
ま
で
に�
万
代�
に
仕
へ
奉
ら
む

よ
ろ
づ
よ

�
黒
酒��
白
酒�
を

く
ろ
き し
ろ
き

（
十
九
・
四
二
七
五
）

　

九
七
三
歌
は
節
度
使
に
、
四
二
六
四
歌
は
入
唐
使
に
、
聖
武
天

皇
が
酒
を
賜
い
、
こ
の
酒
は
任
が
終
わ
り
帰
っ
た
時
に
一
緒
に
飲

も
う
と
天
皇
な
い
し
は
勅
使
が
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
相
飲
ま
む

酒
そ　

こ
の
豊
御
酒
は
」
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
場
合
の
定
形

の
表
現
で
あ
っ
た
。
一
〇
〇
九
歌
は
天
平
八
年
十
一
月
九
日�
城

王
が
橘
の
姓
を
賜
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
賀
歌
と
御
酒
を
賜
っ
て

い
る
。
橘
の
姓
は�
城
王
等
の
母
方
の
姓
で
、
母
は
当
時
の
皇
后

（
光
明
皇
后
）
の
母
で
後
宮
内
に
隠
然
た
る
勢
力
を
維
持
し
て
い

た
。四
〇
五
九
歌
は
右
の
よ
う
な
事
情
に
あ
っ
た
橘
の
宅
に
天
皇
、

女
王
ら
が
集
っ
た
時
の
歌
で
あ
ろ
う
。
三
九
二
二（
〜
三
九
二
六
）

歌
は
天
平
十
八
年
正
月
、
白
雪
が
数
寸
積
も
っ
た
こ
と
を
喜
び
、

太
上
天
皇
の
御
在
所
で
肆
宴
が
催
さ
れ
た
時
、
太
上
天
皇
が
こ
の

雪
を
題
と
し
て
歌
を
作
る
よ
う
に
と
の
詔
に
応
え
た
左
大
臣
橘
宿

����



祢
（
一
〇
〇
九
歌
の�
城
王
）
の
歌
で
あ
る
。
こ
う
し
た
雪
を
愛

で
る
と
い
っ
た
風
雅
な
肆
宴
の
み
な
ら
ず
、�
宴�（「
う
た
げ
」は「
打

う
た
げ

ち
上
げ
」
の
約
っ
た
も
の
で
、
酒
を
飲
み
歌
を
歌
い
手
を
打
ち
上

げ
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
）
で
は
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
歌
や
漢

詩
が
詔
に
応
じ
て
作
ら
れ
た
。
四
二
五
四
歌
は
大
伴
家
持
が
越
中

守
の
任
を
終
え
京
に
向
か
う
路
上
、
侍
宴
応
詔
歌
を
あ
ら
か
じ
め

作
っ
た
も
の
で
、
人
々
は
酒
宴
で
の
歌
を
予
め
作
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
四
二
七
五
歌
は
天
皇
か
ら
の
酒
で
は
な
く
、
新
嘗
会

の
肆
宴
で
文
屋
智
努
真
人
が
新
嘗
の
儀
式
の
酒
を
遠
い
未
来
ま
で

奉
納
し
よ
う
と
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

�　　

酒
は
宮
中
に
お
け
る
肆
宴
の
み
な
ら
ず
、
公
館
で
の
宴
や
個
人

が
催
す
宴
で
も
ふ
る
ま
わ
れ
た
。
万
葉
集
中
の
そ
う
し
た
宴
の
代

表
的
な
も
の
と
し
て
、
大
伴
旅
人
が
帥
と
し
て
赴
い
た
太
宰
府
公

館
で
の
宴
と
旅
人
の
長
男
大
伴
家
持
が
守
と
し
て
赴
い
た
越
中
守

公
館
で
の
宴
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
場
所
、
時
代
、

構
成
人
物
は
異
な
る
が
、
前
者
な
く
し
て
後
者
は
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
ほ
ど
の
関
わ
り
を
持
つ
。

　

神
亀
四
年
（
七
二
七
）
頃
、
旅
人
は
「
西
海
道
（
九
州
）
の
内

政
総
監
の
府
で
あ
り
、
ま
た
大
陸
と
の
折
衝
の
門
戸
」（
新
編
全
集

万
葉
集
）
で
あ
っ
た
太
宰
府
へ
長
官
と
し
て
赴
任
す
る
。
六
三
才

の
こ
と
で
あ
る
が
、
旅
人
の
太
宰
帥
任
命
は
養
老
四
年
（
七
二
〇
）

征
隼
人
持
節
大
将
軍
と
し
て
の
功
績
に
よ
っ
て
の
栄
転
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
十
二
月
、
大
納
言
と
な
っ

て
帰
京
す
る
ま
で
の
約
四
年
間
、
旅
人
は
太
宰
帥
の
任
に
あ
た
っ

た
。
そ
の
任
務
中
、
も
っ
と
も
大
規
模
に
華
や
か
に
繰
り
広
げ
ら

れ
た
の
が
天
平
二
年
正
月
十
三
日
の
梅
花
の
宴
で
あ
る
。

梅
花
の
歌
三
十
二
首　

并
せ
て
序

天
平
二
年
正
月
十
三
日
に
、�
帥

老�の�
宅�
に�
萃�
ま
り
て
、
宴

そ
ち
の
お
き
な 

い
へ 

あ
つ

会
を�
申�
ぶ
。
時
に
、
初
春
の�
令
月�
に
し
て
、
気�
淑�
く
風�
和�
ぐ
。

の 

れ
い
げ
つ 

よ 

や
は
ら

梅
は
鏡
前
の
粉
を�
披�
き
、
蘭
は�
珮
後�
の
香
を�
薫�
ら
す
。

ひ
ら 

ば
い
ご 

か
を

�
加

以

�、
�
曙�
の�
嶺�
に
雲
移
り
、
松
は�
羅�
を
掛
け
て

し
か
の
み
に
あ
ら
ず 

あ
さ
け 

み
ね 

う
す
も
の

�
蓋�
を

き
ぬ
が
さ

�
傾�
く
。�
夕�
の�
岫�
に
霧
結
び
、鳥
は��
�
に
封
ぢ
ら
れ
て
林
に
迷

か
た
ぶ 

ゆ
ふ
へ 

み
ね 

う
す
も
の

ふ
。
庭
に
新
蝶
舞
ひ
、
空
に�
故
雁�
帰
る
。
こ
こ
に
天
を�
蓋�
に

こ
が
ん 

き
ぬ
が
さ

し�
地�
を�
坐�
に
し
、
膝
を�
促�
け�
觴�
を
飛
ば
す
。
言
を
一
室
の�
裏�

つ
ち 

し
き
ゐ 

ち
か
づ 
さ
か
づ
き 

う
ち

に
忘
れ
、�
衿�
を�
煙
霞�
の
外
に
聞
く
。�
淡
然�
に�
自�
ら�
放�
し
、

こ
ろ
も
の
く
び 

え
ん
か 

た
ん
ぜ
ん 

み
づ
か 

ゆ
る

�
快
然�
に
自
ら
足
り
ぬ
。
も
し�
翰
苑�
に
あ
ら
ず
は
、
何
を
以
て

く
わ
い
ぜ
ん 

か
ん
ゑ
ん

か
情
を���
べ
む
。
詩
に�
落
梅�
の
篇
を�
紀�
す
、
古
と
今
と�
夫�
れ

の 

ら
く
ば
い 

し
る 

そ

�������������������



何
か
異
な
ら
む
。
宜
し
く
園
の
梅
を�
賦�
し
て
、�
聊�
か
に�
短
詠�

ふ 

い
さ
さ 

た
ん
え
い

を
成
す
べ
し
。（
五
・
八
一
五
〜
八
四
六
）

　

鏡
前
の�
白
粉�
の
よ
う
な
白
梅
の
も
と
、
天
を
屋
根
に
し
地
を
席

お
し
ろ
い

に
し
、
膝
を
近
づ
け
酒
杯
を
か
わ
す
梅
花
の
宴
に
は
、
大
弐
紀
卿
、

少
弐
小
野
大
夫
ら
太
宰
府
官
人
を
は
じ
め
、
筑
前
守
山
上
憶
良
、

筑
前
介
佐
氏
子
首
、
豊
後
守
大
伴
大
夫
、
壱
岐
守
板
氏
安
麻
呂
、

大
隈
目
榎
氏
鉢
麻
呂
ら
九
州
各
地
の
役
人
ら
が
集
い
梅
を
愛
で
酒

に
酔
い
歌
詠
を
な
し
た
。
万
葉
集
に
は
三
十
二
人
の
歌
が
収
録
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
他
に�
遊
行
女
婦�
と
い
わ
れ
る
女
性
た
ち
も
侍

う

か

れ

め

り
賑
や
か
さ
、華
や
か
さ
を
添
え
た
だ
ろ
う
。
三
十
二
首
の
歌
は
、

�
正
月�
立
ち
春
の�
来�
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を�
招�
き
つ
つ
楽
し
く

む
つ
き 

き
た 

を

終
へ
め　

大
弐
紀
卿
（
五
・
八
一
五
）

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　

主
人
（
四
・
八
二
二
）

と
い
っ
た
歌
が
多
く
酒
を
詠
じ
た
も
の
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　

笠
沙
弥
（
五
・
八
二
一
）

年
の
は
に
春
の
来
た
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
か
ざ
し
て
楽
し

く
飲
ま
め　

大
令
史
野
史
宿
奈
麻
呂
（
五
・
八
三
三
）

青
柳�
縵�
に
折
り
し
梅
の
花
誰
か
浮
か
べ
し

か
づ
ら

�
酒
坏�
の
上
に　

壱

さ
か
づ
き

岐
目
村
氏
彼
方
（
五
・
八
四
〇
）

く
ら
い
で
あ
る
が
、「
大
陸
と
の
折
衝
の
門
戸
」
で
あ
る
太
宰
府
で

舶
来
の
梅
花
を
愛
で
る
宴
は
、さ
な
が
ら
絵
巻
物
の
よ
う
で
あ
る
。

が
、
実
際
に
は
こ
う
し
た
大
規
模
な
宴
は
開
か
れ
ず
、
出
席
し
て

い
た
の
は
ご
く
一
部
で
、
誰
か
が
後
に
他
の
人
の
作
も
取
り
入
れ

ま
と
め
た
と
す
る
考
え
も
出
さ
れ
て
い
る
。

　
「
梅
花
の
歌
三
十
二
首
」
に
「
後
に
追
和
す
る
梅
の
歌
四
首
」
が

あ
り
、
そ
の
中
に
、

梅
の
花
夢
に
語
ら
く
み
や
び
た
る
花
と
我
思
ふ
酒
に
浮
か
べ

こ
そ

一
に
云
ふ
「
い
た
づ
ら
に
我
を
散
ら
す
な
酒
に
浮
か
べ

こ
そ
」（
五
・
八
五
二
）

が
あ
る
。

　

旅
人
は
都
の
知
人
に
地
酒
を
贈
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、

丹
生
女
王
、
太
宰
帥
大
伴
卿
に
贈
る
歌
二
首

�
古
人�
の�
飲�
へ
し
め
た
る
吉
備
の
酒
病
ま
ば
す
べ
な
し�
貫
簣�

ふ
る
ひ
と 

た
ま 

ぬ
き
す

�
賜�
ら
む
（
四
・
五
五
四
）

た
ば

と
、
丹
生
女
王
か
ら
の
返
礼
歌
が
届
い
て
い
る
。
こ
の
歌
は
贈
っ

て
く
れ
た
地
酒
に
あ
た
っ
て
吐
逆
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
戯
れ
て

詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。

����



　

天
平
二
年
十
二
月
、
旅
人
の
帰
京
に
あ
た
っ
て
送
別
の
宴
が
開

か
れ
る
。「
書
殿
に
し
て
餞
酒
す
る
日
の
倭
歌
四
首
」（
五
・
八
七

六
〜
八
七
九
）と
い
う
、山
上
憶
良
の
作
が
あ
る
。こ
の
場
合
の「
書

殿
」
と
い
う
の
は
書
籍
類
を
収
蔵
す
る
書
庫
を
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
一
室
で
送
別
の
宴
が
開
か
れ
た
と
い
う
の
は
、
多
勢
の

参
加
で
な
く
旅
人
と
憶
良
の
二
人
の
送
別
の
宴
で
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。

　

旅
人
に
同
行
し
太
宰
府
に
来
た
妻
大
伴
郎
女
は
赴
任
早
々
没

し
、
旅
人
は
世
の
中
の
空
し
さ
を
知
る
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
の
一

つ
と
な
っ
て
、
既
に
筑
前
守
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
憶
良
と
旅
人

と
の
交
遊
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
大
納
言
と
な
っ
て
帰
京

す
る
旅
人
を
、
旅
人
よ
り
高
齢
な
憶
良
は
羨
望
と
寂
寥
の
念
で
送

る
。
旅
人
の
長
男
家
持
は
神
亀
末
頃
、
太
宰
府
に
下
向
し
て
い
る

が
、家
持
が
太
宰
府
に
滞
在
し
た
の
は
十
才
前
後
の
こ
と
で
あ
る
。

大
伴
家
の
嫡
子
で
あ
る
家
持
は
早
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
を
受

け
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、旅
人
と
憶
良
の
交
遊
を
充
分
理
解
し
、

心
に
刻
み
込
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
に
越
中
守
と
し
て
越
中
に

赴
任
し
た
家
持
は
、
旅
人
の
太
宰
府
の
宴
、
旅
人
と
憶
良
の
交
遊

を
追
体
験
す
る
か
た
ち
で
自
ら
の
地
方
役
人
生
活
を
送
る
。

�　

家
持
が
越
中
国
に
赴
任
し
た
の
は
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
六

月
、
二
九
才
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
七

月
少
納
言
と
な
る
ま
で
、
奈
良
の
都
と
は
風
土
の
異
な
る
越
中
国

で
過
ご
す（
任
務
の
た
め
、途
中
都
に
戻
っ
た
こ
と
は
あ
る
が
）。越

中
国
に
は
掾
と
し
て
既
に
大
伴
池
主
が
赴
任
し
て
い
た
。
池
主
は

さ
っ
そ
く
歓
迎
の
宴
を
開
き
、
そ
れ
を
機
に
二
人
の
歌
友
と
し
て

の
交
遊
が
は
じ
ま
る
。
二
人
の
交
遊
は
家
持
が
少
年
の
日
、
太
宰

府
で
目
の
当
た
り
に
し
た
父
と
憶
良
の
交
遊
を
た
ど
っ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
も
な
く
池
主
が
大
帳
使
と
な
っ
て
都
に
赴
き
越
中
に
戻

っ
た
時
、
再
会
を
喜
び
詩
酒
の
宴
を
設
け
る
。

右
、
天
平
十
八
年
八
月
を�
以�
て
、�
掾�
大
伴
宿
祢
池
主
、
大
帳

も
ち 

じ
ょ
う

使
に
付
し
て
京
師
に
赴
き
向
か
ふ
。
而
し
て
同
じ
年
十
二
月

本
任
に
還
り
到
り
ぬ
。
よ
り
て
詩
酒
の
宴
を�
設�
け
、
弾
糸
飲

ま

楽
す
。
こ
の
日
、
白
雪
忽
ち
に
降
り
、�
地�
に
積
む
こ
と
尺
余

つ
ち

な
り
。
こ
の
時
に
ま
た
漁
夫
の
船
海
に
入
り�
瀾�
に
浮
け
り
。

な
み

こ
こ
に
守
大
伴
宿
祢
家
持
、
情
を
二
つ
の
眺
め
に
寄
せ
、
聊

か
に
所
心
を�
裁�
る
。（
十
七
・
三
九
六
一
）

つ
く

�������������������



　

二
人
の
交
遊
の
中
に
現
れ
る
酒
と
し
て
は
他
に
、

七
言
晩
春
三
日
遊
覧
一
首　

并
せ
て
序

�
上
巳�
の
名
辰
は
、
暮
春
の
麗
景
な
り
。
桃
花�
瞼�
を
照
ら
し

じ
や
う
し 

ま
な
ぶ
た

て
紅
を�
分�
ち
、柳
色
苔
を�
含�
み
て
縁
を�
競�
ふ
。こ
こ
に
手
を�
携�

わ
か 

ふ
ふ 

き
ほ 

た
づ
さ

へ
、
江
河
の
畔
を�
曠�
か
に
望
み
、
酒
を�
訪�
ひ
、
野
客
の
家
に

は
る 

と
ぶ
ら

��
�
く�
過�
る
。
既
に
し
て
、�
琴����
性
を
得
、�
蘭
契�光
を�
和�
げ
た

と
ほ 

よ
き 

き
ん 
そ
ん 

ら
ん
け
い 

や
は
ら

り
。
…
（
巻
十
七
）

が
あ
る
が
、
当
時
も
米
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
越
中
国
の
酒
は
、
華
や

か
な
都
か
ら
離
れ
越
中
の
国
で
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
人

に
と
っ
て
、
交
遊
を
深
め
無
聊
を
慰
め
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
。

　

越
中
の
長
と
し
て
家
持
は
任
務
上
、
人
を
も
て
な
す
宴
を
開
き

酒
を
ふ
る
ま
う
。

○　

右
、
先
の
国
師
の
従
僧
清
見
と
い
ふ
も
の
、
京
師
に
入
る
べ

く
、
困
り
て
飲
饌
を�
設�
け
饗
宴
す
。
こ
こ
に
主
人
大
伴
宿
祢

ま

家
持
、
こ
の
歌
詞
を
作
り
、
酒
を
清
見
に
送
る
。

（
十
八
・
四
〇
七
〇
）

○　

天
平
感
宝
元
年
五
月
五
日
に
、
東
大
寺
の�
占
懇
地
使�
の
僧
平

せ
ん
こ
ん
ぢ
し

栄
等
を�
饗�
す
。
こ
こ
に
守
大
伴
宿
祢
家
持
、
酒
を
僧
に
送
る

あ
へ

一
首
（
十
八
・
四
〇
八
五
）

○　

国
の
掾
久
米
朝
臣
広
縄
、
天
平
二
十
年
を
以
て
朝
集
使
に
付

き
て
京
に
入
る
。
そ
の
事�
畢�
り
て
、
天
平
感
宝
閏
元
年
五
月

を
は

二
十
七
日
に
本
任
に
還
り
到
る
。
よ
り
て
長
官
の
館
に
詩
酒

の
宴
を
設
け
楽
飲
す
。

こ
こ
に
主
人
守
大
伴
宿
祢
家
持
の
作
る
歌
一
首　

并

せ
て
短
歌

…
ほ
と
と
ぎ
す　

来
鳴
く
五
月
の　

あ
や
め
草　�
蓬�
か
づ
ら

よ
も
ぎ

き　

酒
み
づ
き　

遊
び�
和�
ぐ
れ
ど　�
射
水�
川　�
雪��
消
溢�
り
て

な 

い
み
づ 

ゆ
き 
げ
は
ふ

…
（
十
八
・
四
一
一
六
）

○　

…�
僕�
嘱
羅
を
作
り
、�
且�
使
者
を
悩
ま
す
。�
夫�
、
水
を
乞
ひ

わ
れ 

か
つ
が
つ 

そ
れ

て
酒
を
得
る
は
、
従
来
能
き
口
な
り
。
論
時
理
に
合
は
ば
、

何
せ
む
に
強
吏
と�
題�
さ
む
や
。�
尋�
ぎ
て
針
袋
の
詠
を
誦
す
る

し
る 

つ

に
、
詞
泉
酌
め
ど
も�
渇�
き
ず
、
膝
を�
抱�
き
独
り�
咲�
み
、�
能�
く

つ 

む
だ 

ゑ 

よ

旅
愁
を���
く
。
陶
然
に
日
を�
遣�
れ
ば
、
何
を
か�
慮�
ら
む
何
を

の
ぞ 

お
く 

は
か

か
思
は
む
。
…
（
巻
十
八
）

○　
　
　
　

攀
ぢ
折
れ
る
保
宝
葉
を
見
る
歌
二
首

�
皇
神
祖�
の�
遠
御
代
御
代�
は
い
敷
き
折
り

す

め

ろ

き
 

と

ほ

み

よ

み

よ

�
酒�
飲
み
き
と
い
ふ
そ

き

こ
の
ほ
ほ
が
し
は
（
十
九
・
四
二
〇
五
）

　

ま
た
、
越
中
国
府
の
役
人
同
志
の
親
し
い
酒
宴
も
し
ば
し
ば
催

さ
れ
る
。

����



○　

こ
こ
に�
諸
人�
酒�
酣�
に
夜
深
け�
鶏�
鳴
く
。
こ
れ
に
よ
り
て

も
ろ
ひ
と 

た
け
な
は 

に
は
つ
と
り

�
主
人�
内
蔵
伊
美
吉
縄
麻
呂
の
作
る
歌
一
首

あ
ろ
じ

（
十
九
・
四
二
三
三
）

　

天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
七
月
、
家
持
は
少
納
言
に
任
じ
ら

れ
る
。
家
持
送
別
の
宴
が
開
か
れ
人
々
は
酒
を
酌
み
交
わ
す
。
帰

京
の
途
上
で
ま
で
送
別
の
宴
が
用
意
さ
れ
る
。

○　

五
日
平
旦
に
道
に�
上�
る
。
よ
り
て
国
司
の
次
官
己
下
の
諸
僚

の
ぼ

皆
共
に�
視��
送�
る
。
こ
こ
に�
射
水
郡�
の
大
領
安
努
君
広
島
が
門

み 
お
く 

い
み
づ
の
こ
ほ
り

前
の
林
中
に�
預�
め�
餞
饌�
の
宴
を�
設�
け
た
り
。
こ
こ
に
大
帳
使

あ
ら
か
じ 

せ
ん
せ
ん 

ま

大
伴
宿
祢
家
持
、
内
蔵
伊
美
吉
縄
麻
呂
の�
盞�
を
捧
ぐ
る
歌
に

さ
か
づ
き

和
ふ
る
一
首
（
十
九
・
四
二
五
一
）

　

都
で
は
藤
原
氏
が
次
第
に
勢
力
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
。

遠
く
越
中
国
に
い
て
、
家
持
は
中
央
の
政
界
に
身
を
お
く
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
歯
痒
く
思
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
家
持
の
越
中
国
住
ま
い
に
は
鬱
々
た
る
も
の
が
あ
る
。
が

一
方
、
越
中
国
住
ま
い
は
か
つ
て
父
旅
人
が
太
宰
府
で
過
ご
し
た

風
雅
な
生
活
を
追
体
験
す
る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
っ
た
。
筑
紫
歌

壇
が
花
開
い
た
よ
う
に
越
中
歌
壇
も
花
開
い
た
の
で
あ
る
。
酒
は

そ
れ
を
支
え
た
一
つ
の
要
素
で
あ
る
。
万
葉
の
歌
の
形
成
に
酒
は

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

�　

都
で
の
仲
間
う
ち
の
酒
宴
も
事
あ
る
ご
と
に
開
か
れ
、
人
々
は

そ
の
折
ご
と
に
歌
を
歌
い
、
漢
詩
を
朗
詠
し
た
。

○　
　
　
　

穂
積
皇
子
の
御
歌
一
首

家
に
あ
る�
櫃�
に
鍵
刺
し�
蔵�
め
て
し
恋
の�
奴�
の
つ
か
み
か
か
り

ひ
つ 

お
さ 

や
つ
こ

て
（
十
六
・
三
八
一
六
）

右
の
歌
一
首
、
穂
積
親
王
宴
飲
の
日
に
、
酒�
酣�
た
け
な
は

な
る
時
に
、
よ
く
こ
の
歌
を�
誦�
み
、
以
て�
恒�
の�
賞�

よ 

つ
ね 

め
で

で
と
す
、
と
い
ふ
。

○　
　
　
　

旋
頭
歌

春
日
な
る
三
笠
の
山
に
月
の
舟
出
づ
み
や
び
を
の
飲
む
酒
坏

に
影
に
見
え
つ
つ
（
七
・
一
二
九
五
）

○　

八
月
十
二
日
に
、
二
三
の
大
夫
等
、�
各�
お
の
も
お
の
も�

壷
酒�
こ
し
ゅ

を�
提�
り
て

と

�
高
円�
野
に
登
り
、
聊
か
に�
所
心�
を
述
べ
て
作
る
歌
三
首

た
か
ま
と 

お
も
ひ

（
二
十
・
四
二
九
五
〜
四
二
九
七
）

○　
　
　
　

湯
原
王
の
打
酒
の
歌
一
首

�
焼
太
刀�
の
か
ど
打
ち�
放�
ち
ま
す
ら
を
の�
寿�
く

や

き

た

ち
 

は
な 

ほ

�
豊
御
酒�
に
我
酔

と
よ
み
き

ひ
に
け
り
（
六
・
九
八
九
）

�������������������



○　

右
の
歌
一
首
、伝
へ
て
云
は
く
、右
兵
衛
な
る
も
の
あ
り　

姓

名
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
、
歌
作
の
芸
に
多
能
な
り
。
こ
こ
に

府
家
に
酒
食
を
備
へ�
設�
け
て
、
府
の
官
人
等
に�
饗
宴�
す
。
こ

ま 

あ

へ

こ
に
餞
食
は�
盛�
る
に
、
皆
蓮
葉
を�
用�
ち
て
す
。
諸
人
酒
酣
に

も 

も

し
て
、
歌�
�
駱
駅�
す
。
す
な
は
ち
兵
衛
に�
誘�
め
て
云
は
く
、

ら
く
え
き 

す
す

そ
の
蓮
葉
に�
関�
り
て
歌
を
作
れ
と
い
へ
れ
ば
、�
登
時�声
に
応

わ
た 

す
な
は
ち

へ
て
こ
の
歌
を
作
る
、
と
い
ふ
。（
十
六
・
三
八
三
七
）

○　
　
　
　

閏
三
月
に
衛
門
督
大
伴
古
慈
悲
宿
祢
の
家
に
し
て
、

入
唐
副
使
同
じ
胡
麻
呂
宿
祢
等
に
餞
す
る
歌
二
首

�
唐
国�
に
行
き
足
ら
は
し
て
帰
り
来
む
ま
す
ら�
健
男�
に

か
ら
く
に 

た
け
お

�
御
酒�
み

き

�
奉�
る
（
十
九
・
四
二
六
二
）

た
て
ま
つ

右
の
一
首
、
多
治
比
真
人
鷹
王
、
副
使
大
伴
胡
麻

呂
宿
祢
を
寿
く
。

　

酒
は
人
々
の
節
度
を
失
わ
せ
風
紀
上
問
題
も
出
て
く
る
。
そ
の

た
め
都
で
は
た
び
た
び
禁
酒
令
が
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
続
紀

に
は
天
平
九
年
五
月
十
九
日
、
天
平
宝
字
二
年
二
月
に
み
え
る
。

次
の
場
合
は
い
つ
の
こ
と
か
不
明
だ
が
、
都
内
村
里
の
住
民
は
集

ま
っ
て
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
禁
酒
令
の
内
容
が
記
さ

れ
て
い
る
。

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
一
首

�
酒
杯�
に
梅
の
花
浮
か
べ
思
ふ
ど
ち
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ

さ
か
づ
き

と
も
よ
し
（
八
・
一
六
五
六
）

和
ふ
る
歌
一
首

�
官�
に
も
許
し
た
ま
へ
り�
今
夜�
の
み
飲
ま
む
酒
か
も
散
り
こ

つ
か
さ 

こ
よ
ひ

す
な
ゆ
め
（
八
・
一
六
五
七
）

右
、
酒
は
禁
制
し
て���
は
く
、
京
中�
閭
里�
に
、

い 

り
よ
り

集
宴
す
る
こ
と
得
ざ
れ
、
た
だ
し
、
親
々

�
一

二�に
し
て
飲
楽
す
る
こ
と
は�
聴
許�
す
、
と

ひ
と
り
ふ
た
り 

ゆ

る

い
ふ
。
こ
れ
に
よ
り
て
和
ふ
る
人
こ
の
発
句
を

作
る
。

　

し
か
し
、
禁
酒
令
に
も
抜
け
道
が
あ
り
近
親
同
士
一
人
二
人
が

飲
む
こ
と
は
許
さ
れ
て
お
り
、
酒
を
飲
む
こ
と
を
全
面
的
に
禁
じ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　

以
上
の
万
葉
集
の
酒
は
宴
と
い
う
集
団
の
中
で
た
し
な
ま
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。宮
中
で
の
宴
は
公
的
な
儀
礼
の
場
で
あ
っ
た
り
、

各
家
の
宴
で
は
仲
間
う
ち
の
交
遊
の
場
、
時
に
は
政
治
的
な
結
束

の
場
で
あ
っ
た
り
と
、
宴
の
あ
り
様
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
飲
食

を
伴
い
、
時
に
は
遊
行
女
婦
を
侍
ら
せ
て
の
宴
は
享
楽
的
な
雰
囲

気
を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
歌
や
漢
詩
が
披
露
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
宴
の
場
は

����



各
自
の
文
学
的
素
養
の
披
露
の
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
か
ら

宴
で
披
露
さ
れ
る
歌
や
漢
詩
は
酔
い
に
ま
か
せ
て
の
作
で
は
な

く
、
人
々
は
予
め
披
露
す
べ
き
も
の
を
用
意
し
て
宴
に
臨
ん
だ
も

の
で
、
そ
の
場
を
想
定
し
、
各
自
力
を
注
い
で
歌
作
り
し
た
は
ず

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
に
合
わ
せ
た
即
興
的
な
も
の
も
披

露
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
。

�　

酒
は
ひ
と
り
飲
む
も
の
で
も
あ
る
。
万
葉
集
に
は
例
か
ら
い
え

ば
少
な
い
が
ひ
と
り
飲
む
酒
も
詠
ま
れ
る
。

太
宰
帥
大
伴
卿
、
酒
を
讃
む
る
歌
十
三
首

�
験�
な
き
も
の
を
思
は
ず
は�
一
杯�
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く

し
る
し 

ひ
と
つ
き

あ
る
ら
し
（
三
・
三
三
八
）

酒
の
名
を�
聖�
と
負
せ
し
古
の
大
き
聖
の�
言�
の
宜
し
さ

ひ
じ
り 

こ
と

（
三
・
三
三
九
）

古
の�
七�
の�
賢�
し
き
人
た
ち
も�
欲�
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る

な
な 

さ
か 

ほ

ら
し
（
三
・
三
四
〇
）

�
賢�
し
み
と
物
言
ふ
よ
り
は
酒
飲
み
て�
酔�
ひ
泣
き
す
る
し�
優�
り

さ
か 

ゑ 

ま
さ

た
る
ら
し
（
三
・
三
四
一
）

言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
ず
極
ま
り
て
貴
き
も
の
は
酒
に

し
あ
ら
し
（
三
・
三
四
二
）

な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壷
に
な
り
に
て
し
か
も
酒
に

�
染�
み
な
む
（
三
・
三
四
三
）

しあ
な�
醜��
賢�
し
ら
を
す
と
酒
飲
ま
ぬ
人
を
よ
く
見
ば
猿
に
か

み
に
く 
さ
か

も
似
る
（
三
・
三
四
四
）

�
価�
な
き
宝
と
い
ふ
と
も�
一
杯�
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
ま
さ
め

あ
た
ひ 

ひ
と
つ
き

や
も
（
三
・
三
四
五
）

夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲
み
て
心
を�
遣�
る
に
あ
に�
及�
か
め

や 

し

や
も
（
三
・
三
四
六
）

�
世
間�
の
遊
び
の
道
に
す
ず
し
き
は�
酔�
ひ
泣
き
す
る
に
あ
る

よ
の
な
か 

ゑ

べ
か
る
ら
し
（
三
・
三
四
七
）

こ
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
む
世
に
は
虫
に
鳥
に
も
我
は

な
り
な
む
（
三
・
三
四
八
）

生
け
る
者
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
こ
の
世
な
る
間
は

楽
し
く
を
あ
ら
な
（
三
・
三
四
九
）

�
黙��
居�
り
て�
賢�
し
ら
す
る
に
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣
き
す
る
に
な
ほ

も
だ 
を 

さ
か

�
及�
か
ず
け
り
（
三
・
三
五
〇
）

し

　

く
だ
ら
な
い
物
思
い
や
偉
そ
う
に
物
を
言
う
よ
り
は
酒
を
飲
ん

だ
方
が
ま
し
だ
、
ど
ん
な
に
貴
い
宝
玉
も
酒
に
及
ば
な
い
、
酒
を

�������������������



飲
ま
な
い
人
を
よ
く
見
る
と
猿
に
似
て
い
る
、
世
の
中
の
遊
び
の

道
に
か
な
う
の
は
酔
ひ
泣
き
す
る
こ
と
ら
し
い
、
と
旅
人
は
詠
ず

る
。
酒
は
集
団
で
飲
み
楽
し
む
の
が
通
常
の
あ
り
方
で
あ
る
が
、

旅
人
は
ひ
と
り
酒
を
飲
み
、
酔
い
泣
き
楽
し
く
あ
れ
ば
良
い
と
酒

を
讃
め
た
た
え
る
。
旅
人
が
こ
う
し
た
讃
酒
歌
を
作
っ
た
背
景
に

つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
の
旅
人
の
個
人
的
な
生
活
と
も
絡
み
合
わ

せ
て
考
え
れ
ば
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
心
情
も
推
し
は
か

る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
こ
こ
に
旅
人
が
手
酌
で
独
り
飲
む
の
は
当

時
と
し
て
は
違
例
で
あ
り
、
恐
ら
く
漢
籍
に
見
る
独
酌
の
趣
に
な

ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」（
新
編
古
典
全
集
万
葉
集
）
と
い
う
指
摘

の
よ
う
に
、
漢
籍
を
意
識
し
て
の
も
の
で
も
あ
る
。
実
際
に
三
三

九
歌
は
清
酒
を
聖
人
と
い
い
濁
酒
を
賢
人
と
い
う
故
事（『
魏
志
』、

『
芸
文
類
聚
』）、
三
四
〇
歌
は
竹
林
の
七
賢
人
（『
世
説
新
語
』）
を

踏
ま
え
て
の
も
の
で
漢
籍
の
造
詣
の
深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。

貧
窮
問
答
の
歌
一
首　

并
せ
て
短
歌

�
風��
交�
じ
り　

雨
降
る
夜
の　

雨
交
じ
り　

雪
降
る
夜
は　

す

か
ぜ 
ま

べ
も
な
く　

寒
く
し
あ
れ
ば　�
堅
塩�
を　

取
り
つ
づ
し
ろ

か
た
し
ほ

ひ　�
糟
湯
酒�　
う
ち
す
す
ろ
ひ
て　

し
は
ぶ
か
ひ　

鼻
び
し

か
す
ゆ
ざ
け

び
し
に　�
然�
と
あ
ら
ぬ　

ひ
げ�
掻�
き�
撫�
で
て　�
我�
を�
除�
き

し
か 

か 

な 

あ
れ 

お

て　

人
は
あ
ら
じ
と　�
誇�
ろ
へ
ど　

寒
く
し
あ
れ

ほ
こ

ば　�
麻
衾�　
引
き
被
り　�
布
肩
衣�　
あ
り
の
こ
と
ご
と　�
着�

あ
さ
ぶ
す
ま 

ぬ
の
か
た
ぎ
ぬ 

き

�
襲�
へ
ど
も　

寒
き
夜
す
ら
を
…
…
（
五
・
八
九
二
）

そ

　
「
貧
窮
」
は
「
ひ
ん
き
ゅ
う
」
で
は
な
く
「
び
ん
ぐ
う
」
な
い
し

は
「
び
ん
ぐ
」
と
読
む
。「
貧
窮
問
答
の
歌
」
と
は
貧
者
と
窮
者
の

問
答
、
貧
窮
者
同
志
の
問
答
、
貧
窮
に
つ
い
て
の
問
答
な
ど
と
解

さ
れ
る
。
風
交
じ
り
雨
降
る
夜
、
雨
交
じ
り
雪
降
る
ど
う
し
よ
う

も
な
く
寒
い
夜
、
堅
塩
を
少
し
ず
つ
口
に
入
れ
、
糟
湯
酒
を
ち
び

ち
び
す
す
り
、
咳
き
込
ん
で
鼻
水
を
す
す
り
な
が
ら
も
自
分
ほ
ど

の
人
物
は
ほ
か
に
あ
る
ま
い
と
意
気
ご
ん
で
い
る
貧
窮
者
の
姿

は
、
憶
良
の
国
司
と
し
て
の
経
験
の
中
か
ら
庶
民
の
生
活
の
苦
し

い
実
態
を
見
て
の
も
の
と
も
、
下
層
の
官
人
す
な
わ
ち
憶
良
自
身

の
投
影
と
も
い
わ
れ
る
。
糟
湯
酒
は
酒
粕
を
湯
で
溶
か
し
た
飲
み

物
で
、
酒
を
飲
め
な
い
貧
窮
者
が
酒
粕
に
甘
ん
じ
て
の
も
の
で
あ

る
。
宴
に
群
が
る
人
々
が
た
し
な
む
酒
や
漢
籍
に
見
る
独
酌
の
趣

に
な
ら
っ
た
飲
酒
と
は
異
な
っ
て
、
貧
窮
者
が
寒
さ
を
凌
ぐ
た
め

に
飲
む
も
の
で
あ
り
、
自
分
が
気
骨
あ
る
人
物
な
の
だ
と
ひ
と
と
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き
の
誇
り
を
持
た
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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酒
は
宴
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
宮
中
で
の
肆
宴
で
あ

っ
た
り
、
各
家
で
集
う
宴
で
あ
っ
た
り
と
、
宴
の
あ
り
様
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
歌
や
詩
が

披
露
さ
れ
た
。
宴
は
文
芸
の
場
で
も
あ
る
。
歌
や
詩
の
名
手
と
し

て
の
自
分
を
主
張
す
る
場
で
あ
る
。
人
々
は
宴
に
臨
む
前
に
そ
の

宴
を
予
想
し
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
予
め
考
え
た
は
ず

で
あ
る
。
酒
は
宴
を
媒
介
に
万
葉
集
の
歌
の
形
成
に
大
き
な
関
わ

り
を
も
っ
た
と
い
え
る
。
万
葉
集
か
ら
肆
宴
、
宴
の
歌
を
取
り
除

い
た
ら
、
万
葉
集
の
歌
は
ど
れ
ほ
ど
や
せ
細
っ
た
も
の
に
な
ろ
う

か
、
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
万
葉
集
の
肆
宴
、
宴
の
歌
は
豊
か
で
あ
る
。

そ
の
一
方
、
肆
宴
、
宴
で
の
歌
は
社
交
の
具
と
化
し
て
い
く
傾
向

も
持
ち
合
わ
せ
、
類
型
的
な
表
現
、
社
交
に
甘
ん
じ
る
表
現
に
留

ま
り
が
ち
で
も
あ
り
、
豊
か
な
創
造
、
自
己
表
現
を
欠
い
て
い
く

こ
と
に
も
な
る
。

　

旅
人
や
憶
良
の
酒
の
よ
う
に
、
宴
席
を
離
れ
ひ
と
り
飲
む
酒
は

内
的
な
自
分
を
見
据
え
る
、
宴
で
の
酒
と
異
質
な
も
の
で
あ
る
。

旅
人
の
場
合
、
漢
籍
に
見
る
独
酌
の
趣
に
な
ら
う
と
い
っ
た
酒
の

た
し
な
み
の
中
か
ら
歌
が
生
ま
れ
、
憶
良
の
場
合
、
ひ
と
り
飲
む

糟
湯
酒
に
よ
う
や
く
自
負
心
を
保
持
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る

が
、
新
し
い
、
自
己
表
現
を
生
み
出
す
酒
と
い
え
る
。
日
本
の
酒

は
長
く
近
世
の
時
代
ま
で
独
酌
と
い
う
よ
り
、
宴
な
ど
で
多
勢
で

飲
む
の
が
多
か
っ
た
。
万
葉
集
の
酒
も
そ
の
多
勢
に
沿
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
旅
人
、
憶
良
の
酒
は
自
己
の
内
的
な
も
の
を
み
つ
め

た
歌
詠
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

注　

万
葉
集
の
訓
み
は
『
万
葉
集　

訳
文
篇
』（
塙
書
房
）
に
よ
っ

た
。

（
古
代
文
学
／
文
化
学
部
教
授
）
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