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大
伴
家
持
の
造
酒
歌

は
じ
め
に

酒
を

太2 造
祝f る
詞i 歌

首
言
ひ
蹴
へ

あ
か購
ふ
命
も

中
臣
グ〕

右
、
大
伴
宿
禰
家
持
作
る
。

大
伴
家
持
の
越
中
国
守
時
代
の
作
品
で
あ
る
。
万

題
詞
が
あ
る
だ
け
で
、

そ
の
作
歌
事
情
な
ど
が
一
切

七
四
八
）
の
春
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ

斉
藤

な
れ

誰
が
た
め
に
汝

（
万
葉
集
巻
十

葉
集
巻
十
七
の
巻
末
に
位
置
す
る
こ
の
歌
は
、
「
酒
を
造
る
歌
」
と

記
き
れ
な
い
。
ま
た
、
成
立
年
も
配
列
上
の
前
後
関
係
か
ら
推
測

け
で
あ
り
、
家
持
の
歌
日
誌
と
も
考
え
ら
れ
る
巻
十
七
の
所
収
作
口

充
博

七

四
O
三
二

ぃ
、
っ

見
唐
突
な

し
て

天
平

十
年

聞
と
し
て
は

少
々
異
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質
と
い
え
る
。

一
般
的
に
秋
や
冬
の
行
事
と
考
え
ら
れ
る
酒
造
り
の
歌
が
な
ぜ
春
に
作
ら
れ
た
か
。
「
中
臣
の
太
祝
詞
＝
一
一
口
」
を
捧
げ
て
贈
い
を
す
る
の
は

誰
の
た
め
な
の
か
。
不
明
な
点
が
多
い
の
が

こ
の
作
品
の
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る
。

小
論
で
は

こ
の
作
品
が
巻
十
七
巻
末
に
置
か
れ
た
理
由
を
、
前
後
の
作
品
群
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
、
家
持
が
こ
の
作
品
の
中
で
表
現

し
た
か
っ
た
こ
と
は
何
か
を
考
え
て
み
た
い
。

前
後
の
歌
群

ま
ず

こ
の
作
品
の
前
後
の
歌
群
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
天
平
二
十
年
正
月
以
降
の
作
品
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。

高
市
黒
人
作
の
伝
諦
歌
（
巻
十
七

四
O

一
六

天
平
二
十
年
正
月
二
十
九
日
の
奈
呉
の
江
な
ど
の
歌
四
首
（
巻
十
七

四
O

一
七
1

二
O
）

春
の
出
挙
の
た
め
の
諸
郡
巡
行
の
時
の
歌
群
（
四
O
二
一
i

九
）

鴬
の
晩
く
研
く
こ
と
を
恨
む
る
歌
（
四

O
三
O
）

酒
を
造
る
歌
〈
当
該
歌
〉
（
四
O
三
二

三
月
二
十
三
日
、

た
ち
ば
な
の
も
ろ
え
た
な
べ
の
さ
き
ま
ろ

左
大
臣
橘
諸
兄
の
使
者
田
辺
福
麻
呂
を
国
守
館
で
饗
し
た
時
の
歌
（
巻
十
八
、

四
O
三
二
j

五
）
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三
月
二
十
四
日
、

ふ
せ
の
み
ず
う
み

明
日
、
布
勢
水
海
に
遊
覧
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
懐
を
述
べ
て
作
っ
た
歌
（
四

O
三
六
i

四
一
二
）

三
月
二
十
五
日
、
布
勢
水
海
に
遊
覧
し
た
と
き
の
歌
群
（
四

O
四
四
1

五
二

三
月
二
十
六
日
、
久
米
広
縄
の
館
で
、

田
辺
福
麻
呂
を
饗
し
た
時
の
歌
（
四
O
五
二
i

五
）

ま
ず
、
先
行
す
る
歌
群
か
ら
見
る
と
、
年
次
表
記
の
な
い
高
市
黒
人
の
伝
諦
歌
（
四

O

二
ハ
）

三
国
真
人
五
百
固
な
る
人
物

が
見
え
る
。

が
伝
請
し
た
こ
の
作
品
に
は
、

越
中
の
地
名
「
婦
負
の
野
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
諦
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
の
か
は

分
か
ら
な
い
。

次
い
で
並
ぶ
四
首
の
歌
群
に
は
題
詞
が
存
在
せ
ず
、
天
平
二
十
年
正
月
二
十
九
日
の
家
持
の
作
で
あ
る
旨
の
左
注
が
付
き
れ
て
い
る
。
こ

の
四
首
に
も
「
奈
旦
ハ
」
「
信
濃
の
浜
」
な
ど
の
地
名
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
四
O

一
七
に
は
原
文
「
東
風
」
に
「
越
俗
語
東
風
謂
之

安
由
乃
可
是
」
、
四
O
二
O
に
は
「
信
濃
」
と
い
う
地
名
に
「
浜
名
也
」
と
い
う
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
越
中
の
方
言
や
、
珍
し
い
地
名

に
関
す
る
興
味
が
強
く
働
い
て
お
り

こ
れ
を
注
記
す
る
こ
と
は
越
中
人
以
外
の
読
者
に
対
す
る
配
慮
を
感
じ
る
。

そ
し
て
国
司
巡
行
の
歌
群
は
、
射
水
郡
以
外
の
越
中
国
諸
郡
を
網
羅
す
る
も
の
で
「
雄
神
川
」
「
鵜
坂
川
」
「
婦
負
川
」
「
立
山
」
「
延
槻
の

川
」
「
志
雄
道
」
「
羽
咋
の
海
」
「
能
登
の
島
山
」
「
香
島
」
「
熊
来
」
「
鏡
石
川
」
「
珠
洲
の
海
」
と
い
っ
た
多
く
の
地
名
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
歌
群
の
左
注
に
は
「
右
の
件
の
歌
詞
は
、
春
の
出
挙
に
依
り
て
、
諸
郡
を
巡
行
し
、
当
時
当
所
に
し
て
、
属
目
し
作
る
」
と
あ
る

が
、
具
体
的
に
は
地
名
を
も
ら
さ
ず
詠
み
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
し
て
直
前
の
四

O
三
O
に
は
「
鴬
の
晩
く
瞬
く
こ
と
を
恨
む
る
歌
」
と
い
う
年
次
未
詳
、
成
立
事
情
未
詳
の
作
品
が
あ
る
。

次
に
、
後
続
の
歌
群
を
見
る
と
、
巻
が
変
わ
っ
て
、
巻
十
八
の
巻
頭
に
は
長
い
題
詞
を
持
っ
た
歌
群
が
あ
る
。
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天
平
二
十
年
春
三
月
二
十
三
日
に
、
左
大
臣
橘
家
の
使
者
造
酒
司
令
史
田
辺
史
福
麻
呂
に
守
大
伴
宿
禰
家
持
が
館
に
饗
す
。
こ
こ
に
新

し
き
歌
を
作
り
、
井
せ
て
便
ち
古
詠
を
諦
み
、
各
心
緒
を
述
ぶ

巻
十
八
の
巻
頭
は
田
辺
福
麻
目
の
来
訪
の
際
の
歓
待
の
宴
と
布
勢
水
海
の
遊
覧
の
関
係
歌
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
三
月
二
十
三
日
と
二
十

四
日
は
国
府
で
の
宴
会
、
二
十
五
日
は
布
勢
水
海
で
の
遊
覧
、
そ
し
て
二
十
六
日
の
久
米
広
縄
館
で
の
宴
席
で
は
、

可か霊f
倣へ公E
流る烏子
廻み

の今
鳴
か
ず
し
て

明
日

五2 越
幡2 え
のむ

山
に
鳴
く
と
も

験
あ
ら
め
や
も
（
四
O
五
二
）

道
行
か
む
日
は

坂
に
袖
振
れ

我
を
し
思
は
ば

（
四O
五
五
）

と
い
っ
た
作
品
が
あ
る
か
ら
、
二
十
七
日
以
降
の
ご
く
早
い
時
期
に
福
麻
巴
は
都
へ
戻
る
旅
に
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
当
該
歌
は
国
内
巡
行
歌
群
と
、

し
か
も
巻
十
七
の
巻
末
と
い
う
区
切
れ
の
位
置
に

田
辺
福
麻
巴
歓
待
の
歌
群
の
中
間
に
あ
り
、

置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

個
性
的
な
内
容

当
該
歌
は
造
酒
歌
と
い
う
題
名
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
内
容
的
に
も
個
性
的
で
あ
る
。
初
旬
か
ら
い
き
な
り
「
中
臣
の
太
祝
詞
言
」
と
い

う
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
た
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。
中
臣
氏
が
祝
詞
の
こ
と
を
つ
か
き
ど
っ
た
こ
と
は
、

延
喜
神
祇
式
に
「
凡
祭
肥
祝
詞

(324) 



者
、
御
殿
、
御
門
等
祭
、
斎
部
氏
祝
詞
。
以
外
諸
祭
、
中
臣
氏
祝
詞
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
神
聖
な
こ
と
ば
を
伝
承
す
る
氏
族
と
し
て
特
別

祝
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
宮
廷
の
主
催
す
る
祈
年
祭
や
春
日
祭
、
広
瀬
大
忌
祭
、
竜
田
風
神
祭
な
ど
の
祭
犯
に
奉
仕
し
て
い
た
の
で
あ

ヲ
ハ
官
。こ
こ
で
い
う
太
祝
詞
言
と
い
う
の
は
、
「
天
つ
神
か
ら
授
か
っ
た
神
聖
な
呪
言
」
（
桜
井
満
「
祝
詞
と
宣
命
」
『
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研

究
』
平
成
七
年
三
月
）

の
こ
と
で
あ
り
、

か
な
り
公
的
な
、

し
か
も
神
聖
な
場
面
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
詞
章
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
第
四
句
か
ら
後
は
趣
が
が
ら
り
と
変
わ
り
、
個
人
的
な
感
情
を
歌
っ
た
も
の
に
な
る
。
「
贈
ふ
」
は
「
代
償
物
を
提
供
し
て
罪

禍
を
免
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
（
古
典
全
集
）

酒
造
り
の
際
に
「
神
を
招
き
祝
詞
を
唱
へ
、
そ
の
酒
を
神
に
捧
げ
る
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
、

（
鴻
巣
盛
虞
『
万
葉
集
全
釈
』
）
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
古
代
の
酒
造
過
程
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

つ
。
結
句
「
誰
が
た
め
に
汝
」
は
誰
の
た
め
の
も
の
な
の
か

み
な
貴
方
の
た
め
で
す
よ
、

の
意
で
あ
り
、
特
定
の
人
物
を
想
定
し
た
表
現

に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
部
分
に
は
類
歌
が
あ
る
。

玉

せ
グ〉

吹土
飯U 清
のき
浜川
に原

斎見
ふ
,,6.. 
ロロ

は

（
巻
十

二
四
O
三
）

妹
が
た
め
こ
そ

模
し
て

出
で
居
つ
つ

時
つ
風

購
ふ
命
は

妹
が
た
め
こ
そ

（
巻
十
二
三
二
O

二

ち
は
や
ふ
る

神
の
御
坂
に

斎
ふ
命
は

四
四
O
二
）

母
父
が
た
め

（
巻
二
十

幣
奉
り

第
一
例
と
第
二
例
は
作
者
未
詳
で
あ
る
が

い
ず
れ
も
恋
人
の
た
め
に
自
分
の
身
を
清
め
た
り
供
物
を
捧
げ
身
の
安
寧
を
祈
る
こ
と
が
歌

わ
れ
て
い
る
。
第
三
例
の
作
者
は
神
人
部
子
忍
男
と
い
う
信
濃
国
の
防
人
の
一
人
で
あ
る
。
旅
先
で
肉
親
の
た
め
に
自
分
の
命
の
安
全
を
祈

(323) -162 



る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
例
を
み
る
に
、
当
該
歌
の
後
半
部
は
き
わ
め
て
個
人
的
な
情
念
を
歌
う
も
の
で
あ
り
、
前
半
と
の
落
差
が
大
き
い
。
「
上
三
句

の
荘
重
き
を
一
挙
に
逆
転
さ
せ
る
飛
躍
と
笑
い
を
伴
う
」
（
橋
本
達
雄
『
万
葉
集
全
注
』
）
と
か
「
こ
こ
は
家
持
が
醸
造
歌
に
託
し
て
戯
歌
を

作
っ
た
か
」
（
中
西
進
、
講
談
社
文
庫
版
『
万
葉
集
』
）と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

な
れ

「
、
汝
」が指
す
も
の

と
こ
ろ
で
、
結
句
の
「
汝
」
と
は
具
体
的
に
は
誰
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
こ
の
歌
全
体
の
解
釈
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。

文
明
『
私
注
』
は
一
首
を
家
持
が
春
の
出
挙
の
際
に
巡
行
し
た
際
に
、
能
登
の
酒
造
家
に
依
頼
さ
れ
て
作
っ
た
労
働
歌
と
す
る
見
方
を
と

る
。
「
『
誰
が
為
に
、
汝
』
と
恋
愛
感
情
に
関
係
さ
す
の
は
、
労
働
歌
の
常
識
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
の
「
汝
」
は
造
酒
に
関

係
す
る
不
特
定
の
人
物
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。
武
田
祐
士
口
『
全
註
釈
』
も
こ
れ
と
は
別
の
道
筋
な
が
ら
、
「
酒
を
造
る
に
関
し
て
い
る
人
を

い
う
の
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

一
方
、
都
の
妻
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
窪
田
空
穂
『
評
釈
』
は
「
国
庁
の
任
務
と
し
て
、
春
の
祭
り
の
御
酒
を
醸
造
す

る
」
こ
と
が
あ
り
、
家
持
は
こ
れ
に
携
わ
っ
た
。
そ
の
時
に
思
い
が
都
に
残
し
て
き
だ
妻
に
及
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
中
西
進
「
大
伴
家
持

第
三
巻

越
中
国
守
』
に
も
こ
れ
と
似
た
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
伊
藤
博
『
万
葉
集
樗
注
』
は
、
先
に
揚
げ
た
類
歌
を
引
き
な
が
ら
、
誰
々
の

た
め
と
い
う
表
現
の
対
象
は
家
族
で
あ
り
、
旅
先
で
家
族
の
こ
と
を
思
う
歌
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
「
汝
」
を
「
都
に
留

ま
る
大
伴
坂
上
大
嬢
に
ち
が
い
な
い
」
と
し
て
い
る
。
伊
藤
説
は
こ
れ
ま
で
の
諸
説
の
中
で
最
も
説
得
力
を
持
ち
、
後
述
す
る
と
お
り
、
前

後
の
歌
群
と
の
関
係
に
も
十
分
配
慮
が
行
き
届
い
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

土
屋

(322) 



「
汝
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体
は
「
親
し
い
も
の
、
目
下
の
も
の

ま
た
動
物
に
対
す
る
呼
び
か
け
に
つ
か
う
」
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
）
と
あ
り
、
親
称
の
な
か
で
も
少
し
砕
け
た
感
じ
が
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
私
は
都
の
妻
説
に
ひ
か
れ
な
が
ら
も
、

別
の
可
能
性
を
感
じ
て
い
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
汝
」
は
田
辺
福
麻
呂
の
こ
と
と
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。

「
汝
」
と
い
う
言
い
き
り
の
表
現
で
こ
の
歌
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
。
古
典
全
集
（
旧
版
）が「
特
定
の
人
を
目
前
に

お
き
ま
た
は
念
頭
に
お
い
て
詠
ん
だ
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
目
前
に
い
る
人
へ
の
呼
び
か
け
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
伊
藤

博
説
の
よ
う
に
、
類
歌
の
表
現
か
ら
こ
れ
を
家
族
を
意
識
し
た
歌
と
し
、
対
象
を
坂
上
大
嬢
に
限
定
す
る
説
で
は
、
遠
い
都
に
離
れ
た
妻
に

対
す
る
表
現
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
な
い

（
こ
の
点
に
つ
い
て
の
伊
藤
説
の
解
釈
は
後
で
紹
介
す
る
）
。
も
ち
ろ
ん
創
作
者
の
脳
裏
に
時
空
を
超

え
て
対
象
が
目
前
に
い
る
か
の
よ
う
に
浮
か
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
結
句
を
類
句
の
よ
う
に
「
妹
が
た
め
こ
そ
」
と

か
た
と
え
ば
「
我
妹
子
が
た
め
」
な
ど
と
せ
ず
、
「
誰
が
た
め
に
汝
」
と
い
う
レ
ト
リ
カ
ル
な
表
現
を
用
い
て
い
る
の
は
、
類
句
を
持
つ
他

の
作
品
と
は
成
立
事
情
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
橋
本
『
全
注
」
や
中
西
「
万
葉
集
』
（
講
談
社
文
庫
）

が
感
じ
取
っ
た
戯
歌
的
な
側
面
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
恋

歌
に
こ
う
し
た
大
げ
さ
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
は
万
葉
集
に
は
例
が
多
い
が
、
越
中
時
代
、
家
持
が
坂
上
大
嬢
に
対
し
て
作
っ
た
作
品
に
は

か
よ
う
な
趣
の
歌
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

五

田
辺
福
麻
呂
の
越
中
下
向
の
時
期

伊
藤
博
『
万
葉
集
稗
注
』
の
釈
文
は
、
当
該
歌
の
成
立
事
情
を
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。
通
常
秋
も
し
く
は
冬
が
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
造
酒

と
い
う
テ

l

マ
が
い
き
な
り
こ
こ
に
置
か
れ
た
の
は
、
能
登
巡
行
の
際
、
立
ち
寄
っ
た
熊
来
が
酒
造
を
行
う
と
こ
ろ
で
あ
り
（
『
万
葉
集
』

(321) -164-



巻
十
六
、
三
八
七
九
）
、
家
持
は
そ
の
地
で
酒
を
馳
走
さ
れ
、
酒
造
法
に
つ
い
て
聞
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
の
経
験
が
ま
ず
一
つ
。
そ
し

て
、
橘
諸
兄
の
使
者
と
し
て
、
越
中
に
下
向
し
た
田
辺
福
麻
巴
の
当
時
の
官
職
が
造
酒
司
の
令
史
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
二
つ
で
あ

る

こ
れ
ら
が
家
持
に
、
造
酒
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
想
起
き
せ
、
結
果
と
し
て
当
該
歌
と
し
て
結
実
し
た
と
い
う
指
摘
は
、

ほ
ぼ
こ
の
歌
の

成
立
事
情
を
言
い
当
て
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
伊
藤
説
の
場
合
、
こ
の
歌
の
対
象
を
坂
上
大
嬢
と
す
る
立
場
で
あ
る
か
ら
、
上
記
二
つ
の
要
素
に
、

郷
愁
を
引
き
起
こ
す
要
因

が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
、
「
福
麻
呂
を
通
し
て
歌
を
都
の
妻
に
届
け
る
意
識
を
持
っ
て
う
た
っ
て
い
る
」
と
し
て
「
汝
」の
も
つ
呼
び
か
け

の
こ
と
ば
の
イ
メ
ー
ジ
を
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
説
を
導
く
上
で
田
辺
福
麻
呂
の
越
中
下
向
の
時
期
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
考
察
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
福
麻
呂
の
越
中
下
向
は
橘

家
の
墾
田
の
実
態
把
握
の
た
め
で
「
最
小
限
一
ヶ
月
以
上
の
ゆ
と
り
を
も
っ
て
や
っ
て
来
た
」
と
す
る
。
す
る
と
、
福
麻
目
送
別
の
宴
と
考

え
ら
れ
る
三
月
二
十
六
日
か
ら
逆
算
し
て
、
「
二
月
二
十
日
以
前
に
は
福
麻
呂
は
越
中
国
府
に
到
来
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
」
と
す
る
の

で
あ
る
。
家
持
は
天
平
二
十
年
正
月
二
十
九
日
に
奈
呉
・
信
濃
の
浜
を
歌
う
四
首
の
歌
群
を
作
っ
て
い
る
の
で
、
国
司
巡
行
は
そ
の
後
で
あ

る

」
の
年
の
正
月
は
小
の
月
で
翌
日
が
二
月
一
日

で
あ
る
か
ら
、

き
り
の
い
い

（
湯
浅
吉
美
『
日
本
暦
日
便
覧
』
昭
和
六
十
三
年
十
月
）

こ
の
日
か

こ
れ
よ
り
あ
ま
り
遅
く
な
ら
な
い
日
に
巡
行
に
出
発
し
た
こ
と
に
な
る
。
巡
行
の
所
要
日
数
は
『
万
葉
集
』
に
は
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
伊
藤
説
の
二
十
日
間
と
い
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
伊
藤
説
で
は
、
二
月
二
十
日
ご
ろ
に
越
中
国
府
に
帰
任
し
て
い
た

」
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
家
持
が
巡
行
の
旅
に
出
て
い
る
問
、
国
守
不
在
と
な
っ
て
い
る
国
府
に
福
麻
呂
は
到
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

介
品
ヴhv。

こ
の
中
の
二
月
二
十
日
以
前
に
福
麻
呂
が
到
着
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
、
あ
く
ま
で
推
測
の
中
に
あ
る
こ
と
と
思
う
。
確
か
に
約
一
週

(320) 



聞
に
も
及
ぶ
都
か
ら
越
中
ま
で
の
旅
を
し
て
き
だ
者
が
、
数
日
で
帰
路
に
就
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
福
麻
日
の
越
中
下
向
の
目
的
が

何
で
あ
れ
、
そ
れ
を
実
行
す
る
に
は
相
応
の
日
数
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
る
程
度
の
滞
在
期
間
は
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
卑

官
と
は
い
え
、
造
酒
司
令
史
と
い
う
任
を
持
ち
な
が
ら
、

ま
し
て
諸
兄
の
私
的
な
使
者
で
あ
る
福
麻
呂
が
、
長
々
と
越
中
で
羽
を
伸
ば
せ
た

も
の
と
も
思
え
な
い
。
私
は
福
麻
呂
の
越
中
到
着
を
二
月
の
下
旬
、

そ
れ
も
中
ご
ろ
以
降
の
こ
と
と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

一_L」

ノ＼

直
前
歌
と
の
関
係

こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
当
該
歌
の
直
前
の
作
品
「
鴬
の
晩
く
瞬
く
こ
と
を
恨
む
る
歌
」
は
鴬
が
鳴
く
べ
き
時
期
を
過

ぎ
て
も
い
ま
だ
鳴
か
な
い
こ
と
を
恨
む
歌
で
あ
り
、
越
中
の
風
土
に
着
目
し
た
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

鴬
は

片
待
て
ば

四
O
三
O
）

霞
た
な
び
き

月
は
経
に
つ
つ

（
巻
十
八
、

今
は
鳴
か
む
と

と
こ
ろ
で
、
震
公
烏
に
関
し
て
は
同
様
の
作
品
が
あ
る
も
の
の
、
鴬
に
つ
い
て
鳴
く
時
期
の
遅
さ
を
題
材
に
し
た
作
品
は
こ
こ
に
し
か
な

し、
。

こ
の
歌
を
作
る
に
は
特
別
の
動
機
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
家
持
の
脳
裏
に
は
礼
記
の
「
仲
春

つ
ま
り

之
月
、
桃
始
華
、
倉
庚
鳴
」
と
い
っ
た
漢
籍
の
知
識
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
二
月
の
半
ば
を
過
ぎ
て
も
鴬
が
鳴
か
な
い
こ
と
に
詩
興
を
見

は
や

の
釈
智
蔵
の
「
花
鴬
を
翫
す
」
に
は
、

出
し
た
と
思
わ
れ
る
。

『
懐
風
藻
』

き
〉
わ
に
、

求
友
鴬
婿
樹

含
香
花
笑
叢
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わ
ら

友
を
求
め
て
鴬
樹
に
婿
ひ
、
香
を
含
み
て
花
叢
に
笑
ま
ふ

と
あ
り
、
鴬
は
友
を
求
め
て
鳴
く
と
い
う
詩
が
あ
る
。

つ
ま
り
鴬
に
は
友
を
思
う
烏
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ど
こ
か
に
あ
る
。
少
し
見
方
を
変

え
れ
ば
、
詩
文
に
お
い
て
鴬
は
友
と
い
う
か
け
が
え
の
な
い
存
在
を
思
い
出
き
せ
る
景
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
家
持
は
こ
の
詩
や
こ

の
詩
の
典
拠
と
な
っ
た

の
「
伐
木
」
な
ど
を
踏
ま
え
て
こ
の
作
品
を
作
っ
た
と
す
れ
ば
、

『
詩
経
』

こ
の
歌
の
背
景
に
こ
の
時
す
で
に
越
中

か
ら
越
前
に
転
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
大
伴
池
主
や
、
身
分
の
差
を
越
え
た
歌
の
仲
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
田
辺
福
麻
呂
の
こ
と

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
鴬
の
晩
く
瞬
く
こ
と
を
恨
む
る
歌
万
葉
集
巻
十
七

四
O
三
O
小
考
」
洗
足
論

叢
第
二
十
六
号
、
平
成
十
年
三
月
）
。

福
麻
呂
が
越
中
に
下
向
す
る
こ
と
は
、
諸
兄
を
通
し
て
か
な
り
早
い
時
点
で
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
私
は
そ
れ
を
天
平
二
十
年

正
月
下
旬
ご
ろ
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
時
期
か
ら
家
持
の
旺
盛
な
作
歌
活
動
が
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
国
内
巡
行
中
の
作
品
が
多

そ
れ
は
、

く
残
さ
れ
た
の
も
、
福
麻
呂
の
下
向
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
に
福
麻
呂
が
越
中
に
到
着
し
た
の
が
、
先
述
の
と
お
り
二
月
下
旬
と
仮
定
す
れ
ば
、
国
内
巡
行
を
終
え
た
家
持
が
待
つ
の
は
福
麻
呂

と
、
彼
が
伝
え
る
都
の
話
題
だ
っ
た
。
「
鴬
の
晩
く
瞬
く
こ
と
を
恨
む
る
歌
」
は
ま
さ
に
福
麻
呂
が
ま
も
な
く
越
中
に
到
着
す
る
と
の
情
報

が
入
っ
た
こ
ろ
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
橘
諸
兄
の
使
者
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
歌
友
と
し
て
の
福
麻
呂
の
来
訪
を
待
ち
わ
び
る

気
持
ち
を
、
鴬
の
鳴
く
の
が
遅
い
こ
と
に
か
こ
つ
け
た
の
で
あ
る
。

造
酒
歌
は
こ
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
。

両
首
は
左
注
が
共
有
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
か
、
同
じ
事
情
の
も
と
に
作
ら
れ

そ
し
て
、

て
い
る
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
愚
論
の
論
理
で
言
え
ば
、
当
該
歌
は
福
麻
呂
の
越
中
到
着
を
目
前
に
し
た
日
に
作
ら
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れ
た
こ
と
に
な
る
。

七

何
の
た
め
の
造
酒
か

こ
の
作
品
が
作
ら
れ
た
要
因
に
つ
い
て
は
第
五
節
で
述
べ
た
が
、

そ
れ
は
い
わ
ば
遠
因
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
直
接
に
は
「
待

ち
酒
」
と
い
う
古
代
か
ら
の
習
俗
が
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
井
口
樹
生
「
「
き
か
ほ
か
ひ
』
の
要
因
」
（
『
境
界
芸
文
伝
承
研
究
』

平
成
三
年
十
月
）

は
他
郷
の
も
の
が
、
境
界
を
越
え
て
来
る
際
に
饗
応
す
る
習
慣
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
酒
が
飲
ま
れ
た
と
い
う
。

大
宰
帥
大
伴
卿
、
大
弐
丹
比
県
守
卿
の
民
部
卿
に
還
任
す
る
に
贈
る
歌
一
首

君
が
た
め

噛
み
し
待
ち
酒

一
人
や
飲
ま
む

夜
須
の
野
に

友
な
し
に
し
て

（
巻
四
、五
五
五

大
伴
旅
人
）

こ
れ
は
、
家
持
の
父
旅
人
が
、
大
宰
帥
の
時
、
先
に
任
期
が
終
わ
り
都
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
大
弐
丹
比
県
守
に
対
し
て
贈
っ
た
歌
で
あ

る
。
前
掲
井
口
論
文
で
は
「
か
つ
て
君
が
天
平
元
年
（
七
二
九
）
に
大
宰
の
大
弐
に
な
っ
て
筑
紫
に
下
向
し
た
時
、
夜
須
の
野
で
待
ち
酒
を

共
に
飲
ん
だ
。
今
君
が
都
に
帰
っ
て
行
っ
た
ら
、

私
は
独
り
で
君
を
し
の
び
夜
須
の
野
で
酒
を
飲
む
こ
と
だ
ろ
う
。
友
人
と
し
て
の
君
も
い

な
く
て
」
と
口
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
待
ち
酒
と
は
旅
人
の
家
族
な
ど
が
、
無
事
の
帰
還
を
願
い
、
占
う
た
め
に
酒
造
り
を
し
た
こ
と
に
始
ま

る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
国
司
の
交
代
の
と
き
に
は
国
境
や
、
境
界
と
み
な
さ
れ
る
場
所
で
宴
会
を
聞
き
、

そ
の
時
に
饗
さ
れ
る
酒
の
こ

と
を
も
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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当
該
歌
も
福
麻
日
が
越
中
へ
と
入
っ
て
く
る
こ
と
を
迎
え
、
饗
応
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
酒
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も

考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
家
持
が
醸
造
に
関
わ
っ
た
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。

少
な
く
と
も
そ
う
し
た
習
俗
を
念
頭
に
お
い
て
歌
を
作
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
「
酒
を
造
る
歌
」
は
か
な
り
具
体
的
な
動
機
を
伴
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

先
ほ
ど
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
汝
」
が
福
麻
呂
そ
の
人
を
指
す
と
し
た
な
ら
、
」
の
歌
は
福
麻
呂
到
着
の
直
前
に
構
想
き
れ
、
到
着

最
初
の
宴
で
披
露
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
げ
き
で
戯
笑
性
を
伴
う
表
現
も
福
麻
呂
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
理
解
が
し
や
す

い
。
身
分
を
越
え
た
友
情
、
そ
し
て
福
麻
呂
の
背
後
に
い
る
諸
兄
へ
の
思
い
が
こ
の
よ
う
な
作
品
を
作
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

天
平
二
十
年
二
月
の
末
か
ら
三
月
に
か
け
て
は
福
麻
呂
は
任
務
に
没
頭
し
、
家
持
も
ま
た
そ
れ
を
助
け
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
聞
の
作
品

が
残
ら
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
幾
た
び
も
歌
宴
が
催
き
れ
た
と
思
う
。
万
葉
集
は
な
ぜ
か
そ
れ
ら
を
拾
わ
ず
、
巻
十
八
巻

頭
に
福
麻
呂
を
交
え
た
盛
大
な
宴
席
歌
や
遊
覧
の
歌
を
掲
載
し
た
時
に
は
、
別
れ
の
時
が
近
づ
い
て
い
た
。

天
平
二
十
年
二
月
は
家
持
の
越
中
時
代
約
六
十
四
ヶ
月
（
旧
暦

の
二
十
一
ヶ
月
目
に
あ
た
る
。
家
持
は
越
中
の
地
名
や
風
土
を
旅
人
の

目
で
捕
ら
え
る
方
法
を
こ
こ
ま
で
取
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
福
麻
呂
に
対
し
て
家
持
は
越
中
の
人
で
あ
り
、
客
人
を
案
内
す
る
立
場
に
な
っ

た
。
そ
の
意
味
で
、

田
辺
福
麻
呂
の
越
中
下
向
は
家
持
の
越
中
時
代
の
節
目
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
巻
を
変
え
た
の
も
そ
の
意
識
が

働
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
巻
十
八
は
田
辺
福
麻
呂
の
上
京
の
あ
と
、

し
ば
ら
く
中
断
が
あ
り
、
続
い
て
並
ぶ
作
品
は
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
趣
を
感
じ
き
せ

る
。
越
中
の
風
土
だ
け
が
作
品
の
主
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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八

ま
と
め

論
が
拡
散
し
て
し
ま
っ
た
の
で

こ
こ
で
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
論
が
取
り
上
げ
た
「
酒
を
造
る
歌
」
は
、
一
見
唐
突
に
こ
こ
に

置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
家
持
に
は
製
作
意
図
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

田
辺
福
麻
呂
に
こ
の
歌
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
福

麻
日
の
越
中
・
下
向
は
、
天
平
二
十
年
の
正
月
頃
ま
で
に
は
伝
え
ら
れ
、
家
持
は
そ
れ
に
先
だ
っ
て
越
中
の
風
土
を
意
識
的
に
詠
み
込
ん
だ
作

品
を
作
る
こ
と
に
し
た
。
国
内
巡
行
歌
群
で
も
、
諸
郡
の
作
を
も
れ
な
く
、

地
名
を
詠
み
こ
ん
で
作
っ
た
。

そ
し
て
、
巡
行
か
ら
帰
り
国
府

に
到
着
し
て
、
福
麻
呂
の
訪
問
を
待
っ
た
。
福
麻
呂
が
到
着
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
先
立
ち
、
四
O
三
O

と
四
O
コ
二
の
両
首
を
作
っ
て
お
い
た
。
福
麻
呂
の
下
向
は
家
持
の
国
守
時
代
に
と
っ
て
大
き
な
転
機
で
あ
り
、
こ
こ
に
巻
を
改
め
る
こ
と

に
な
っ
た
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
多
く
推
論
を
含
み
、
検
討
す
べ
き
点
も
多
い
が
、
愚
考
を
披
涯
し
て
高
見
を
得
る
こ
と
を
願
う
も
の
で

ホ
り
ヲhv。【

参
考
文
献
】

本
論
で
は
参
考
文
献
を
文
中
に
示
す
方
法
を
取
っ
て
い
る
が
、

一
部
略
称
を
用
い
て
い
る
。
以
下
に
書
名
を
記
す
。

桜
井
満
「
官
一
命
と
祝
詞
」
「
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
』
平
成
七
年
三
月
、
初
出
は
「
日
本
文
学
全
史
1

上
代
』
昭
和
五
十
九
年
九
月

小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、
佐
竹
昭
広
校
注
・
訳
日
本
古
典
文
学
全
集
「
万
葉
集
』
小
学
館
、
本
論
で
は
旧
版
と
表
記

鴻
巣
盛
贋
『
万
葉
集
全
釈
』

橋
本
達
雄
『
万
葉
集
全
注
巻
第
十
七
』
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中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
』
講
談
社
文
庫

土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』

武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈
』

窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』

中
西
進
「
大
伴
家
持
第
三
巻
越
中
国
守
』
平
成
六
年
十
二
月
、
角
川
書
店

伊
藤
博
『
万
葉
集
糟
注
』
平
成
十
年
五
月
、
集
英
社

井
口
樹
生
「
『
き
か
ほ
か
ひ
』
の
要
因
」
『
境
界
芸
文
伝
承
研
究
』
平
成
三
年
十
月
、
三
弥
井
書
店
、
初
出
は
上
智
大
学
「
国
文
学
論
集
」
第

二
号
、
昭
和
四
十
三
年
十
月
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