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▽
悪
口
歌
の
応
酬

池

田
朝
臣
の
、
大
神
朝
臣
奥

守
を
嗤
へ
る
歌
一
首

[

池
田
朝
臣
の
名
は
忘

失
せ
り
。]

い
け
だ
ノ
あ
そ
み

お
ほ
み
わ
ノ
あ
そ
み
お
き
も
り

わ
ら

ま
う
し
つ

寺
々
の
女
餓
鬼
申
さ
く
大
神
の
男
餓
鬼
賜
り
て
そ
の
子
生
ま
は
む

て
ら
で
ら

め

が

き

お
ほ
み
わ

を

が

き

た
ば

う

3840

大
神
朝
臣
奥
守
の
、
報
へ
嗤
へ
る
歌
一
首

こ
た

わ
ら

仏
造
る
真
朱
足
ら
ず
は
水
溜
ま
る
池
田
の
朝
臣
が
鼻
の
上
を
掘
れ

ほ
と
け
つ
く

ま

そ
ほ

た

み

ず

た

あ

そ

う
へ

3841

○
西
本
願
寺
本

【
右
注
】

＊
池
田
朝
臣
⅂
大
神
朝
臣
奥
守
が
従
五
位
下
に
昇
進
し
た
天
平
宝
字
八
年
（76

4

）
の
十
月
に
「
従
八

位
上
池
田
朝
臣
真
枚
」
と
い
う
人
物
が
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
人
物
だ
と
す
れ

ま
ひ
ら

ば
、
彼
は
宝
亀
五
年
（77

4

）
三
月
に
少
納
言
（
従
五
位
下
）、
延
暦
六
年
（78

7
）
二
月
に
鎮
守
副

将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
同
延
暦
八
年
（7

89

）
、
征
討
将
軍
紀
古
佐
美
に
従
っ
て
蝦
夷
征
伐
を
行
な

き
ノ

こ

さ

み

い
、
敗
退
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
戦
場
は
奥
州
の
胆
沢
（
岩
手
県
）、
敵
対
し
た
蝦
夷
の
将
軍
は

い
さ
わ

ア
テ
イ
ル
（
阿
弖
流
為
）。

＊
大
神
朝
臣
奥
守
⅂
続
日
本
紀
に
、
天
平
宝
字
八
年
正
月
に
「
正
六
位
下
大
神
朝
臣
奥
守
」
に
従
五
位

下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
は
不
明
。
大

神
氏
は
大
三
輪
氏
と
も
表
記
し
た
。
大
和
の

お
ほ
み
わ

お
ほ

み

わ

古
社
、
三
輪
山
の
神
を
祭
る
氏
族
で
あ
る
。

＊
嗤
⅂
あ
ざ
笑
う
意
。

岩
崎
美
術
社
刊
『
国
宝
絵
巻

地
獄
草
紙
・
餓
鬼
草
紙
』
よ
り

京
都
国
立
博
物
館
蔵
『
餓
鬼
草
紙
』（
十
二
世
紀
）

【
語
釈
】

＊
餓
鬼
⅂
仏
教
の
用
語
。
生
前
の
悪
行
や
貪
欲
に
よ
っ
て
地
獄
の
一
つ

餓
鬼
道
に
落
ち
た
者
。
喉
の
穴
が
細
く
、
食
べ
物
を
飲
み
込
む
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
、
空
腹
に
耐
え
き
れ
ず
、
痩
せ
こ
け
て
お
腹
が
ふ

く
ら
ん
だ
醜
い
裸
体
で
描
か
れ
る
。
古
代
寺
院
に
は
そ
の
像
が
置
か

れ
て
い
た
ら
し
く
、
巻
四
・6

08

番
に
も
「
大
寺
の
餓
鬼
」
と
あ
る
。

＊
申
さ
く
⅂
願
い
申
す
こ
と
に
は
。

＊
大
神
の
男
餓
鬼
⅂
奥
守
が
痩
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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お
寺
の
あ
の
女
の
餓
鬼
と
似
合
い
の
夫
婦
だ
と
皮
肉
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
餓
鬼
は
出
産
な

ど
で
き
な
い
。

＊
生
ま
は
む
⅂
「
生
ま
ふ
」（
「
ふ
」
は
継
続
を
表
わ
す
）
＋
「
む
」（
意
志
を
表
わ
す
助
動
詞
）。
生
み

続
け
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
原
文
に
は
「
将
播
」
と
あ
っ
て
古
く
は
「
は
ら
ま
む
」
と
読
ま
れ
て
き
た
。

こ
の
訓
み
も
捨
て
が
た
い
。
さ
ら
に
、
中
西
・
講
談
社
文
庫
本
で
は
「
播
」
を
マ
ク
と
読
み
、「
そ

の
種
子
ま
か
む
」
と
す
る
。

＊
真
朱
⅂
古
く
は
ア
カ
ニ
と
読
ま
れ
て
き
た
が
、
古
義
は
、
次
の
巻
十
四
・3

56
0

「
丹
生
の
ま
そ
ほ
」

ま

そ
ほ

に

ふ

な
ど
の
用
例
か
ら
マ
ソ
ホ
と
読
む
。
古
代
の
朱
色
の
顔
料
に
用
い
た
赤
土
。
ま
た
、
次
の
歌
か
ら
す

る
と
、
金(

き
ん)

を
精
錬
す
る
た
め
の
水
銀
を
取
る
辰
砂(

し
ん
し
や)

と
呼
ば
れ
る
硫
化
水
銀
で
も
あ

る
。
目
立
つ
赤
色
の
鉱
物
。

真
金
吹
く
丹
生
の
真
朱
の
色
に
出
て
言
は
な
く
の
み
そ
我
が
恋
ふ
ら
く
は
（
巻
十
四
）

ま

が

ね

に

ふ

ま

そ
ほ

で

い

あ

3560

（
金
を
取
り
出
す
産
地
の
丹
生
か
ら
出
る
真
朱
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
は
っ
き
り
と
言
わ
な

い
だ
け
の
こ
と
で
、
私
は
と
て
も
恋
し
く
思
っ
て
い
る
の
だ
よ
。）

真
朱
は
仏
像
に
鍍
金
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
た
。

＊
水
溜
ま
る
⅂
「
池
」
に
掛
か
る
枕
詞
。
水
が
溜
ま
る
場
所
の
赤
土
を
掘
る
の
は
大
変
だ
け
れ
ど
も
。

＊
鼻
の
上
⅂
池
田
朝
臣
の
鼻
が
赤
か
っ
た
こ
と
か
ら
戯
れ
た
の
で
あ
る
。

【
総
釈
】

な
ん
と
も
大
人
げ
な
い
悪
口
歌
の
応
酬
で
あ
る
。
現
代
で
は
、
本
人
の
せ
い
で
は
な
い
身
体
的
特
徴

を
あ
げ
つ
ら
う
の
は
良
く
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
の
下
級
貴
族
の
日
常
場
面
を
ほ
う
ふ
つ
と

さ
せ
る
歌
で
あ
る
。
前
歌
の
新
田
部
親
王
の
ヒ
ゲ
の
歌
と
同
様
、
顔
の
特
徴
ま
で
歌
わ
れ
て
い
て
、
漫

画
に
で
き
そ
う
な
歌
で
あ
る
。参

考
図
：
奈
良
時
代
の
人
物
像

東
大
寺
の
写
経
所
の
落
書
き
」

池
田
朝
臣
に
ひ
や
か
さ
れ
た
大
神
奥
守
は
か
な
り
痩
せ
型
の
男
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。
餓
鬼
道
地
獄
に
落
ち
た
「
餓
鬼
」
の
姿
は
、
全
身
骨
だ
ら
け
の
裸
体
で
描
か
れ
る
が
、
空
腹

の
た
め
に
お
腹
だ
け
が
異
様
に
膨
れ
た
様
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
池
田
朝
臣
は
女
性
の
妊
娠
を
連
想
し

て
こ
の
歌
を
作
っ
た
も
の
ら
し
い
。

大
神
奥
守
は
、
池
田
朝
臣
が
仏
教
関
係
の
語
句
で
ひ
や
か
し
た
の
で
、
彼
の
赤
鼻
の
特
徴
を
同
様
に

仏
教
に
関
連
し
た
仏
像
と
の
関
係
で
言
い
返
し
た
わ
け
で
あ
る
。
マ
ソ
ホ
は
仏
像
に
塗
る
赤
色
顔
料
と

と
っ
て
も
い
い
が
、
ま
た
鍍
金
す
る
と
き
に
使
う
辰
砂
と
も
考
え
ら
れ
る
。
東
大
寺
の
大
仏
（
天
平
勝

宝
四
年-75

2-

開
眼
供
養
）
を
造
っ
た
と
き
、
鍍
金
の
た
め
の
金
が
足
り
ず
話
題
に
な
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
鍍
金
す
る
の
は
金
と
と
も
に
辰
砂
も
多
く
必
要
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
大
神
奥
守

の
歌
は
当
時
の
そ
の
よ
う
な
話
題
を
連
想
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

池
田
朝
臣
氏
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
上
毛
野
朝
臣
と
同
祖
と
あ
り
、
上
毛
野
朝
臣
は
始
祖
伝

説
に
よ
れ
ば
渡
来
系
氏
族
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
池
田
朝
臣
も
お
そ
ら
く
渡
来
系
で
あ
ろ
う
。
歌
の
作
者
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の
名
前
は
忘
れ
た
と
あ
る
が
、
悪
口
を
言
い
交
わ
す
関
係
か
ら
み
る
と
大
神
朝
臣
奥
守
と
同
じ
年
に
少

し
遅
れ
て
従
五
位
下
と
な
っ
た
真
枚
と
い
う
人
物
で
は
な
い
か
。
池
田
朝
臣
真
枚
な
ら
ば
、
陸
奥
の
鎮

守
副
将
軍
に
も
任
ぜ
ら
れ
て
い
て
、
武
門
の
家
で
あ
る
大
伴
家
持
と
も
関
連
が
あ
る
か
ら
、
名
前
を
忘

失
し
た
と
書
く
の
は
不
自
然
で
、理
由
は
分
か
ら
な
い
が
意
図
的
に
明
か
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
猿
の
尻
笑
い
」
あ
る
い
は
「
お
ま
え
の
母
さ
ん
出
臍
」

悪
口
歌
が
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
見
え
て
、
巻
十
六
に
は
、
さ
ら
に
次
の
別
伝
の
一
組

を
掲
げ
て
い
る
。平

群
朝
臣
の
、
嗤
へ
る
歌
一
首

へ
ぐ
り
ノ
あ
そ
み

わ
ら

小
児
ど
も
草
は
な
刈
り
そ
八
穂
蓼
を
穂
積
の
朝
臣
が
腋
草
を
刈
れ

わ

ら

は

く
さ

か

や

ほ

た
で

ほ

づ

み

あ

そ

わ
き
く
さ

3842

＊
八
穂
蓼
を
⅂
た
く
さ
ん
穂
が
繁
る
蓼
の
意
で
「
穂
積
」
に
掛
か
る
枕
詞
。
ま
た
、

蓼
は
、
歌
の
分
脈
上
、
刈
り
取
ら
れ
る
雑
草
と
し
て
も
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

＊
腋
草
⅂
漢
字
の
表
記
か
ら
見
れ
ば
腋
毛
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
腋

臭
」
の
意
で

わ
き
く
さ

ワ
キ
ガ
だ
と
の
説
も
あ
る
。

穂
積
朝
臣
の
、
和
へ
た
る
歌
一
首

ほ
づ
み
ノ
あ
そ
み

こ
た

い
づ
く
に
ぞ
真
朱
掘
る
岡
薦

畳
平
群
の
朝
臣
が
鼻
の
上
を
掘
れ

ま

そ

ほ

を
か

こ
も
た
た
み
へ

ぐ

り

あ

そ

3843

＊
薦
畳
⅂
平
群
に
掛
か
る
枕
詞
。
「
薦
」
は

筵

な
ど
を
編
む
水
草
の
マ
コ
モ
を
指

こ
も

む
し
ろ

す
が
、
同
時
に
マ
コ
モ
で
製
し
た
敷
物
を
も
指
す
。
そ
の
敷
物
を
重
ね
た
も
の

が
「
薦
畳
」。
ま
た
、
敷
物
を
め
く
る
意
で
平
群
の
「
へ
ぐ
」（
は
ぐ
）
に
続
く
。

こ
の
別
伝
も
、
鼻
が
赤
い
こ
と
を
笑
う
歌
が
返
歌
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
。
一
つ
の
見
方
と
し
て
は
、
自
分
の
欠
点
を
棚
に
上
げ
て
他
人
を
そ
し
る
者
の
滑
稽
さ
を
表
わ
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
第
三
者
か
ら
見
る
と
、
ま
さ
に
「
猿
の
尻
笑
い
」
で
あ
る
。

大
舎
人
た
ち
の
戯
（
ざ
）
れ
歌

黒
き
色
を
嗤
咲
へ
る
歌
一
首

わ

ら

ぬ
ば
た
ま
の
斐
太
の
大
黒
見
る
ご
と
に
巨
勢
の
小
黒
し
思
ほ
ゆ
る
か
も

ひ

だ

お
ほ
ぐ
ろ

こ

せ

を

ぐ
ろ

お
も

3844

答
へ
し
歌
一
首

こ
た

駒
造
る
土
師
の
志
婢
麻
呂
白
く
あ
れ
ば
う
べ
欲
し
か
ら
む
そ
の
黒
色
を

こ
ま
つ
く

は

じ

し

び

ま

ろ

し
ろ

ほ

く
ろ
い
ろ

3845

右
の
歌
は
伝
へ
て
云
く
、
大
舎
人
土

師
宿
祢
水
通
、

字

を
志
婢
麻
呂
と
曰
ふ
も
の
有
り

い
は

お
ほ
と
ね
り
は
に
し
ノ
す
く
ね

み

み
ち

あ
ざ
な

し

び

ま

ろ

い

き
。
時
に
、
大
舎
人
巨
勢
朝
臣
豊

人
、
字

を
正
月
麻
呂
と
曰
ふ
も
の
と
巨
勢
斐
太
朝
臣
（
名

こ
せ
ノ
あ
そ
み
と
よ
ひ
と

あ
ざ
な

む
つ
き

ま

ろ

こ
せ
ノ
ひ
だ
ノ
あ
そ
み

字
は
忘
れ
た
り
。
嶋
村
大

夫
の
男
な
り
）
と
両
人
並
び
に
此

彼
皃
黒
色
な
り
き
。
是
に
、

ま
へ
つ
ぎ
み

こ
れ
か
れ
か
ほ

こ
こ

土
師
宿
祢
水
通
、
斯
歌
を
作
り
て
嗤
咲
ひ
け
れ
ば
、
巨
勢
朝
臣
豊
人
之
を
聞
き
て
即
ち
和

こ
の

わ

ら

こ
れ

こ
た

ふ
る
歌
を
作
り
て
酬
へ
咲
ひ
き
、
と
い
へ
り
。

こ
た

わ
ら
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＊
大
舎
人
⅂
前
述
の
と
お
り
で
、
律
令
に
規
定
さ
れ
た
中

務
省
の
職
員
で
、
左
右
の
大
舎
人

な
か
つ
か
さ

寮
に
属
し
、
定
員
は
各
八
百
人
。
宮
中
に
宿
直
し
て
雑
事
に
使
え
、
天
皇
の
行
幸
の

と
き
は
行
列
に
付
き
従
っ
た
。
大
伴
家
持
は
「
内
舎
人
」
だ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

内
舎
人
は
中
務
省
に
直
属
す
る
舎
人
で
定
員
は
九
十
人
。

＊
大
黒
、
小
黒
⅂
契
沖
は
、「
黒
」
は
馬
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
（
代
匠
記
）。
ま
た
、

巨
勢
斐
太
朝
臣
に
掛
け
て
「
斐
太
の
大
黒
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
飛
騨
地
方
産

こ
せ
ノ
ひ
だ
ノ
あ
そ
み

ひ

だ

お
ほ
ぐ
ろ

の
名
馬
を
思
わ
せ
て
い
る
と
も
解
さ
れ
て
い
る
。

＊
土
師
宿
祢
⅂
土
師
は
昔
か
ら
古
墳
の
周
り
に
立
て
る
埴
輪
を
製
作
し
て
き
た
人
々
で
、
そ
れ

を
管
轄
し
た
氏
族
。
人
物
埴
輪
や
馬
の
埴
輪
も
作
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
大
舎
人
た
ち
の
集
団
の
中
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
歌
に
ま
つ
わ
る
噂
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
と
に
宴
席
な
ど
で
は
、
こ
ん
な
歌
の
応
酬
を
し
て
、
た
あ
い
も
な
く
お
互
い
に
笑
い
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
笑
い
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
人
物
の
字
（
通
称
）
が
書
か
れ
て
い
る
点
も
、
こ

ん
な
戯
れ
歌
が
歌
わ
れ
た
の
が
、
気
楽
な
集
ま
り
の
場
面
で
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

成
り
上
が
り
者
の
身
体
的
特
徴
を
あ
し
ざ
ま
に
歌
に
う
た
っ
て
憂
さ
を
晴
ら
し
た
平
安
貴
族
の
話
よ

り
は
、
明
る
い
笑
い
が
響
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
『
平
家
物
語
』
の
「
殿
上
の
闇
討
ち
」

に
語
ら
れ
る
平
忠
盛
の
逸
話
で
は
、
忠
盛
が
舞
を
ま
っ
た
と
き
貴
族
た
ち
が
、「
伊
勢
瓶
子
（
へ
い
じ
）

は
酢
瓶
（
す
が
め
）
な
り
け
り
」
と
歌
っ
て
囃
し
た
と
い
う
。
平
忠
盛
は
伊
勢
に
勢
力
を
張
っ
た
の
で

伊
勢
平
氏
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
、
彼
は
斜
視
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
貴
族
た
ち
は
彼
の
こ
と
を
当
て

こ
す
っ
て
こ
ん
な
掛
け
詞
の
歌
で
囃
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
で
あ
る
。


