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安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に

「
万
葉
集
』
巻
十
六
・
銘
三
に
見
え
る
こ
の
歌
は
、
周
知
の
よ
う
に
短

い
物
語
を
伴
っ
て
い
る
。
陸
奥
国
を
訪
れ
た
葛
城
王
が
国
司
の
疎
略
な
接

待
に
怒
っ
た
が
、
釆
女
の
歌
に
よ
っ
て
機
嫌
を
直
す
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
歌
は
「
古
今
集
仮
名
序
」
に
よ
れ
ば
、
「
難
波
津
」
の
歌
と
と

も
に
手
習
歌
と
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
葛
城
王
は
橘
諸
兄
と
す
る

の
が
有
力
で
、
改
名
前
の
葛
城
王
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
諸

兄
（
六
八
四
-
七
五
四
）
が
橘
姓
を
称
す
る
の
は
七
三
六
年
以
降
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
話
は
ほ
ぼ
八
世
紀
前
半
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
歌
物
語
は
そ
の
骨
格
を
く
ず
す
こ
と
な
く
「
古
今
仮
名
序
」
に
受

け
継
が
れ
、
さ
ら
に
解
体
さ
れ
再
構
成
さ
れ
つ
つ
も
『
大
和
物
語
』
『
源

氏
物
語
』
、
『
今
昔
物
語
集
』
と
い
っ
た
平
安
時
代
の
多
様
な
作
品
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
影
を
落
と
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
「
大
納
言
の
娘
」
が
盗
ま
れ

る
話
に
な
っ
て
い
る
「
大
和
・
今
昔
』
に
は
も
は
や
釆
女
は
現
れ
ず
物
語

も
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ

る
」
の
歌
を
伝
え
て
い
る
点
で
は
、
『
万
葉
・
古
今
』
と
軌
を
一
に
す
る

儀
礼
と
私
宴

は
じ
め
に

特
集
・
拮
抗
と
流
動
の
古
代
文
学
ｌ
平
安
朝
文
学
の
胚
胎
と
し
て
の
８
世
紀
Ｉ

ｌ
葛
城
王
の
歌
語
り
Ｉ

の
で
あ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
「
若
紫
巻
」
で
は
光
源
氏
が
、

あ
さ
か
山
あ
さ
く
も
人
を
思
は
ぬ
に
な
ど
山
の
井
の
か
け
離
る
ら
む

と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
「
安
積
山
」
の
歌
の
本
歌
取
り
と
も

言
う
べ
き
作
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
後
、
物
語
は
「
大
納
言
の

孫
娘
」
（
若
紫
）
を
盗
み
出
す
と
い
う
展
開
を
見
せ
る
。
「
源
氏
物
語
』
に

お
い
て
は
「
大
和
・
今
昔
』
の
、
「
大
納
言
の
娘
」
を
盗
み
出
す
モ
チ
ー

フ
が
受
け
継
が
れ
つ
つ
、
歌
が
改
作
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
同
時
に
、
盗
み
出
さ
れ
た
「
大
納
言
の
孫
娘
」
若
紫
は
源
氏
に
よ
っ

て
手
習
い
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
わ
け
で
、
こ
の
部
分
で
は
「
古
今
仮
名

序
」
の
「
手
習
い
歌
」
の
モ
チ
ー
フ
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
歌
物
語
の

「
歌
」
と
「
物
語
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

（０１）

を
生
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
葛
城
王
の
歌
物
語
」
を
語
り
直
す
営
為
は
、
平
安
期
を
待
た

ず
に
、
す
で
に
八
世
紀
の
葛
城
王
と
同
時
代
、
『
万
葉
集
』
そ
れ
自
体
に

お
い
て
始
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の

歌
語
り
が
神
話
的
な
儀
礼
の
枠
組
み
を
保
ち
つ
つ
、
同
時
に
現
実
の
儀
礼

の
場
と
か
か
わ
り
な
が
ら
、
諸
兄
の
私
宴
に
お
い
て
あ
ら
た
な
歌
物
語
と

し
て
語
り
直
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
。

久
富
木
原
玲
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葛
城
王
の
話
と
よ
く
似
た
話
に
『
古
事
記
』
「
三
重
の
釆
女
」
説
話
が

（２）
あ
る
。
雄
略
天
皇
に
献
上
し
た
杯
に
葉
が
浮
い
て
い
た
の
で
、
天
皇
が
怒

っ
て
斬
り
殺
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
釆
女
が
歌
を
奉
っ
て
死
罪
を
免
れ
た

とい、フ話である。

ふ
た
つ
の
話
の
共
通
点
と
し
て
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る

①
宴
席
に
お
け
る
天
皇
（
王
）
の
怒
り

②
釆
女
が
歌
と
杯
（
水
）
で
怒
り
を
鎮
め
る

こ
れ
ら
に
は
似
た
よ
、
フ
な
話
の
型
が
存
在
し
た
こ
と
が
、
う
か
が
わ
れ
、
そ

こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
物
語
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
釆
女
説
話
の
ほ
と
ん
ど
は
天
皇
や
ト
ョ
ノ
ア
カ
リ
に
か
か
わ
っ
て
語

ら
れ
、
天
皇
自
身
が
登
場
し
て
死
罪
に
し
た
り
赦
し
た
り
す
る
な
ど
生
殺

与
奪
の
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
が
多
い
。
地
方
豪
族
の
妹
や

娘
を
人
質
と
し
て
差
し
出
し
た
釆
女
の
物
語
は
、
天
皇
に
対
す
る
服
属
儀

（３）

礼
の
陰
影
を
色
濃
く
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
安
積
山
」
の
「
宴
」
の
場
合
、
宮
廷
儀
礼
と

し
て
重
要
な
「
ト
ョ
ノ
ア
カ
リ
」
の
儀
式
と
は
趣
を
異
に
す
る
と
は
い

え
、
「
国
司
」
が
も
て
な
す
の
だ
か
ら
、
公
的
な
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
準

じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
歌
と
杯
で
王
の
怒
り
を
解
く

の
も
『
古
事
記
』
と
同
じ
で
あ
る
。
釆
女
は
天
皇
に
近
侍
し
て
酒
や
水
の

奉
仕
を
す
る
か
ら
、
「
杯
」
は
そ
の
職
掌
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
「
葛

城
王
の
歌
語
り
」
は
、
宮
廷
儀
礼
に
か
か
わ
る
歌
語
り
が
人
物
と
場
所
を

（４）

ず
ら
し
て
新
た
な
歌
語
り
と
し
て
創
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の

際
、
陸
奥
が
舞
台
に
な
っ
た
の
は
歌
に
「
安
積
山
」
の
地
名
が
あ
る
か
ら

｜
伝
承
さ
れ
た
歌
語
り
Ｉ
万
葉
集
巻
十
六
の
配
列
か
ら

当
然
と
し
て
も
、
葛
城
王
と
い
、
フ
人
物
が
選
び
取
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の

であろうか。

葛
城
王
橘
諸
兄
が
陸
奥
に
行
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
だ
が
、
王
が

遙
々
と
陸
奥
ま
で
出
か
け
て
い
く
か
ら
に
は
、
重
要
な
任
務
を
帯
び
て
い

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
『
続
日
本
紀
」
に
は
葛
城
王
そ
の
他

の
王
に
関
し
て
任
官
解
官
、
ま
た
こ
れ
に
類
す
る
公
的
な
記
録
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
陸
奥
へ
出
か
け
国
司
の
接
待
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
な
ぜ
記
録
に
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
公
式
の
も

の
で
は
な
く
て
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
『
万
葉
集
』
の
配
列
を

み
る
と
、
こ
の
歌
語
り
が
歴
史
的
事
実
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
ど
、
フ
か
に

（５）

つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
「
万
葉
集
」
巻
十
六
の
配
列
を
概

観
し
て
み
よ
う
。
こ
の
巻
は
「
有
由
縁
雑
歌
」
即
ち
物
語
的
な
歌
を
多
く

含
む
巻
で
、
平
安
時
代
の
物
語
の
先
駆
け
的
な
意
義
を
持
つ
と
同
時
に
伝

承
的
な
歌
を
数
多
く
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
は
巻
全
体
を
概
観
し
、
「
葛
城

王
の
歌
語
り
」
が
ど
の
よ
、
フ
な
位
置
に
あ
る
か
を
見
て
み
よ
、
フ
。

３

７

８

６

１

３

８

１

５

Ｃ
３
８
６
０
１
３
８
８
９

Ｂ
３
８
２
１
１
３
８
５
９

ａ
「
昔
」
で
始
ま
る
歌
語
り
雪
霊
-
銘
ｓ

ｌ桜児・綬児・竹取翁

（６）

脂Ｕ》鐸織》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》識四“つ③’四“骨切

鍵総繍鍵鱗鱗繍など

固
有
名
詞
が
明
ら
か
な
歌

ｌ
穂
積
親
王
・
河
村
王
・
佐
為
王
の
話
な
ど

- ３ -



特集・拮抗と 流動の古代文学

筑
前
ほ
か
、
地
方
が
舞
台
に
な
っ
た
歌

（
Ｃ
に
は
「
伝
云
」
一
例
み
え
る
銘
認
）

ご
く
お
お
ま
か
に
分
類
す
る
と
、
右
の
よ
、
フ
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

Ａ
は
「
昔
」
で
始
ま
る
歌
語
り
と
、
左
注
に
「
伝
云
」
を
持
つ
歌
語
り
か

ら
な
る
。
「
葛
城
王
の
歌
語
り
」
は
こ
の
Ａ
の
後
半
部
ｂ
に
配
さ
れ
て
い

る
が
、
固
有
名
詞
が
記
さ
れ
る
の
は
Ａ
全
体
に
お
い
て
、
葛
城
王
の
一
例

（７）

の
み
で
あ
る
。
個
人
を
特
定
す
る
名
前
が
明
記
さ
れ
る
の
は
Ｂ
歌
群
の
方

の
特
色
な
の
で
あ
っ
て
、
Ａ
の
ａ
に
お
け
る
桜
児
や
竹
取
翁
の
場
合
に

は
、
ま
さ
し
く
「
昔
」
話
的
な
物
語
の
中
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
名
前
で
あ

る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
現
実
的
な
一
個
人
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り

Ａ
全
体
の
中
で
、
葛
城
王
だ
け
が
特
定
可
能
な
人
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
巻
十
六
の
配
列
か
ら
す
れ
ば
、
特
定
で
き
る
個
人
に
ま
つ
わ
る
歌

語
り
は
Ｂ
群
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
Ｂ
群
に
は
親
王
や
王
に
か
か

わ
る
多
く
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
言
っ
て
も
Ｂ
群
に
配

さ
れ
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
Ａ
群
に
は
「
王
」
に
か
か
わ
る
話
は
皆
無
で

あ
り
、
ま
た
葛
城
王
の
話
は
「
宴
」
の
折
の
も
の
だ
が
、
Ａ
群
に
は

「
宴
」
の
場
で
詠
ま
れ
た
例
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
「
宴
」
の
歌
は
Ｂ

群
に
集
中
し
て
お
り
、
Ｂ
群
は
冒
頭
か
ら
「
宴
」
の
歌
で
始
ま
る
の
で
あ

ヲ（》◎し
か
も
Ｂ
群
に
は
葛
城
王
の
話
と
同
じ
く
「
伝
云
：
固
有
名
詞
」
の
左

（８）

注
を
持
つ
も
の
が
四
例
み
え
る
。

３
８
２
４
１
３
１
伝
云
…
長
忌
寸
意
吉
麿

３

８

３

７

伝
云
…
右
兵
衛

３
８
４
４
１
４
５
伝
云
．
：
大
舎
人
土
師
宿
祢
水
通
字
日
志
麿
：

３

８

５

７

伝云…繊議蕊

「
葛
城
王
の
歌
語
り
」
が
Ａ
群
に
配
さ
れ
た
の
は
や
は
り
神
話
的
な
伝

承
を
担
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
天
皇
で
は
な
く
王
の
話
に
ず
ら
し
た
か
た
ち

で
は
あ
る
が
、
『
古
事
記
」
「
三
重
の
釆
女
」
の
よ
う
に
歌
に
よ
っ
て
権
力

者
の
怒
り
を
鎮
め
る
と
い
う
基
本
的
な
構
造
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
が
、
Ｂ
群
の
最
後
に
あ
る
「
佐
為
王
」
の
歌
語
り
で
あ

四
例
目
の
「
佐
為
王
」
は
葛
城
王
橘
諸
兄
の
弟
で
あ
る
こ
と
も
考
え
併
せ

る
と
、
「
伝
云
・
・
・
固
有
名
詞
」
の
左
注
を
持
つ
も
の
は
Ｂ
群
に
置
か
れ
る

の
が
最
も
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
「
葛
城
王
の
歌
語
り
」
だ

け
が
Ａ
群
な
の
か
。
こ
れ
は
巻
十
六
全
体
の
配
列
か
ら
見
れ
ば
、
本
来
Ｂ

群
に
あ
る
は
ず
の
も
の
が
あ
え
て
Ａ
群
に
移
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
。
し
か
も
Ａ
群
に
置
か
れ
た
瞬
間
に
、
葛
城
王
は
特
定
の
個
人
で
は
な

く
、
歌
語
り
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
伝
承
上
の
人
物
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

即
ち
『
古
事
記
』
「
三
重
の
釆
女
説
話
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
天
皇

と
釆
女
に
関
す
る
遙
か
な
伝
承
を
色
濃
く
残
す
歌
語
り
と
し
て
、
で
あ

つ（》ｏＡ
群
に
お
け
る
葛
城
王
の
話
は
内
容
的
に
も
異
色
で
あ
る
。
こ
の
話
の

前
後
は
す
べ
て
恋
愛
證
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
葛
城
王
の
話
だ
け
が
例
外

で
、
こ
れ
が
ひ
と
つ
だ
け
割
り
込
ん
だ
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で

（９）
あ
る
。
Ａ
群
に
お
い
て
は
、
葛
城
王
の
話
だ
け
が
固
有
名
詞
を
伴
い
、
こ

れ
だ
け
が
「
宴
」
の
場
で
詠
ま
れ
、
こ
れ
ひ
と
つ
だ
け
が
恋
愛
謂
で
は
な

い
、
と
い
う
よ
う
に
「
葛
城
王
の
歌
語
り
」
は
形
式
的
に
も
内
容
的
に

も
、
ま
た
テ
ー
マ
の
面
に
お
い
て
も
異
例
づ
く
め
な
の
で
あ
る
。

二
佐
為
王
の
歌
語
り
と
諸
兄
の
私
宮
幸
ｌ
「
伝
云
」
の
場
合
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る
。
こ
れ
は
第
一
節
で
挙
げ
た
よ
、
フ
に
、
葛
城
王
の
話
と
同
様
に
「
伝
云

…
固
有
名
詞
」
の
体
裁
を
と
り
、
さ
ら
に
内
容
的
に
も
葛
城
王
の
話
と
類

似
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
佐
為
王
に
仕
え
る
脾
が
、
仕
事
の
た
め
に

夫
と
逢
え
な
い
こ
と
を
嘆
く
歌
を
「
高
声
吟
詠
」
し
、
こ
れ
を
哀
れ
に
思

っ
た
佐
為
王
は
以
後
、
彼
女
の
宿
直
を
免
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
王
に

奉
仕
す
る
女
が
歌
を
吟
詠
し
、
そ
れ
を
愛
で
た
王
が
女
を
許
す
と
い
う
の

は
、
「
葛
城
王
の
歌
語
り
」
と
軌
を
一
に
す
る
。
佐
為
王
に
仕
え
る
脾
は
、

歌
に
よ
っ
て
王
の
怒
り
を
解
い
た
「
安
積
山
の
釆
女
」
の
如
く
、
歌
に
よ

っ
て
王
か
ら
仕
事
を
免
除
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
の
話
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
あ
の
『
古
事
記
」

「
三
重
の
釆
女
」
の
話
と
も
通
底
す
る
。

（旧）

Ｂ
群
に
は
親
王
に
よ
っ
て
褒
美
が
与
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
が
、
佐
為
王

の
話
は
こ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
本
文
の
「
免
」
は
重
要
な
意
味
を

担
っ
て
お
り
、
単
な
る
褒
美
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
王
が
許
す
と
い
う

（Ⅱ）

と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
「
王
の
慈
悲
」
を
語
る
佐
為
王
の
話
は
、

葛
城
王
の
話
と
共
に
「
三
重
の
釆
女
」
型
の
歌
語
り
の
、
王
人
公
と
し
て
、

Ａ
群
と
Ｂ
群
に
そ
れ
ぞ
れ
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
格
好
に
な
っ
て
い
る
。

兄
弟
の
歌
語
り
に
お
い
て
、
王
が
す
ば
ら
し
い
歌
を
詠
ん
だ
者
を
許

す
、
免
じ
る
と
い
う
の
は
、
「
三
重
の
釆
女
」
型
の
歌
語
り
の
系
譜
に
位

置
す
る
。
葛
城
王
・
佐
為
王
の
話
は
「
三
重
の
釆
女
」
型
の
歌
語
り
を
継

承
し
、
兄
弟
は
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
場
を
共
有
し
て
い
た

のではないか。

橘
諸
兄
は
た
び
た
び
自
邸
で
宴
を
催
し
て
い
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る

の
は
、
『
万
葉
集
』
巻
六
の
、
諸
兄
が
右
大
臣
に
就
任
し
た
年
の
宴
で
あ

う（》◎

右
の
一
首
、
右
大
臣
伝
へ
て
云
は
く
、
故
豊
島
釆
女
が
歌
な

り
、
と
い
ふ
。

④
弓
雪
橘
の
本
に
道
踏
む
八
街
に
物
を
そ
思
ふ
人
に
知
ら

え
ず

秋
八
月
二
十
日
に
、
右
大
臣
橘
家
に
宴
す
る
歌
四
首

①
ご
塁
長
門
な
る
沖
つ
借
島
奥
ま
へ
て
我
が
思
ふ
君
は
千
歳

に
も
が
も

右
の
一
首
、
長
門
守
巨
曽
倍
対
馬
朝
臣

②
弓
誤
奥
ま
へ
て
我
を
思
へ
る
我
が
背
子
は
千
歳
五
百
歳
あ

り
こ
せ
ぬ
か
も

右
の
一
首
、
右
大
臣
の
和
ふ
る
歌

③
己
謡
も
も
し
き
の
大
宮
人
は
今
日
も
か
も
暇
を
な
み
と
里

に
出
で
ざ
ら
む

右
の
一
首
、
右
大
弁
高
橋
安
麻
呂
卿
語
り
て
云
は
く
、
故
豊
島

釆
女
が
作
な
り
、
と
い
ふ
。
た
だ
し
、
或
本
に
云
は
く
、
三
方

沙
弥
、
妻
苑
臣
に
恋
ひ
て
作
る
歌
な
り
、
と
い
ふ
。
然
ら
ば
則

ち
、
豊
島
釆
女
は
当
時
当
所
に
し
て
こ
の
歌
を
口
吟
へ
る
か
。

③
の
歌
の
左
注
に
よ
れ
ば
、
「
豊
島
釆
女
」
の
歌
を
諸
兄
そ
の
人
が
「
伝

云
」
し
て
い
る
。
さ
ら
に
次
の
④
の
作
は
、
高
橋
安
麻
呂
が
「
豊
島
の
釆

女
」
の
歌
だ
と
「
語
」
っ
て
い
る
。
客
の
安
麻
呂
は
主
人
諸
兄
に
応
じ

て
、
同
じ
「
豊
島
釆
女
」
歌
を
披
露
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
兄
邸
の
宴

に
お
い
て
「
釆
女
の
歌
」
二
首
が
披
露
さ
れ
、
う
ち
一
首
は
諸
兄
自
身
が

伝
え
、
も
う
一
首
も
同
じ
釆
女
の
作
と
「
語
」
ら
れ
る
歌
が
宴
に
参
集
し

た
者
に
よ
っ
て
披
露
さ
れ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
四
首
が
ど
の
よ
ミ
フ
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
み
て
み
る
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と
、
①
は
参
集
者
が
主
の
長
寿
を
言
祝
ぎ
、
②
は
こ
れ
に
対
し
て
主
が
応

え
、
③
④
で
は
釆
女
の
歌
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。
③
は
宮
廷
人
が
精
励
す

る
様
子
が
詠
ま
れ
、
④
は
恋
歌
で
、
一
見
、
対
応
し
て
い
な
い
よ
う
だ

が
、
諸
兄
の
姓
で
あ
る
「
橘
」
の
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
「
私
ど
も
は
、
橘
の
木
の
元
を
踏
み
行
く
八
街
の
道
の
よ
、
フ
に
、

（旧）

あ
な
た
様
を
あ
れ
や
こ
れ
や
と
お
慕
い
申
し
上
げ
て
い
る
」
と
い
う
祝
意

の
込
め
ら
れ
た
も
の
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
主
の
諸
兄
自
身
が
「
釆
女
」
の
歌
を
「
伝
云
」
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
伝
云
」
の
万
葉
集
に
お
け
る
用
例
は
限
ら

れ
て
い
て
、
左
注
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
前
掲
の
「
万
葉
集
』
巻
十

六
に
お
け
る
も
の
が
十
二
例
で
、
そ
の
他
は
四
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し

て
、
こ
の
四
例
に
諸
兄
の
例
も
入
る
。
合
計
十
六
例
中
、
「
伝
云
十

固
有
名
詞
」
の
組
み
合
わ
せ
は
十
四
例
し
か
な
い
が
、
そ
の
二
例
を
諸
兄

が
占
め
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
巻
十
六
以
外
の
四
例
の
う
ち
、
諸
兄
の
私

宴
に
お
け
る
前
掲
③
歌
を
除
い
た
残
り
の
三
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

巻
５
８
１
３
．
８
１
４
右
事
伝
言
、
那
珂
郡
伊
知
郷
表
嶋
人
建
部
牛

麻
呂
是
也

巻
１
２
３
０
９
８
右
一
首
、
平
群
文
屋
朝
臣
益
人
伝
云
、
昔
聞
、
紀

皇
女
穎
嫁
高
安
王
被
噴
之
時
、
御
作
此
歌
。
…

巻
巻
１
７
３
９
１
４
右
伝
云
、
一
時
交
遊
集
宴
。
此
日
此
処
、
雷
公
鳥

不
喧
。
佃
作
件
歌
以
陳
思
慕
之
意
、
但
其
宴

所
井
年
月
未
得
詳
審
也
。

一
首
目
は
神
功
皇
后
の
鎮
懐
石
伝
説
を
語
っ
た
「
牛
麻
呂
の
言
に
従
っ
て

詠
ん
だ
」
と
さ
れ
る
も
の
。
二
首
目
は
密
事
が
露
見
し
て
叱
ら
れ
た
皇
女

の
詠
を
聞
い
た
益
人
と
い
う
人
物
が
伝
え
た
も
の
。
三
首
目
は
家
持
の
日

録
的
な
部
分
で
、
他
人
か
ら
聞
い
た
歌
を
載
せ
た
も
の
。
つ
ま
り
、
こ
れ

ら
三
例
は
す
べ
て
人
か
ら
聞
い
た
歌
な
の
で
あ
る
．
特
に
一
首
目
の
神
功

皇
后
伝
説
は
「
那
珂
郡
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
土
地
の
人
が
憶
良
に
話
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
憶
良
は
「
実
は
こ
れ
御
裳
な
り
」
と
注
を
付
し
て
い

て
、
「
口
碑
よ
り
記
録
の
方
を
重
ん
じ
る
」
（
新
全
集
）
態
度
を
示
し
て
い

る
。
憶
良
は
筑
紫
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
を
記
し
つ
つ
、
記
録
と

も
照
合
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
二
首
目
は
特
殊
な
状
況
に
お
け

る
歌
を
聞
い
た
人
が
い
て
、
そ
れ
を
益
人
が
「
昔
聞
」
い
て
伝
え
た
も

の
。
三
首
目
は
家
持
自
身
が
伝
え
聞
く
機
会
の
あ
っ
た
も
の
か
と
考
え
ら

れている。
一
首
目
は
神
功
皇
后
伝
承
に
関
す
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
歌
語
り
で
あ

り
、
二
首
目
は
「
昔
」
起
こ
っ
た
皇
女
の
事
件
に
か
か
わ
っ
て
、
皇
女
そ

の
人
の
八
つ
当
た
り
に
も
似
た
怒
り
の
歌
を
伝
え
る
と
い
う
、
歌
に
ま
つ

わ
る
小
さ
な
、
し
か
し
印
象
深
い
語
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
伝

云
」
す
る
主
体
が
諸
兄
の
場
合
同
様
、
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
の
も
注
目

さ
れ
る
。
三
首
目
は
歌
の
詠
ま
れ
た
事
情
と
し
て
は
、
決
し
て
ド
ラ
マ
テ

ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
い
が
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
寄
せ
る
風
流
な
雰
囲
気
を

伝
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
巻
十
六
以
外
の
「
伝
云
」
の
三
つ
の
例
は
そ

れ
ぞ
れ
位
相
は
異
な
る
が
、
主
と
し
て
口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
こ
と
、
歌
の
場
（
地
域
）
や
歌
と
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
の
あ
る
人

物
が
伝
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
巻
六
の
諸
兄
の
宴
席
に
お
け
る
二
首

の
釆
女
歌
の
場
合
も
、
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
諸

兄
は
釆
女
の
歌
を
知
る
機
会
を
得
、
そ
れ
を
自
ら
「
伝
云
」
し
、
ま
た
釆

女
の
歌
を
「
語
云
」
の
を
直
接
聞
く
こ
と
の
で
き
る
場
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
釆
女
の
歌
が
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
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も
、
諸
兄
が
宴
の
場
で
「
伝
云
」
し
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
「
葛
城
王
の
歌
語
り
」
の
場
合
、
葛
城
王
は

「
伝
云
」
さ
れ
る
側
で
あ
る
が
、
諸
兄
邸
で
は
彼
自
身
が
「
伝
云
」
す
る

側
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
葛
城
王
が
諸
兄
な
ら
ば
、
『
万
葉
集
』

中
、
彼
だ
け
が
「
伝
云
」
し
「
伝
云
」
さ
れ
る
両
方
の
側
面
を
持
つ
唯
一

の
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
「
伝
云
」
は

い
ず
れ
も
釆
女
伝
承
を
伴
っ
て
お
り
、
「
宴
」
の
席
に
お
け
る
も
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
釆
女
の
歌
を
「
伝
云
」
し
且
つ
「
伝
語
」
さ
れ
る
、
歴
史

上
明
ら
か
な
天
平
十
年
八
月
の
諸
兄
の
私
宴
は
特
別
な
意
味
を
帯
び
て
立

ち
現
れ
て
く
る
。

『
万
葉
集
」
の
釆
女
伝
承
に
関
し
て
は
、
諸
兄
だ
け
が
主
体
と
な
っ
て

「
伝
云
」
し
、
同
時
に
客
体
と
な
っ
て
「
伝
云
」
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
彼
は
釆
女
の
歌
や
歌
語
り
に
な
ん
ら
か
の
か

た
ち
で
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
こ
に
は

「
王
」
と
い
う
出
自
も
密
接
に
関
与
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
葛
城
王
の
歌
語
り
」
は
「
三
重
の
釆
女
」
型
の
話
の
、
宴
の
場
所
を

宮
廷
か
ら
陸
奥
に
移
し
、
天
皇
を
王
に
ず
ら
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
。
諸
兄

の
弟
、
佐
為
王
の
歌
語
り
は
こ
れ
を
さ
ら
に
ず
ら
し
て
、
同
じ
パ
タ
ー
ン

を
示
す
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
諸
兄
兄
弟
は
釆
女
の
歌
語

り
を
伝
え
つ
つ
、
同
時
に
釆
女
伝
承
の
、
特
に
「
三
重
の
釆
女
」
型
の
話

を
あ
ら
た
に
語
り
直
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
、
う
で
な
け
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
歌
語
り
が
彼
ら
兄
弟
の
名
に
附
会

し
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
フ
。
特
に
佐
為
王
の
話
の
場
合
は
、
お
そ
ら

く
事
実
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
出
来
事
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ

る
。
そ
れ
は
伊
藤
博
が
説
く
よ
う
に
「
中
国
色
（
遊
仙
窟
）
を
背
景
に
据

え
な
が
ら
日
本
の
王
の
慈
愛
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
歌
は
、
近
習
の
脾
が
詠
ん
だ
と
い
、
フ
形
に
し
た

（脚）

も
の
で
、
実
作
者
は
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
」
こ
と
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
後
者
だ
と
す
れ
ば
、
葛
城
王
の
話
も
ま
た
、
彼
に
附
会

さ
れ
た
創
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め

に
佐
為
王
の
例
を
含
む
巻
十
六
Ｂ
群
の
「
伝
云
…
固
有
名
詞
」
の
体
裁
を

持
つ
四
例
の
左
注
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

①
巽
匿
右
一
首
、
伝
云
、
一
時
衆
集
宴
飲
也
。
紗
時
夜
漏
三
更
、
所
聞

狐
声
。
永
乃
衆
諸
誘
奥
麻
呂
日
、
関
此
撰
具
雑
器
狐
声
河
橋
等

物
但
作
歌
者
、
即
応
声
作
此
歌
也
。

②
銘
雪
右
歌
一
首
、
伝
云
、
有
右
兵
衛
姓
名
未
詳
、
多
能
歌
作
之
芸

也
。
干
時
府
家
備
設
酒
食
、
響
宴
府
官
人
等
。
払
是
撰
食
盛

之
、
皆
用
荷
葉
。
諸
人
酒
酎
歌
憐
賂
駅
、
乃
誘
兵
衛
云
、
関
其

荷
葉
而
作
歌
者
、
登
時
応
声
作
斯
歌
也
。

③
銘
踵
-
銘
盆
右
歌
者
、
伝
云
、
有
大
舎
人
土
師
宿
祢
水
通
、
字
日
志

脾
麻
呂
也
。
舩
時
大
舎
人
巨
勢
朝
臣
豊
人
字
日
正
月
麻
呂
、
与
巨

勢
斐
太
朝
臣
名
字
忘
之
也
、
嶋
村
大
夫
之
男
也
、
両
人
並
此
彼
貝
黒
色

焉
。
紗
是
土
師
宿
祢
水
通
作
斯
歌
唱
咲
者
、
而
巨
勢
朝
臣
豊
人
聞

之
、
即
作
和
歌
酬
咲
也

④
銘
雪
右
歌
一
首
、
伝
云
、
佐
為
王
有
近
習
脾
也
。
干
時
宿
直
不
暹
、

夫
君
難
遇
、
感
情
馳
、
結
系
恋
実
深
。
船
是
当
宿
之
夜
、
夢
裏
相

見
、
覚
痛
探
抱
曾
無
触
手
、
永
乃
硬
咽
高
声
吟
詠
此
歌
、
因
王
聞

之
哀
働
、
永
免
侍
宿
也
。
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す
べ
て
に
固
有
名
詞
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
だ

が
、
（
姓
は
な
く
て
も
、
名
前
は
記
録
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
名
前
が

わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
そ
の
旨
、
断
っ
て
い
る
）
、
さ
ら
に
四
例
中
、
三

例
ま
で
が
「
声
」
に
か
か
わ
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
①
は
狐
の
声
が

聞
こ
え
て
来
た
の
で
、
そ
の
「
声
に
応
じ
」
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

②
も
ま
た
「
応
声
」
し
て
作
ら
れ
た
と
あ
る
。
④
で
は
「
高
声
」
で
「
吟

詠
」
し
た
と
あ
る
。
①
②
は
宴
席
、
④
は
佐
為
王
の
私
邸
だ
が
、
い
ず
れ

も
歌
う
「
声
」
を
聞
い
て
い
る
。
③
に
は
「
声
」
の
語
は
な
い
が
、
そ
の

場
で
歌
を
掛
け
合
っ
て
笑
い
あ
う
様
子
が
見
て
と
れ
る
。
笑
い
声
が
充
満

す
る
場
な
の
で
あ
る
。

葛
城
王
の
話
に
は
「
声
」
の
語
は
見
え
な
い
が
、
釆
女
は
葛
城
王
の

「
膝
を
撃
ち
」
、
こ
の
歌
を
「
詠
」
ん
だ
と
あ
る
か
ら
、
④
の
「
吟
詠
」
と

ほ
ぼ
同
様
に
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
そ
こ
に
同
席
し
た
人
々
は

皆
、
そ
の
声
を
聞
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
、
フ
し
て
み
る
と
、
葛
城
王
の
話
が
Ａ
群
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
や

は
り
例
外
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
Ｂ
群
の
①
１
④
の
話
と
類
似
す
る
こ
と
が

わ
か
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ａ
群
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
回
的

な
宴
の
話
で
は
な
く
、
Ａ
群
の
特
色
と
し
て
あ
る
「
昔
」
と
い
う
時
間
の

堆
積
に
お
い
て
読
む
こ
と
を
要
請
す
る
。
記
紀
神
話
の
釆
女
伝
承
は
天

皇
・
国
家
と
の
息
を
呑
む
よ
う
な
緊
張
関
係
を
伝
え
て
い
る
が
、
葛
城
王

の
話
は
Ａ
群
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
、
フ
な
神
話
的
な
時
間

を
提
示
す
る
。
と
同
時
に
葛
城
王
と
い
う
固
有
名
詞
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
橘
諸
兄
に
よ
る
一
回
的
な
事
績
と
し
て
享
受
す
る
こ
と
も
可

能
に
な
る
。
「
葛
城
王
の
歌
語
り
」
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
性
を
帯
び
て

（旧）

い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
諸
兄
が
「
伝
云
」
し
た
歌
は
「
大
宮
人
は
暇
を
な
み
と
里

に
出
で
ざ
ら
む
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
宮
廷
に
仕
え
て
精
励

す
る
宮
廷
人
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
私
宴
で
披
露
す
る
と
い

う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
諸
兄
の
私

宴
で
は
天
皇
の
側
近
く
に
仕
え
る
釆
女
が
、
宮
廷
人
と
し
て
精
励
す
る
大

宮
人
を
詠
ん
で
い
る
歌
を
私
宴
で
「
伝
云
」
す
る
の
で
あ
り
、
あ
た
か
も

諸
兄
の
私
邸
を
宮
廷
に
擬
す
る
趣
が
あ
り
、
宮
廷
儀
礼
か
ら
私
宴
へ
の
巧

妙
な
ず
ら
し
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
う
一
首
の
豊
島
釆
女
の
歌
は
自
ら
の
秘
め
た
恋
を
詠
ん
で
お
り
、
こ

れ
も
ま
た
天
皇
に
仕
え
て
恋
も
ま
ま
な
ら
ぬ
釆
女
伝
承
の
一
翼
を
担
っ
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
は
諸
兄
の
宴
に
お
け
る
二
首
の
釆
女
歌
は
好
一
対
な

のである。
い
ず
れ
に
し
て
も
諸
兄
は
釆
女
関
係
の
歌
の
掌
握
と
、
こ
れ
を
語
り
変

え
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
を
再
生
産
し
て
い
く
場
に
関
与
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
佐
為
王
の
話
は
「
三
重
の
釆
女
」
・
「
葛

城
王
の
歌
語
り
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
、
豊
島
釆
女
の

「
暇
を
な
み
に
里
に
出
で
ざ
ら
む
」
に
対
応
し
た
歌
語
り
で
も
あ
る
。
暇

の
な
い
こ
と
を
嘆
く
配
下
の
者
に
暇
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
万
葉
集
に

は
「
大
宮
人
」
の
用
例
は
二
三
例
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
旧
都
を
偲
ぶ

歌
、
も
し
く
は
行
幸
の
際
の
歌
で
、
「
暇
」
の
用
例
は
右
歌
の
ほ
か
一
例

の
み
で
あ
る
。
も
う
一
例
は
こ
の
歌
と
は
逆
で
、
梅
を
か
ざ
し
て
「
野

遊
」
に
集
う
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
「
暇
」
の
語
は
み
え
な
い
が
、
宮
廷
の

外
へ
出
て
遊
ぶ
歌
は
、
ほ
か
に
二
例
、
月
を
愛
で
て
遊
ぶ
歌
口
弓
ｇ
、

海
で
砂
取
り
す
る
歌
（
届
邑
が
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
豊
島
釆
女

の
歌
だ
け
が
「
暇
」
が
な
く
て
「
里
」
（
私
宅
）
へ
帰
れ
な
い
と
詠
ん
で
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い
る
わ
け
で
、
ほ
か
の
大
宮
人
の
歌
と
は
趣
を
異
に
し
て
お
り
、
天
皇
に

近
侍
し
、
束
縛
の
大
き
か
っ
た
釆
女
の
立
場
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
と
し
て

享
受
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
主
に
仕
え
て
な
か
な
か
私
宅
へ
帰

れ
な
い
こ
と
を
嘆
く
の
が
発
端
に
な
っ
て
い
る
佐
為
王
の
話
は
、
こ
の
豊

島
の
釆
女
に
お
け
る
宮
廷
を
王
の
私
邸
に
ず
ら
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が

できる。
諸
兄
兄
弟
の
歌
語
り
は
「
三
重
の
釆
女
」
型
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

り
、
同
時
に
諸
兄
の
私
邸
は
釆
女
伝
承
を
披
瀝
、
集
成
す
る
場
と
し
て
機

能
し
、
天
皇
に
連
な
る
王
と
い
う
出
自
に
よ
っ
て
釆
女
の
歌
語
り
を
再
生

産
し
て
い
く
格
好
の
場
に
あ
っ
た
。

三
諸
兄
と
宮
廷
儀
礼

諸
兄
に
は
「
葛
城
王
」
の
歌
語
り
に
そ
の
名
が
組
み
込
ま
れ
る
、
あ
る

い
は
こ
の
歌
語
り
が
再
生
産
さ
れ
る
契
機
と
し
て
の
現
実
的
な
儀
礼
が
あ

っ
た
。
東
大
寺
大
仏
鋳
造
の
最
終
段
階
に
入
っ
た
天
平
二
十
一
年
二
月
、

陸
奥
国
か
ら
金
が
産
出
さ
れ
た
。
大
仏
に
塗
る
金
が
不
足
し
て
い
た
折
か

ら
、
同
年
四
月
、
聖
武
天
皇
は
皇
太
子
と
共
に
群
臣
・
百
官
を
引
き
連
れ

て
東
大
寺
に
行
幸
し
、
工
事
中
の
大
仏
を
前
に
陸
奥
国
か
ら
黄
金
が
出
た

こ
と
に
感
謝
す
る
宣
命
を
読
み
上
げ
さ
せ
た
。
こ
の
役
を
務
め
た
の
が
左

大
臣
橘
諸
兄
で
あ
り
、
そ
の
宣
命
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
み
え

つ（》Ｏ

斯
地
者
無
物
止
念
部
流
仁
。
聞
看
食
国
中
能
東
方
陸
奥
守
従
五
位
上

百
済
王
敬
福
伊
部
内
少
田
郡
仁
黄
金
出
在
奏
豆
献
。

金
が
出
た
の
は
、
陸
奥
国
の
百
済
王
敬
福
が
管
轄
す
る
内
少
田
郡
で
あ
っ

た
。
陸
奥
・
王
・
諸
兄
の
三
要
素
が
こ
こ
に
揃
っ
て
い
る
。
諸
兄
は
実
際

に
陸
奥
へ
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
大
仏
建
立
時
に
黄
金
が
出
た
こ
と
に
感

謝
す
る
、
そ
の
記
念
す
べ
き
行
幸
で
宣
命
を
読
み
上
げ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
陸
奥
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
金
が
出
た
の

は
百
済
王
敬
福
管
轄
の
地
で
あ
っ
た
。
従
五
位
上
で
あ
っ
た
彼
は
、
こ
の

後
従
三
位
に
な
り
、
陸
奥
国
は
調
庸
を
三
年
間
に
わ
た
っ
て
免
じ
ら
れ
て

い
る
。
金
の
産
出
が
い
か
に
大
き
な
功
績
と
さ
れ
た
か
が
わ
か
る
。

そ
し
て
大
仏
の
前
で
群
臣
・
百
官
を
従
え
て
宣
命
を
読
む
諸
兄
も
同
じ

く
「
王
」
で
あ
る
。
ふ
た
り
の
「
王
」
が
天
皇
の
宣
命
を
媒
体
と
し
て
結

び
つ
く
。
「
葛
城
王
」
の
名
は
、
こ
の
出
来
事
を
契
機
と
し
て
陸
奥
と
結

合
し
、
さ
ら
に
天
皇
の
言
葉
で
あ
る
宣
命
を
読
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
天
皇
に
代
わ
る
立
場
に
立
つ
。
そ
う
し
た
立
場
は
「
王
」
で
あ
る
彼

の
出
自
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。

釆
女
に
ま
つ
わ
る
歌
語
り
を
「
伝
云
」
し
、
ま
た
「
伝
語
」
さ
せ
る
場

を
持
っ
て
い
た
諸
兄
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
陸
奥
国
と
結
び
つ
け
ら
れ
、

（
あ
る
い
は
結
び
つ
け
）
、
彼
自
身
が
陸
奥
国
へ
出
か
け
て
釆
女
の
歌
を
聞

い
た
と
い
う
話
が
創
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

Ｇ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
●
ｏ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ

「
葛
城
王
の
歌
語
り
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
『
古
事
記
」
「
三
重
の
釆

女
」
神
話
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
ト
ョ
ノ
ア
カ
リ
」
の
宮
廷
儀
礼
に
か

か
わ
っ
て
伝
承
さ
れ
、
さ
ら
に
釆
女
の
歌
を
伝
え
る
私
宴
の
場
を
有
し
て

い
た
諸
兄
に
附
会
さ
れ
て
彼
の
周
辺
で
語
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
実
際
の
彼
の
私
宴
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
た
釆
女
の
歌
二
首
も
釆
女
の
宮

廷
に
お
け
る
立
場
の
厳
し
さ
を
表
白
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、

宮
廷
伝
承
の
一
角
を
な
す
釆
女
説
話
が
私
宴
を
媒
介
に
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
諸
兄
の
私
宴
は
釆
女
の
歌
語
り
を
生
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成
、
再
生
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
「
葛
城
王
の

歌
語
り
」
は
神
話
的
儀
礼
空
間
の
緊
張
感
を
残
し
つ
つ
、
天
皇
か
ら
王

へ
、
宮
廷
か
ら
地
方
へ
と
ず
ら
し
つ
つ
語
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
弟
の
佐
為

王
の
歌
語
り
に
お
い
て
は
宴
の
場
が
消
え
、
さ
ら
に
罪
を
許
す
、
怒
り
を

鎮
め
る
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
王
の
配
下
の
者
に
対
す
る
同
情
・
慈
愛
へ
と

重
心
が
移
っ
て
緊
張
感
が
緩
や
か
に
な
っ
て
い
る
。

「
佐
為
王
の
歌
語
り
」
を
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
眺
め
た
場
合
、
「
葛
城

王
の
歌
語
り
」
と
同
じ
枠
組
を
持
ち
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
「
釆
女
」
の
要
素

が
抜
け
落
ち
て
い
く
瞬
間
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

「
佐
為
王
の
歌
語
り
」
は
釆
女
が
登
場
し
な
い
『
大
和
・
今
昔
』
、
さ
ら
に

『
源
氏
物
語
」
「
若
紫
巻
」
と
は
、
か
な
り
の
階
梯
が
あ
る
も
の
の
、
天
皇

か
ら
王
へ
、
王
か
ら
大
納
言
の
（
孫
）
娘
の
話
へ
と
ず
ら
さ
れ
な
が
ら
あ

ら
た
な
物
語
が
生
成
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
動
態
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
歌
と
物
語
は
必
ず
し
も
、
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
し
て
固
定
さ
れ
て
語
り

直
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
釆

女
伝
承
ｌ
安
積
山
の
歌
語
り
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
「
源
氏
研
究
」
９

（
近
刊
）
に
お
い
て
述
べ
た
。

（
２
）
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
話
が
類
似
す
る
こ
と
自
体
、
ほ
と

ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
早
く
は
澤
潟
久
孝
『
万
葉
集
注

釈
』
、
最
近
で
は
伊
藤
博
『
万
葉
集
騨
注
」
（
以
下
、
『
稗
注
』
と
記

す
）
に
見
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。
後
者
に
は
、
「
話
の
骨
格
が
酷
似

す
る
」
と
か
、
「
葛
城
王
と
釆
女
の
間
に
は
古
く
か
ら
続
く
流
れ
が

あ
っ
て
、
平
安
朝
以
降
に
ま
で
伝
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
す

る
な
ど
、
や
や
詳
し
い
解
説
が
あ
る
も
の
の
、
古
事
記
・
万
葉
集
相

互
の
関
係
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
話
に
と
っ

て
重
要
な
意
味
を
担
う
釆
女
説
話
そ
の
も
の
に
お
け
る
分
析
も
な
さ

れ
て
い
な
い
。
万
葉
集
の
注
釈
書
と
い
う
性
格
も
あ
る
が
、
そ
も
そ

も
、
記
紀
の
釆
女
説
話
と
万
葉
集
に
載
る
歌
物
語
に
つ
い
て
文
学
的

に
解
明
す
る
試
み
が
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
釆
女
説
話
は
歴

史
学
の
対
象
と
し
て
（
門
脇
禎
二
・
磯
貝
正
義
な
ど
）
、
あ
る
い
は

神
の
女
と
し
て
信
仰
的
民
俗
学
的
に
捉
え
る
（
折
口
信
夫
）
か
、
あ

る
い
は
こ
の
ふ
た
つ
の
方
法
を
融
合
さ
せ
て
論
じ
る
と
い
う
ア
プ
ロ

ー
チ
は
あ
る
（
岡
田
精
司
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
・
倉
塚
曄

子
『
巫
女
の
文
化
』
・
保
坂
達
雄
『
神
と
巫
女
の
古
代
伝
承
論
」
）

が
、
釆
女
の
歌
語
り
が
ど
の
よ
う
に
し
て
創
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き

た
の
か
、
文
学
的
視
座
か
ら
あ
ら
た
め
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
後
者
の
方
法
に
よ
る
最
近
の
成
果
で

あ
る
保
坂
達
雄
「
釆
女
」
『
神
と
巫
女
の
古
代
伝
承
論
』
は
、
「
倭
姫

命
世
記
」
に
拠
っ
て
釆
女
と
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
関
連
に
言
及
し
て
い

る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
地
方
豪
族
の
娘
と
し
て
の
釆
女
が
天
皇
家
の

祖
霊
神
ア
マ
テ
ラ
ス
に
奉
仕
す
る
巫
女
と
し
て
組
み
替
え
ら
れ
て
い

く
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
門
脇
禎
二
『
釆
女
』
・
磯
貝
正
義
『
郡
司
及
び
釆
女
制
度
の
研
究
』

な
ど
で
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。

（
４
）
歌
語
り
が
人
物
と
場
所
が
入
れ
替
わ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
く
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
折
口
信
夫
「
真
間
・
蔵
屋
の
昔
語
り
」
『
折
口

信
夫
全
集
』
第
二
九
巻
に
説
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
片
桐
洋
一
は
場

所
や
人
の
相
違
に
よ
っ
て
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
に
な
る
こ
と
、
さ
ら

に
そ
の
形
や
内
容
を
異
に
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
物
語
が
い
と
も
簡
単
に

結
合
す
る
こ
と
を
豊
富
な
例
に
基
い
て
説
い
て
い
る
（
「
歌
物
語
の
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発
生
と
展
開
」
『
伊
勢
物
語
の
研
究
」
〔
研
究
篇
〕
）
。

（
５
）
磯
貝
正
義
「
陸
奥
釆
女
と
葛
城
王
」
『
郡
司
及
び
釆
女
制
度
の
研

究
」
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
葛
城
王
は
諸
兄
に
相
違
な
い
と
し
、
現

在
の
通
説
に
な
っ
て
い
る
。

（
６
）
Ａ
の
ｂ
に
は
、
「
伝
：
昔
」
と
み
え
る
も
の
が
二
例
（
銘
易
．
麓
ご
）

あ
り
、
い
わ
ば
ａ
と
ｂ
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
７
）
Ａ
群
に
は
娘
の
姓
が
車
持
氏
だ
と
す
る
も
の
が
一
例
み
え
る

命
雷
巴
が
、
こ
れ
は
個
人
を
特
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
８
）
「
伝
」
十
六
例
中
、
一
例
は
「
伝
言
」
、
ほ
か
に
「
伝
調
」
九
、

「
伝
読
」
二
例
が
あ
る
。
『
万
葉
集
鐸
注
」
（
以
下
、
稗
注
と
略
す
）

は
、
大
き
く
「
伝
謂
型
と
伝
云
型
」
に
分
類
し
て
、
前
者
に
つ
い
て

は
「
歌
そ
の
も
の
を
吟
謂
す
る
」
と
い
う
点
に
比
重
が
置
か
れ
た
も

の
で
、
後
者
は
歌
の
由
来
に
興
味
を
置
い
た
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
語

り
の
場
を
反
映
す
る
語
」
会
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
上
古
代
和
歌

史
研
究
５
』
巨
守
』
ミ
ペ
）
と
説
く
。

（
９
）
釆
女
説
話
に
は
悲
恋
を
テ
ー
マ
に
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
葛
城
王
の
話
は
釆
女
の
悲
恋
伝
承
の
連
想
か
ら
置
か
れ
た
も

の
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
話
の
す
ぐ
後
に
愛
さ
れ
な
く
な
っ
た

女
の
嘆
き
の
歌
が
続
く
こ
と
か
ら
も
、
釆
女
説
話
に
よ
る
連
想
に
よ

っ
て
置
か
れ
た
可
能
性
も
一
応
は
考
え
て
お
き
た
い
。

（
皿
）
舎
人
親
王
が
歌
の
褒
美
に
「
銭
二
千
文
」
を
取
ら
せ
た
例
が
み
え

る
ａ
髭
里
謡
宅
）

（
ｕ
）
『
稗
注
』
に
よ
る
。

（
皿
）
巻
十
六
に
は
「
伝
語
る
」
と
い
う
表
現
は
み
え
ず
、
歌
語
り
的
な

も
の
を
記
す
場
合
に
は
「
昔
」
「
伝
云
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ

が
、
こ
こ
で
は
諸
兄
の
「
伝
云
」
に
応
じ
て
「
伝
語
」
と
さ
れ
て
い

る
の
で
、
ほ
ぼ
同
じ
用
法
と
み
て
よ
い
。

（
過
）
「
」
内
引
用
は
『
騨
注
』
。
な
お
、
同
書
は
、
こ
の
時
の
諸
兄
の

私
宴
歌
は
（
申
上
④
の
歌
だ
け
で
は
な
く
、
本
来
は
十
一
首
か
ら
な

り
、
巻
六
①
Ｔ
入
④
の
ほ
か
、
巻
八
園
三
-
ぷ
ぎ
の
七
首
が
あ
る
と
し

て
次
の
よ
う
に
説
く
。
諸
兄
歌
③
の
前
に
は
当
日
の
宴
の
終
わ
る
の

を
い
と
お
し
ん
で
い
る
気
持
ち
を
託
し
た
と
考
え
ら
れ
る
二
首
が
置

か
れ
て
い
て
、
諸
兄
は
こ
れ
に
対
し
て
、
釆
女
の
古
歌
を
朗
調
し
、

「
あ
な
た
は
宴
の
果
て
る
の
を
い
た
く
悲
し
ん
で
お
ら
れ
る
が
、
わ

れ
ら
は
一
般
の
大
宮
人
と
違
い
、
今
日
、
み
ん
な
で
歓
を
尽
く
し
え

て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
に
寂
し
が
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う

意
を
込
め
、
④
は
こ
の
諸
兄
に
応
え
て
「
そ
う
言
え
ば
、
同
じ
釆
女

に
こ
ん
な
歌
も
あ
り
ま
す
」
と
い
う
次
第
で
披
露
さ
れ
た
と
す
る
。

卓
見
だ
と
思
う
が
、
本
稿
で
は
諸
兄
の
「
伝
云
」
に
着
目
し
て
違
う

角
度
か
ら
論
を
進
め
て
い
く
。

（
Ｍ
）
『
程
注
」
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
の

色
濃
い
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
「
こ
の
話
は
中
国
色
を
背
景
に
据
え

な
が
ら
日
本
の
王
の
慈
愛
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た

のであろう。」と説く。

（
巧
）
契
沖
は
初
稿
本
『
万
葉
代
匠
記
』
に
よ
っ
て
、
非
諸
兄
説
の
祖
と

な
っ
た
が
、
そ
の
精
撰
本
『
万
葉
代
匠
記
」
で
は
諸
兄
説
へ
と
反
転

し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
端
は
、
こ
の
二
重
性
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
契
沖
の
説
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
予
定
。

な
お
、
本
稿
の
初
稿
返
送
直
後
の
和
歌
文
学
会
一
月
例
会
に
お
い

て
、
本
論
を
含
む
口
頭
発
表
（
「
安
積
山
の
歌
語
り
ｌ
記
紀
万
葉
か

ら
源
氏
物
語
へ
ｌ
」
）
を
行
っ
た
。
そ
の
席
上
、
田
中
大
士
氏
よ
り
、

歌
語
り
の
享
受
と
万
葉
集
の
配
列
と
は
レ
ベ
ル
が
異
な
り
、
二
重
の

享
受
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
の
指
摘
を
受
け
た
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
考
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。
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