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１　

は
じ
め
に　

久
邇
京
讃
歌
の
特
殊
性

左
に
掲
げ
た
歌
は
、
万
葉
集
巻
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
讃
久
邇

新
京
歌
」（
以
下
久
邇
京
讃
歌
と
す
る
）
と
題
さ
れ
る
歌
で
あ
る（

�
（

。
天
平

十
二
年
か
ら
十
六
年
ま
で
の
ほ
ん
の
数
年
ほ
ど
の
間
だ
け
都
と
な
っ

た
久
邇
京
を
讃
え
た
歌
で
あ
る
。

　
　
　

讃
久
邇
新
京
歌
二
首
［
并
短
歌
］

ⅰ
現あ
き

つ
神　

わ
ご
大
君
の　

天
の
下　

八
島
の
中
に　

国
は
し

も　

多さ
は

く
あ
れ
ど
も　

里
は
し
も　

多
に
あ
れ
ど
も　

山
並

の　

宜
し
き
国
と　

川か
は
な
み次
の　

た
ち
合
ふ
郷
と　

山
城
の　

鹿か
せ
や
ま

背
山
の
際ま

に　

ⅱ
宮
柱　

太
敷
き
奉ま
つ

り　

高
知
ら
す　

布ふ
た
ぎ当

の
宮
は　

ⅲ
川
近
み　

瀬
の
音
ぞ
清
き　

山
近
み　

鳥
が
音ね

と

よ
む　

秋
さ
れ
ば　

山
も
と
ど
ろ
に　

さ
男
鹿
は　

妻
呼
び
響と
よ

め　

春
さ
れ
ば　

岡を
か
へ辺
も
し
じ
に　

巌い
は
ほに
は　

花
咲
き
を
を
り

　

あ
な
お
も
し
ろ　

布
当
の
原　

い
と
貴た
ふ
と　

大
宮
所　

う
べ
し

こ
そ　

わ
ご
大
君
は　

ⅳ
君
之
随　

聞
か
し
給
ひ
て　

さ
す
竹

の　

大
宮
此
処
と　

定
め
け
ら
し
も	

（
６
・
一
〇
五
〇
）

　
　
　

反
歌
二
首

三み

か日
の
原
布ふ
た
ぎ当
の
野の

へ辺
を
清
み
こ
そ
大
宮
所
〔
一あ
る

は
云
は
く　

こ
こ
と
標し
め

さ
し
〕
定
め
け
ら
し
も	

（
一
〇
五
一
）

山
高
く
川
の
瀬
清
し
百も
も
よ世
ま
で
神か
む

し
み
行
か
む
大
宮
所（

一
〇
五
二
）

わ
ご
大
君　

神
の
命み
こ
との　

高
知
ら
す　

布ふ
た
ぎ当
の
宮
は　

百も
も
き樹
な

し　

山
は
木こ
だ
か高
し　

落
ち
激た
ぎ

つ　

瀬
の
音と

も
清
し　

鴬
の　

来

田
辺
福
麻
呂
の
久
邇
京
讃
歌
と
六
合

塩
沢　

一
平
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鳴
く
春
べ
は　

巌い
は
ほに
は　

山
し
た
光
り　

錦
な
す　

花
咲
き
を

を
り　

さ
男
鹿
の　

妻
呼
ぶ
秋
は　

天あ
ま
き霧
ら
ふ　

時
雨
を
い
た

み　

さ
丹に

つ
ら
ふ　

黄も
み
ち葉
散
り
つ
つ　

八や
ち
と
せ

千
年
に　

生あ

れ
つ
が

し
つ
つ　

天
の
下　

知
ら
し
め
さ
む
と　

百も
も
よ代
に
も　

易か
は

る
ま

し
じ
き　

大
宮
所	

（
一
〇
五
三
）

　
　
　
ⅴ
反
歌
五
首

泉
川
ゆ
く
瀬
の
水
の
絶
え
ば
こ
そ
大
宮
所
移
ろ
ひ
往
か
め

（
一
〇
五
四
）

布ふ
た
ぎ
や
ま

当
山
山や
ま
な
み並
見
れ
ば
百も
も
よ代
に
も
易か
は

る
ま
し
じ
き
大
宮
所

	

（
一
〇
五
五
）

を
と
め
等
が
績う
み
を
か

麻
懸
く
と
い
ふ
鹿か

せ背
の
山
時
の
往
け
れ
ば
京み
や
こ師

と
な
り
ぬ	

（
一
〇
五
六
）

鹿か

せ背
の
山
樹こ
だ
ち立
を
繁
み
朝
去
ら
ず
来
鳴
き
と
よ
も
す
鴬
の
声

	
（
一
〇
五
七
）

狛こ
ま
や
ま山
に
鳴
く
霍ほ
と
と
ぎ
す

公
鳥
泉
川
渡わ
た
りを
遠
み
此
処
に
通
は
ず
〔
一あ
る

は
云

は
く
、
渡
り
遠
み
か
通
は
ず
あ
る
ら
む
〕	

（
一
〇
五
八
）

こ
の
久
邇
京
讃
歌
は
、
不
思
議
な
歌
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
主
な

点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

（
１	

）
長
歌
か
ら
な
る
都
城
讃
歌
は
、
い
く
つ
か
あ
る
が
、
唯
一
二

組
の
長
反
歌
か
ら
な
る
都
城
讃
歌
で
あ
る
。

（
２	

）
冒
頭
が
、
傍
線
部
ⅰ
「
現
つ
神　

わ
ご
大
君
」
の
よ
う
に
、

集
中
孤
例
を
な
す
「
現
つ
神
」
か
ら
始
ま
る
。

（
３	

）
宮
殿
造
営
は
、
一
般
に
「
宮
柱　

太
敷
き
い
ま
す
」
の
よ
う

に
天
皇
を
主
体
と
し
、
尊
敬
の
形
で
表
現
す
る
の
に
対
し
て
、

当
該
歌
で
は
、
傍
線
部
ⅱ
「
宮
柱　

太
敷
き
奉
り
」
の
よ
う
に

謙
譲
語
が
用
い
ら
れ
、奉
仕
者
を
主
体
と
し
た
形
が
見
ら
れ
る
。

（
４	

）
第
一
長
歌
の
傍
線
部
ⅲ
「
川
近
み
…
…
」
以
下
の
表
現
は
、

山
川
や
季
節
の
対
が
、
川
→
山
、
秋
→
春
の
順
と
な
っ
て
い
て
、

対
句
の
常
套
的
表
現
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
５	

）
傍
線
部
ⅳ
の
よ
う
に
、
集
中
孤
例
を
な
す
「
君
之
随
」
と
い

う
表
現
が
見
ら
れ
、そ
の
訓
み
と
意
味
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
６	

）
都
城
讃
歌
や
離
宮
讃
歌
の
長
歌
に
対
す
る
反
歌
は
、
二
首
の

も
の
が
多
く
、一
首
の
場
合
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
当
該
歌
は
、

傍
線
部
ⅴ
の
よ
う
に
、
第
二
長
歌
に
対
す
る
反
歌
が
五
首
か
ら

な
る
。

（
７	

）
二
群
の
長
反
歌
の
対
応
は
、
都
城
讃
歌
で
は
な
い
、
二
群
か

ら
な
る
柿
本
人
麻
呂
の
石
見
相
聞
歌
の
構
造
を
援
用
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る（

�
（

。

こ
の
よ
う
に
、
非
常
に
独
自
な
色
彩
を
持
つ
、
長
反
歌
で
あ
る
。

今
回
は
、
主
に
（
３
）
か
ら
（
５
）
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
考
え
て
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い
く
こ
と
と
す
る
。

２　

宮
柱　

太
敷
き
奉
り

ま
ず
（
３
）
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば

吉
井
巌
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
福
麻
呂
以

前
の
歌
は
、
国
見
歌
か
ら
の
選
択
的
発
想
に
つ
づ
け
て
、
国
見
者
ま

た
は
讃
美
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
天
皇
の
主
体
的
行
為
が
歌
わ
れ
る

の
に
対
し
て
、
福
麻
呂
歌
で
は
、

「
宮
柱
太
し
き
ま
つ
り
」
と
宮
柱
を
立
て
る
行
為
が
臣
従
者
の
行

為
と
し
て
、
謙
譲
の
意
を
示
す
補
助
動
詞
マ
ツ
ル
を
付
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
新
京
経
営
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
で
は
天
皇
の

主
体
的
行
為
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
姿
は
き
わ
め
て
受
動
的
消
極

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る（

�
（

。

と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
を
都
城
・
離
宮
讃
歌
の
典
型

と
考
え
る
な
ら
ば
、
左
の
①
ⅰ
の
よ
う
に
「
宮
柱　

太
敷
き
ま
せ
ば
」

と
天
皇
自
身
の
行
為
と
し
て
述
べ
る
も
の
に
比
べ
て
、
当
該
歌
の
天

皇
讃
美
は
間
接
的
で（

（
（

あ
る
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

①　

吉
野
の
宮
に
幸い
で
まし
し
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麿
の
作
れ
る
歌

や
す
み
し
し　

わ
ご
大
君
の　

聞
し
食め

す　

天
の
下
に　

国
は

し
も　

多さ
は

に
あ
れ
ど
も　

山
川
の　

清
き
河か
ふ
ち内
と　

御
心
を　

吉
野
の
国
の　

花
散
ら
ふ　

秋
津
の
野
辺
に　

ⅰ
宮
柱　

太
敷

き
ま
せ
ば　

ⅱ
百も
も
し
き

磯
城
の　

大
宮
人
は　

船ふ
な
な並
め
て　

朝
川
渡

り　

舟ふ
な
き
ほ競
ひ　

夕
河
渡
る　

こ
の
川
の　

絶
ゆ
る
こ
と
な
く　

こ
の
山
の　

い
や
高
知
ら
す　

水み
ず
た
ぎ激
つ　

滝た
ぎ

の
都
は　

見
れ
ど

飽
か
ぬ
か
も	

（
１
・
三
六
）

は
た
し
て
、本
当
に
天
皇
の
姿
は「
受
動
的
消
極
的
な
も
の
」で「
天

皇
讃
美
は
間
接
的
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

当
該
歌
は
、「
宮
柱　

太
敷
き
奉
り
」
と
臣
下
の
行
為
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
直
後
に
「
高
知
ら
す　

布
当
の
宮
は
」
が
配
さ
れ
、

天
皇
の
主
体
的
行
為
も
歌
わ
れ
て
い
る
。
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌

第
一
長
歌
①
で
は
、
ⅰ
で
宮
殿
の
柱
を
立
て
統
治
す
る
天
皇
の
行
為

が
歌
わ
れ
た
直
後
に
、
波
線
部
ⅱ
の
よ
う
に
、
朝
夕
に
川
に
繰
り
出

す
姿
を
通
し
て
、
大
宮
人
の
奉
仕
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
天
皇
の
統
治
と
、
臣
従
者
の
奉
仕
は
も
う
少
し
注
意
が
払
わ

れ
て
よ
か
ら
ろ
う
。
宮
廷
讃
歌
・
離
宮
讃
歌
を
少
し
く
追
っ
て
み
る

こ
と
と
し
よ
う
。

②
の
「
藤
原
宮
の
御
井
の
歌
」
で
は
、
②
ⅰ
の
よ
う
に
、
藤
原
宮

で
統
治
を
開
始
し
、
国
見
を
す
る
天
皇
の
行
為
の
み
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
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②　

藤
原
宮
の
御み

ゐ井
の
歌

や
す
み
し
し　

わ
ご
大お
ほ
き
み王　

高
照
ら
す　

日
の
御み

こ子　

荒あ
ら
た
へ栲
の

　

藤
井
が
原
に　

ⅰ
大お
ほ
み
か
ど

御
門　

始
め
給
ひ
て　

埴は
に
や
す安
の　

堤
の

上
に　

あ
り
立
た
し　

見め

し
給
へ
ば　

大
和
の　

青あ
を
か
ぐ
や
ま

香
具
山
は

　

日
の
経た
て

の　

大
御
門
に　

春
山
と　

繁し
み

さ
び
立
て
り　

畝う
ね
び火

の　

こ
の
瑞み
づ
や
ま山
は　

日
の
緯よ
こ

の　

大
御
門
に　

瑞
山
と　

山
さ

び
い
ま
す　

耳み
み
な
し成
の　

青あ
を
す
が
や
ま

菅
山
は　

背そ
と
も面
の　

大
御
門
に　

宜

し
な
へ　

神
さ
び
立
て
り　

名
ぐ
は
し　

吉
野
の
山
は　

影か
げ
と
も面

の　

大
御
門
ゆ　

雲
居
に
そ　

遠
く
あ
り
け
る　

高
知
る
や　

天あ
め

の
御
蔭　

天
知
る
や　

日
の
御
蔭
の　

水
こ
そ
ば　

常
と
こ
し
へに
あ

ら
め　

御
井
の
清
水	

（
１
・
五
二
）

ま
た
、
後
に
示
し
た
③
の
「
藤
原
宮
の
役
民
の
作
れ
る
歌
」
で
は
、

③
ⅰ
の
よ
う
に
国
見
を
し
よ
う
と
し
、
統
治
し
よ
う
と
す
る
天
皇
の

意
志
を
述
べ
る
形
で
、天
皇
主
体
の
行
為
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、

波
線
部
③
ⅱ
の
よ
う
に
、
役
民
の
奉
仕
も
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も

こ
の
奉
仕
と
は
、
伐
採
し
た
材
木
を
筏
に
し
て
運
搬
す
る
と
い
う
宮

都
造
営
に
関
わ
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
当
該
歌
で
も
ⅱ
「
宮
柱　

太
敷
き
奉
り
」
と
い
う
新
都
造
営
に
関
わ
る
臣
下
の
行
為
に
続
い
て

ⅰ
「
高
知
ら
す　

布
当
の
宮
は
」
と
天
皇
の
統
治
が
語
ら
れ
て
お
り
、

同
様
な
関
係
と
も
言
え
な
く
は
な
い
。

③　

藤
原
宮
の
役え
の
た
み民
の
作
れ
る
歌

や
す
み
し
し　

わ
ご
大
王　

高
照
ら
す　

日
の
皇
子　

荒あ
ら
た
へ栲
の

　

藤
原
が
う
へ
に　

ⅰ
食を

す
国
を　

見め

し
給
は
む
と　

都み
あ
か
ら宮

は　

高
知
ら
さ
む
と　

神
な
が
ら　

思
ほ
す
な
へ
に　

天あ
め
つ
ち地

も　

寄
り
て
あ
れ
こ
そ　

石い
は
ば
し走
る　

淡あ
ふ
み海
の
国
の　

衣こ
ろ
も
で手
の

　

田た
な
か
み
や
ま

上
山
の　

真
木
さ
く　

檜ひ

の
嬬つ
ま
で手
を　

も
の
の
ふ
の　

八や
そ
う
ぢ
が
は

十
氏
河
に　

玉
藻
な
す　

浮
か
べ
流
せ
れ　

其
を
取
る
と　

ⅱ
さ
わ
く
御み
た
み民
も　

家
忘
れ　

身
も
た
な
知
ら
ず　

鴨
じ
も
の

　

水
に
浮
き
ゐ
て　

わ
が
作
る　

日
の
御み
か
ど門
に　

知
ら
ぬ
国　

寄
し
巨こ

せ

ぢ
勢
道
よ
り　

わ
が
国
は　

常と
こ
よ世
に
な
ら
む　

図ふ
み

負
へ
る

　

神く
す

し
き
亀
も　

新あ
ら
た
よ代
と　

泉
の
河
に　

持
ち
越
せ
る　

真
木

の
嬬
手
を　

百も
も
た足
ら
ず　

筏
に
作
り　

泝の
ぼ

す
ら
む　

勤い
そ

は
く
見

れ
ば　

神
な
が
ら
な
ら
し	

（
１
・
五
〇
）

左
の
④
は
、
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
の
第
二
長
反
歌
で
あ
る
が
、

④
ⅰ
で
、宮
殿
で
統
治
し
、国
見
す
る
天
皇
の
統
治
行
為
が
語
ら
れ
る
。

直
後
に
④
ⅱ
で
山
神
が
捧
げ
物
と
し
て
花
と
も
み
じ
を
簪
す
と
い
う

形
、
及
び
川
の
神
が
川
で
の
釣
果
を
献
上
す
る
と
い
う
形
で
、
山
川

の
神
の
奉
仕
が
語
ら
れ
る
。
⑤
の
赤
人
の
吉
野
讃
歌
で
も
⑤
ⅰ
で
簡
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潔
に
天
皇
の
統
治
行
為
が
述
べ
ら
れ
、
⑤
ⅱ
で
、
宮
廷
に
通
う
形
で

大
宮
人
の
奉
仕
が
語
ら
れ
る
。

④
や
す
み
し
し　

わ
ご
大
君　

神
な
が
ら　

神
さ
び
せ
す
と　

吉

野
川　

激た
ぎ

つ
河
内
に　

ⅰ
高
殿
を　

高
知
り
ま
し
て　

登
り
立

ち　

国
見
を
せ
せ
ば　

畳た
た
なは
る　

青あ
を
が
き
や
ま

垣
山　

ⅱ
山や
ま
つ
み神
の　

奉ま
つ

る

　

御み
つ
き調
と　

春
べ
は　

花
か
ざ
し
持
ち　

秋
立
て
ば　

黄も
も
ち葉
か

ざ
せ
り
〔
一
は
云
は
く
、
黄も
み
ち
ば葉
か
ざ
し
〕　

逝ゆ

き
副そ

ふ　

川
の
神

も　

大お
ほ
み
け

御
食
に　

仕
へ
奉ま
つ

る
と　

上か
み

つ
瀬
に　

鵜う
か
は川
を
立
ち　

下し
も

つ
瀬
に　

小さ

で網
さ
し
渡
す　

山
川
も　

依よ

り
て
仕
ふ
る　

神

の
御
代
か
も	

（
１
・
三
八
）

　
　
　

反
歌

山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
な
が
ら
た
ぎ
つ
河
内
に
船
出
せ
す
か

も	
（
三
九
）

⑤　

山
部
宿
禰
赤
人
の
作
れ
る
歌
二
首
并
せ
て
短
歌

や
す
み
し
し　

わ
ご
大
君
の　

ⅰ
高
知
ら
す　

吉
野
の
宮
は　

畳た
た
なづ
く　

青あ
を
か
き
ご
も

垣
隠
り　

川か
は
な
み次
の　

清
き
河か
ふ
ち内
そ　

春
べ
は　

花

咲
き
を
を
り　

秋
さ
れ
ば　

霧
立
ち
渡
る　

そ
の
山
の　

い
や

ま
す
ま
す
に　

こ
の
川
の　

絶
ゆ
る
こ
と
無
く　

も
も
し
き
の

　

ⅱ
大
宮
人
は　

常
に
通
は
む	

（
６
・
九
二
三
）

　
　
　

反
歌
二
首

み
吉
野
の
象さ
き
や
ま山
の
際ま

の
木こ
ぬ
れ末
に
は
こ
こ
だ
も
さ
わ
く
鳥
の
声
か

も	

（
九
二
四
）

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ぬ
れ
ば
久ひ
さ
き
お

木
生
ふ
る
清
き
川
原
に
千
鳥

し
ば
鳴
く	

（
九
二
五
）

こ
れ
ら
の
都
城
・
離
宮
讃
歌
の
例
を
見
る
に
、
②
の
よ
う
に
、
天

皇
の
宮
廷
で
の
統
治
の
み
が
語
ら
れ
る
例
も
あ
る
も
の
の
、
統
治
は

奉
仕
と
一
体
化
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
①
・
③
・
④
・
⑤
の
よ
う
に

多
い
。
ひ
と
り
当
該
歌
が
、
特
殊
な
作
品
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
第
一
長
歌
の
「
宮
柱　

太
敷
き
ま
せ
ば
」
を
統

治
の
典
型
と
見
な
す
こ
と
か
ら
、「
宮
柱　

太
敷
き
奉
り
」
を
天
皇
の

姿
が
「
受
動
的
消
極
的
な
も
の
」
で
「
天
皇
讃
美
は
間
接
的
」
と
見

な
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
田
辺
福
麻
呂
歌
集
歌
は
、
対
句
の
多
用
や
長
対
と
い
っ

た
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
福
麻

呂
歌
集
の
特
徴
と
し
て
、
新
し
い
枕
詞
の
創
出
・
伝
統
的
な
被
枕
詞

を
崩
し
た
新
し
い
被
枕
詞
の
創
出
が
あ
る
こ
と
を
、
早
く
佐
野
正
巳

氏
が
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。
加
え
て
、
伝
統
的
な
句
と
句
の
組
み
合
わ
せ

を
崩
し
た
新
し
い
句
と
句
の
組
み
合
わ
せ
の
創
出
・
新
し
い
表
現
の
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創
出
に
つ
い
て
、
近
く
は
藤
原
芳
男
氏
が
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。

当
該
歌
は
、
人
麻
呂
①
に
お
け
る
「
宮
柱
」
と
「
太
敷
き
ま
せ
ば
」

と
い
う
句
と
句
の
組
み
合
わ
せ
を
崩
し
て
、「
宮
柱
」
に
対
し
て
「
太

敷
奉
り
」
と
い
う
新
た
な
組
み
合
わ
せ
を
作
り
出
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
田
辺
福
麻
呂
は
、
天
皇
の
統
治
を
語
り
次
に
臣
従

者
の
奉
仕
を
述
べ
る
と
い
う
①
・
③
・
④
・
⑤
の
順
序
を
逆
転
さ
せ

た
。
の
み
な
ら
ず
臣
従
者
の
宮
廷
建
築
と
天
皇
の
統
治
と
い
う
関
係

を
、「
宮
柱　

太
敷
き
奉
り　

高
知
ら
す　

布
当
の
宮
は
」
と
連
続
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
①
に
比
し
て
、
よ
り
直
截
簡
明
な
対
表
現
と

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

辰
巳
正
明
氏
は
、「
聖
な
る
天
皇
が
現
れ
る
と
天
も
地
も
人
も
（
天
・

地
・
人
）
一
体
と
な
り
天
皇
を
助
け
る
の
だ
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
天

人
感
応
と
い
う
理
想
世
界
の
思
想
的
根
拠
で
あ
っ
た
」
と
①
や
④
を

挙
げ
な
が
ら
述
べ
て
い
る
が（

（
（

、
久
邇
京
讃
歌
も
人
麻
呂
①
の
「
宮
柱

　

太
敷
き
ま
せ
ば
」
表
現
を
ず
ら
し
た
新
た
な
表
現
の
試
み
が
あ
り
、

「
宮
柱　

太
敷
き
奉
り　

高
知
ら
す　

布
当
の
宮
は
」
は
「
天
人
感
応
」

の
理
念
に
も
適
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

３　

常
套
的
表
現
と
異
な
る
川
と
山
、
秋
と
春
の
対

次
に
（
４
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
当
該
歌
の
第
一
長
反
歌

を
Ⓐ
、
第
二
長
反
歌
を
Ⓑ
と
し
、
主
格
の
提
示
・
国
見
的
発
想
に
よ

る
宮
の
提
示
な
ど
、
上
下
対
応
す
る
部
分
に
よ
っ
て
分
け
、
示
す
と
、

左
の
よ
う
に
、
非
常
に
き
れ
い
な
対
応
を
示
す
。

Ⓐ

Ⓑ

１
（
主
格
の
提
示
）

`

１
（
主
格
の
提
示
）

　

現
つ
神　

わ
ご
大
君
の

現
つ
神　

わ
ご
大
君
の

　

わ
ご
大
君　

神
の
命
の

わ
ご
大
君　

神
の
命
の

２
（
国
見
的
発
想
に
よ
る
宮
の
提
示
）`

２（
国
見
的
発
想
に
よ
る
宮
の
提
示
）

　

天
の
下　

八
島
の
中
に　

	

　

国
は
し
も　

多
く
あ
れ
ど
も

　

里
は
し
も　

多
に
あ
れ
ど
も

　

山
並
の　

宜
し
き
国
と

　

川
次
の　

た
ち
合
ふ
郷
と

　

山
城
の　

鹿
背
山
の
際
に

　

宮
柱　

太
敷
き
奉
り

　

高
知
ら
す　

布
当
の
宮
は

	　
　

高
知
ら
す　

布
当
の
宮
は

３
（
川
山
に
か
か
わ
る
自
然
描
写
）

`

３
（
山
川
に
か
か
わ
る
自
然
描
写
）

（
山
川
に
か
か
わ
る
自
然
描
写
）

Ａ
川
近
み　

瀬
の
音
ぞ
清
き

	　
　

百
樹
な
し　
ａ
山
は
木
高
し

Ｂ
山
近
み　

鳥
が
音
と
よ
む

	　
　

落
ち
激
つ　

ｂ
瀬
の
音
も
清
し
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４
（
秋
春
に
か
か
わ
る
自
然
描
写
）

`

４
（
春
秋
に
か
か
わ
る
自
然
描
写
）

Ｃ
秋
さ
れ
ば　

山
も
と
ど
ろ
に

　

�
の　

来
鳴
く
�

�
の　

来
鳴
く
�
春
べ
は

　

さ
男
鹿
は　

妻
呼
び
響
め

　

巌
に
は　

山
し
た
光
り

巌
に
は　

山
し
た
光
り

　

錦
な
す　

花
咲
き
を
を
り

錦
な
す　

花
咲
き
を
を
り

Ｄ
春
さ
れ
ば　

岡
辺
も
し
じ
に

　

さ
男
鹿
の　

妻
呼
ぶ
�

さ
男
鹿
の　

妻
呼
ぶ
�
秋
は

　

巌
に
は　

花
咲
き
を
を
り

　

天
霧
ら
ふ　

時
雨
を
い
た
み

天
霧
ら
ふ　

時
雨
を
い
た
み

　

さ
丹
つ
ら
ふ　

黄
葉
散
り
つ
つ

さ
丹
つ
ら
ふ　

黄
葉
散
り
つ
つ

５	

（
２
～
４
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い

土
地
で
あ
る
か
ら
こ
そ
宮
を
久
邇

の
地
に
定
め
た
こ
と
を
述
べ
る
）

`

５	
（
久
邇
京
の
永
遠
不
変
性
の
希
求

に
よ
る
予
祝
）

　

あ
な
お
も
し
ろ　

布
当
の
原

　

八
千
年
に　

生
れ
つ
が
し
つ
つ

八
千
年
に　

生
れ
つ
が
し
つ
つ

　

い
と
貴　

大
宮
所

　

天
の
下　

知
ら
し
め
さ
む
と

天
の
下　

知
ら
し
め
さ
む
と

　

う
べ
し
こ
そ　

わ
ご
大
君
は

　

	

百
代
に
も　

易
る
ま
し
じ
き

　

大
宮
所

大
宮
所

　

君
が
ま
に　

聞
し
給
ひ
て

　

	

さ
す
竹
の　

大
宮
此
処
と

　

定
め
け
ら
し
も

定
め
け
ら
し
も

（
一
〇
五
〇
）

（
一
〇
五
三
）

　
　
　

反
歌
二
首

　
　
　

反
歌
五
首

６

`

６

　

	

三
日
の
原
布
当
の
野
辺
を	

清
み
こ

そ

　

	

泉
川
行
く
瀬
の
水
の
絶
え
ば
こ
そ

　

	

大
宮
所
〔
一
云
、
こ
こ
と
標
さ
し
〕

定
め
け
ら
し
も

　

大
宮
所
移
ろ
ひ
往
か
め

大
宮
所
移
ろ
ひ
往
か
め

（
一
〇
五
一
）

（
一
〇
五
四
）

７

`

７

　

山
高
く
川
の
瀬
清
し

　

布
当
山
山
な
み
み
れ
ば

布
当
山
山
な
み
み
れ
ば

　

	

百
世
に
も
神
に
し
み
行
か
む
大
宮

所

　

百
代
に
も
易
る
ま
し
じ
き
大
宮
所

百
代
に
も
易
る
ま
し
じ
き
大
宮
所

（
一
〇
五
二
）

（
一
〇
五
五
）

`

８
　

	

を
と
め
等
が
績
麻
懸
く
と
い
ふ
鹿

背
の
山

　

時
の
往
け
れ
ば
京
師
と
な
り
ぬ

時
の
往
け
れ
ば
京
師
と
な
り
ぬ

（
一
〇
五
六
）

　

鹿
背
の
山
樹
立
を
繁
み
朝
去
ら
ず

鹿
背
の
山
樹
立
を
繁
み
朝
去
ら
ず

　

来
鳴
き
と
よ
も
す
�
の
声

来
鳴
き
と
よ
も
す
�
の
声

（
一
〇
五
七
）

　

狛
山
に
鳴
く
霍
公
鳥

狛
山
に
鳴
く
霍
公
鳥
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泉
川
渡
を
遠
み
此
処
に
通
は
ず

泉
川
渡
を
遠
み
此
処
に
通
は
ず

　

	〔
一
云
、
渡
り
遠
み
か
通
は
ず
あ

る
ら
む
〕

（
一
〇
五
八
）

３
の
（
川
山
に
か
か
わ
る
自
然
描
写
）
を
見
る
に
、「
Ａ
川
近
み　

瀬

の
音
ぞ
清
き
」「
Ｂ
山
近
み　

鳥
が
音
と
よ
む
」
の
よ
う
に
「
川
・
山
」

と
な
っ
て
お
り
、
常
套
な
山
川
の
語
順
に
変
化
を
つ
け
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
（`

３
は
、
そ
の
逆
に
「
百
樹
な
し　

ａ
山
は
木
高
し　

落
ち
激

つ　

ｂ
瀬
の
音
も
清
し
」
と
「
山
・
川
」
の
順
に
な
っ
て
い
る
）。
確
か
に
、

先
の
赤
人
の
吉
野
讃
歌
⑤
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
反
歌

を
含
め
て
、
山
・
川
の
順
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

先
の
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
①
は
、
対
句
部
分
だ
け
を
み
れ
ば
、「
こ
の

川
の　

絶
ゆ
る
こ
と
な
く　

こ
の
山
の　

い
や
高
知
ら
す
」
と
い
う

よ
う
に
「
川
・
山
」
の
語
順
を
と
る
。
一
方
で
続
く
人
麻
呂
の
吉
野

讃
歌
④
の
対
句
部
は
「
山
神
の
」「
川
の
神
も
」
と
「
山
・
川
」
の
語

順
を
と
る
。

と
こ
ろ
で
、
既
に
「
１
」
の
（
７
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
福
麻
呂

は
、
二
群
か
ら
な
る
石
見
相
聞
歌
の
構
造
を
援
用
し
て
い
る
。
石
見

相
聞
歌
の
一
群
が
石
見
の
海
岸
の
描
写
を
丁
寧
に
叙
す
る
の
に
対
し

て
、
二
群
は
既
に
一
群
で
細
か
く
描
写
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
簡
潔

に
歌
い
済
ま
し
て
い
る
。
同
様
に
久
邇
京
讃
歌
も
、
２
（
国
見
的
発
想

に
よ
る
宮
の
提
示
）
は
、
Ⓐ
で
十
六
句
を
用
い
て
丁
寧
に
表
現
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
Ⓑ
で
は
、
Ⓐ
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
「
高
知
ら
す

　

布
当
の
宮
は
」
の
僅
か
二
句
で
叙
述
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
人

麻
呂
歌
に
精
通
し
て
い
た
福
麻
呂
が
、
同
様
に
二
群
か
ら
な
る
、
人

麻
呂
の
吉
野
讃
歌
に
お
け
る
対
句
部
の
山
川
の
語
順
を
、
久
邇
京
讃

歌
に
取
り
入
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
当
該
歌
Ⓐ
の
「
宮
の
提
示
部
」
を
含
め
、
五
音
を
見
て

い
く
と
、「
山
並
の
…
…
」「
川
次
の
…
…
」「
山
城
…
…
」「
Ａ
川
近

み
…
…
」「
Ｂ
山
近
み
…
…
」
の
よ
う
に
山
川
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
五
音
の
リ
ズ
ム
の
レ
ベ
ル
で
は
山
川
の
語
順
を
と
る
こ
と

と
な
る
。人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
①
の
対
句
の
順
序
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
宮

の
提
示
」
部
と
の
続
き
方
に
合
わ
せ
て
、
Ⓐ
の
「
自
然
描
写
」
部
に

お
け
る
空
間
描
写
が
「
川
・
山
」
の
順
と
な
っ
た
と
も
考
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

４
の
（
秋
春
に
か
か
わ
る
自
然
描
写
）「
Ｃ
秋
さ
れ
ば
…
…
」「
Ｄ
春
さ

れ
ば
…
…
」は
、上
述
の
語
順
に
変
化
を
つ
け
た
３
に
合
わ
せ
る
形
で
、

時
間
描
写
が
「
秋
・
春
」
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
実
際
、
Ⓐ
の

詳
細
な
山
川
表
現
を
省
略
し
た
Ⓑ
の
「
宮
の
提
示
」
部
で
は
、「
自
然

描
写
」
部`
３
・`

４
が
、「
…
…
ａ
山
は
木
高
し
」「
…
…
ｂ
瀬
の
音
も

清
し
」「
…
…
来
鳴
く
�
春
べ
は
」「
…
…
妻
呼
ぶ
�
秋
は
」
の
よ
う
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に
「
山
・
川
・
春
・
秋
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
当
該
歌
Ⓐ
は
、
一
方
で
、「
宮
柱　

太
敷
き
奉
り
」
と

一
般
的
な
表
現
を
ず
ら
し
た
新
た
な
表
現
に
つ
づ
き
、
ま
た
一
方
で

人
麻
呂
の
三
六
を
意
識
し
た
「
川
・
山
」
と
い
う
常
套
を
ず
ら
し
た

表
現
を
用
い
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
表
現
は
、
当
該
歌
内
部
の
リ

ズ
ム
的
語
順
と
し
て
は
「
山
・
川
」
に
適
う
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

「
秋
・
春
」
は
「
川
・
山
」
を
含
む
「
自
然
描
写
」
部
と
い
う
内
部
の

関
係
に
お
い
て
、「
秋
・
春
」
の
順
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

が
ま
た
、
常
套
を
ず
ら
し
た
新
た
な
表
現
と
し
て
、
享
受
者
に
は
感

得
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

４　

臣
下
の
こ
と
ば
を
聞
き
入
れ
る
主
君

と
こ
ろ
で
、
久
邇
京
讃
歌
に
は
、
他
の
都
城
讃
歌
や
離
宮
讃
歌
に

見
ら
れ
な
い
、
め
ず
ら
し
い
表
現
と
し
て
、
先
に
「
１
」（
５
）
と
し

て
挙
げ
た
「
君
之
随　

所
聞
賜
而
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。「
所
聞
賜

而
」
は
「
聞
し
給
ひ
て
」
と
訓
み
が
確
定
し
て
い
る
が
、「
君
之
随
」

は
、孤
例
で
あ
る
。
舊
訓
「
き
み
が
ま
に
」
以
来
、「
き
み
が
ま
に
」「
き

み
な
が
ら
」
を
中
心
と
し
て
様
々
な
訓
み
が
あ
り
、
確
定
を
見
て
い

な
い
。
し
か
も
同
じ「
き
み
が
ま
に
」と
訓
ん
だ
場
合
で
も
、『
万
葉
考
』

で
は
、「
神か
み
な
が
ら随と
云
に
同
」
と
君
を
聖
武
と
理
解
す
る
よ
う
に
注
し
て

お
り
、
中
西
『
全
訳
注
』
で
は
、「
ま
に
」
は
「
ま
に
ま
に
」
の
略
で

「
君
」
は
橘
諸
兄
を
指
す
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
君
之
随
」
を
「
き
み

な
が
ら
」
と
同
じ
く
訓
じ
た
場
合
も
、
君
を
天
皇
と
す
る
説
と
諸
兄

と
考
え
る
説
と
が
、同
様
に
並
立
し
て
い
る
。
窪
田
『
評
釈
』
は
、「
君
」

は
上
の
「
大
王
」
を
承
け
て
繰
り
返
し
た
も
の
で
、全
体
と
し
て
「
君

で
あ
る
故
に
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
武
田
『
全
註
釈
』・
沢
瀉

『
注
釈
』・『
古
典
大
系
』・『
古
典
集
成
』・『
釈
注
』
が
従
っ
て
い
る
。

一
方
『
古
典
全
集
』
は
、

君
な
が
ら―

あ
な
た
の
言
わ
れ
る
ま
ま
に
。
こ
の
「
君
」
は
諸

注
の
多
く
は
、
大
君
と
み
る
が
、
作
者
田
辺
福
麻
呂
に
と
っ
て

主
人
で
あ
る
橘
諸
兄
を
さ
す
と
み
る
説
に
よ
る
。
久
邇
京
の
営

ま
れ
た
泉
の
郷
は
、
元
来
、
諸
兄
の
別
荘
が
あ
っ
た
土
地
で
、

諸
兄
は
広
嗣
の
乱
を
機
会
に
、
藤
原
色
の
濃
い
平
城
京
を
離
れ

よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
い
わ
れ
る
。

と
し
て
お
り
、新
編
『
古
典
全
集
』・『
全
注
』
も
、こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
君
之
随
」
は
ど
う
訓
み
、「
君
」
を
ど
ち
ら
に
理
解

す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
神
随
尓
有
之
（
か
む
な
が
ら
な
ら
し
）」（
１
・
五
〇　

③
藤
原
宮
之
役
民

作
歌
）
や
「
神
随
（
か
む
な
が
ら
）
太
布
座
而
」（
２
・
一
六
七　

日
並
皇

子
挽
歌
）に
み
ら
れ
る「
神
随
」や
そ
の
バ
リ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る「
皇

子
随
（
み
こ
な
が
ら
）」（
２
・
一
九
九　

高
市
皇
子
挽
歌
）
に
あ
る
よ
う
に	

「
隨
」は「
な
が
ら
」と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。し
か
し
、下
田
忠
氏
が
、「『
之
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隨
』
を
ナ
ガ
ラ
と
訓
む
の
は
、『
之
』
の
音
・
義
と
も
に
認
め
ら
れ
な
い
」

と
述
べ
「
田
辺
福
麻
呂
が
『
君
随
』
と
せ
ず
、『
君
之
随
』
と
表
記
し

た
と
こ
ろ
に
は
そ
れ
な
り
の
意
図
が
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い（

（
（

」

と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
当
該
「
君
之
随
」
に
似
た
「
君
之
随
意
（
君
が
ま
に
ま
に
）」

（
３
・
四
一
二　

市
原
王
、４
・
七
九
〇　

大
伴
家
持　

な
ど
）「
公
之
随
意
（
君

が
ま
に
ま
に
）」（
��
・
三
二
八
五　

作
者
未
詳
）
と
訓
ま
れ
る
「
君
（
公
）

之
随
意
」
が
あ
る
。「
随
意
」
は
、「
久
米
禅
師
の
、
石
川
郎
女
を
娉

ひ
し
時
の
歌
」
に
「
梓
弓
引ひ
か
ば
ま
に
ま
に

者
随
意
」（
２
・
九
八
）
と
あ
る
よ
う
に
「
ま

に
ま
に
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
田
辺
福
麻
呂
は
「
君

之
随
意
」
と
せ
ず
に
「
君
之
随
」
と
「
意
」
の
字
を
削
っ
た
意
味
合

い
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
巻
十
一
に
、

人ひ
と
め
も

眼
守
る
君
が
ま
に
ま
に
（
君
之
随
尓
）
わ
れ
さ
へ
に
早
く
起
き

つ
つ
裳
の
裾す
そ

濡
れ
ぬ	

（
��
・
二
五
六
三　

作
者
未
詳
）

と
「
君
之
随
」
に
「
尓
」
を
添
え
て
「
き
み
が
ま
に
ま
に
」
と
訓
む

も
の
が
あ
る
。
と
す
る
と
「
随
」
は
単
独
で
は
「
ま
に
ま
」
と
訓
む

べ
き
字
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
に

風
吹
き
て
海
は
荒
る
れ
ど
明
日
と
言
は
ば
久
し
か
る
べ
し
君
が

ま
に
ま
に
（
公
随
）	

（
７
・
一
三
〇
九
）

と
あ
り
、
同
じ
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
の
旋
頭
歌
に

新に
い
む
ろ室
の
壁
草
刈
り
に
坐い
ま

し
給
は
ね　

草
の
如
寄
り
合
ふ
少を
と
め女
は

君
が
ま
に
ま
に
（
公
随
）	

（
��
・
二
三
五
一
）

と「
公
随
」で「
き
み
が
ま
に
ま
に
」と
訓
ず
る
例
や
、「
君
が
ま
に
ま
と
」

（
公
之
随
意
常
）（
９
・
一
七
八
五　

金
村
歌
集
）
と
「
随
意
」
を
「
ま
に
ま
」

と
訓
ず
る
例
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
君
之
随
」
は
五
音
で
訓
む

べ
き
句
で
あ
る
。「
随
」
を
「
ま
に
ま
に
」
と
訓
む
こ
と
は
難
し
い
。

「
君
之
随
尓
」（
二
五
六
三
）
か
ら
「
ま
に
ま
に
」
を
略
し
た
「
ま
に
ま
」

と
訓
む
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
も
一
字
字
余
り
と
な

る
。「
随
意
」
は
義
訓
で
は
あ
る
が
「
随
」
一
字
で
も
同
様
の
意
味
を

表
し
て
い
る
こ
と
、
田
辺
福
麻
呂
が
「
意
」
の
一
字
を
削
っ
た
こ
と

を
考
え
る
な
ら
ば
、
舊
訓
の
よ
う
に
「
随
」
を
「
ま
に
」
と
訓
ん
で

「
ま
に
ま
に
」
と
同
じ
意
味
を
表
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は

あ
る
ま
い
。
ひ
と
ま
ず
「
君
之
随
」
を
「
き
み
が
ま
に
」
と
訓
む
こ

と
と
す
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、「
き
み
が
ま
に
」
の
「
君
」
は
ど
ち
ら
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

集
中
で
「
き
み
が
ま
に
…
…
」
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
た
「
君
之
随
意
」

「
公
之
随
意
」「
君
之
随
尓
」「
公
之
随
意
常
」
の
用
例
を
み
る
と
、

た
ま
き
は
る
わ
が
山
の
上
に
立
つ
霞
立
つ
と
も
坐う

と
も
君
が
ま

に
ま
に
（
君
之
随
意
）	

（
�0
・
一
九
一
二　

作
者
未
詳　

春
相
聞
）

の
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
君
」
を
恋
の
相
手
を
指
す
も
の
と
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し
て
お
り
、
君
を
天
皇
と
す
る
も
の
は
、
一
例
も
な
い
。
さ
ら
に
、

金
村
歌
集
歌
の
巻
九
の
一
七
八
五
番
歌
で
は
、

人
と
成
る　

こ
と
は
難か
た

き
を　

わ
く
ら
ば
に　

成
れ
る
わ
が
身

は　

死し
に

も
生い
き

も　

君
が
ま
に
ま
と
（
公
之
随
意
常
）　

思
ひ
つ
つ

　

あ
り
し
間
に　

う
つ
せ
み
の　

世
の
人
な
れ
ば　

大
君
の　

命み
こ
と

畏
み　

天あ
ま
ざ
か
る離る　

夷ひ
な

治
め
に
と　

朝
鳥
の　

朝
立
ち
し
つ
つ

　

群む
ら
ど
り鳥
の　

群む
ら
だ立
ち
行
け
ば　

留
ま
り
居
て　

わ
れ
は
恋
ひ
む

な　

見
ず
久
な
ら
ば　

の
よ
う
に
、「
大
君
の　

命
畏
み
」
旅
立
っ
て
い
く
の
が
「
君
」
で
あ

る
と
詠
ま
れ
て
お
り
、
天
皇
と
君
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
先
述
し
た
下
田
忠
氏
は
、
福
麻
呂
が
君
と
呼
ん
で
い
る

の
は
大
伴
家
持
に
限
ら
れ
、
天
皇
に
対
し
て
は
「
お
ほ
き
み
」
と
呼

び
、そ
の
用
字
も
「
君
」
の
字
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

双
方
を
鑑
み
る
に
、「
君
」
は
天
皇
以
外
の
人
物
、
つ
ま
り
橘
諸
兄
を

指
す
蓋
然
性
が
高
い
。

と
す
る
と
、
当
該
「
君
之
随　

所
聞
賜
而
」
は
、「
君
が
ま
に　

聞

し
給
ひ
て
」
は
、「
橘
諸
兄
君
の
お
言
葉
ど
お
り
に
、
お
聞
き
に
な
っ

て
」と
い
う
意
味
と
な
ろ
う
。
な
お
、「
所
聞
賜
而
」が
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
君
之
随
」
を
「
君
な
が
ら
」
と
訓
ん
で
、「
君
」
を
天
皇
と
解
し
て
も
、

「
天
皇
で
あ
る
故
に
（
橘
諸
兄
の
お
こ
と
ば
を
）
お
聞
き
に
な
っ
て
」
と

い
う
解
釈
に
な
る
。
つ
ま
り
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
天
皇
が
橘
諸
兄
の

進
言
を
受
け
る
と
言
う
内
容
に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。

実
は
、
臣
下
の
進
言
を
聞
き
入
れ
、
都
を
定
め
る
と
い
う
叙
述
は
、

『
文
選
』「
都
賦
」
に
繰
り
返
し
登
場
し
て
い
る
。

「
西
都
賦
」
で
は
、
漢
の
高
祖
が
、
洛
陽
か
ら
長
安
に
都
を
定
め
た

経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
奉
春
建
策
、
留
侯
演
成
」（
奉

春
策
を
建
て
て
留
侯
は
演
成
し
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
奉
春
（
＝

婁ろ
う
け
い敬）」
と
い
う
兵
士
が
要
害
の
地
長
安
が
洛
陽
に
勝
る
と
「
建
策
（
＝

献
策
）」
し
た
。
高
祖
の
忠
臣
で
あ
る
張
良
が
そ
れ
を
推
し
進
め
、
つ

い
に
都
が
長
安
に
完
成
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

ま
た
「
東
都
賦
」
に
お
い
て
長
安
を
都
と
し
た
叙
述
の
中
で
、「
當

此
之
時
、
功
有
横
而
當
天
、
討
有
逆
而
順
民
。
故
婁
敬
度
勢
而
獻
其

説
、
蕭
公
權
宜
而
拓
其
制
。（
此
の
時
に
當
り
、
功
横
な
る
も
天
に
當
る
有
り
、

討
逆
へ
ど
も
民
に
順
な
る
有
り
。
故
に
婁
敬
勢
ひ
を
度
り
て
其
の
説
を
獻
じ
、

蕭
公
宜
し
き
を
權
り
て
其
の
制
を
拓
け
り
。＝（
天
下
を
定
め
る
時
に
あ
た
り
）、

そ
の
と
き
の
高
祖
の
戦
功
は
道
か
ら
そ
れ
た
点
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
け
っ

き
ょ
く
天
意
に
合
し
て
お
り
、
そ
の
討
伐
は
分
に
た
が
っ
た
点
も
あ
る
が
、

け
っ
き
ょ
く
民
心
に
か
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
婁
敬
が
地
勢
を
考

え
て
高
祖
に
長
安
を
都
に
す
る
よ
う
に
説
き
、
蕭
何
が
天
子
に
ふ
さ
わ
し
く

宮
殿
を
壮
麗
に
し
た
）
と
、
や
は
り
臣
下
が
進
言
す
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
西
京
賦
」
に
お
い
て
も
、「
自
我
高
祖
之
始
入
也
、
五
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緯
相
汁
、
以
旅
于
東
井
、
婁
敬
委
輅
、
幹
非
其
議
、
天
啓
其
心
、
人

惎
之
謀
。
及
帝
圖
時
、意
亦
有
慮
乎
神
祇
。
宜
其
可
定
以
為
天
邑
。」（
我

が
高
祖
の
始
め
て
入
る
に
自お
よ

ぶ
や
、
五
つ
の
緯ほ
し

相
汁や
は
らぎ
、
以
て
東
井
に
旅つ
ら
なり
、

婁
敬
輅く
る
まを
委す

て
て
、
其
の
議
を
幹た
だ

し
非そ
し

り
、
天
は
其
の
心
を
啓
き
、
人
は
之

に
謀
は
か
り
ご
とを

惎を
し

ふ
。
帝
の
圖は
か

る
時
に
及
び
、
意
亦
神
祇
を
慮
る
有
り
。
宜う
べ

な
り
其

の
可
と
し
定
め
て
以
て
天
邑
と
為
す
や
＝
我
が
高
祖
が
は
じ
め
て
、
関
中
に

入
ら
れ
た
と
き
、
五
つ
の
星
が
東
井
の
宿
に
集
ま
り
、
の
ち
に
婁
敬
は
車
を

捨
て
て
、
高
祖
の
洛
陽
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
考
え
を
正
し
ま
し
た
。
誠
に

天
が
そ
の
心
を
啓
示
さ
れ
、
人
も
ま
た
、
高
祖
に
そ
の
は
か
り
ご
と
を
教
え

た
の
で
す
。
さ
て
、高
祖
が
み
ず
か
ら
帝
都
の
こ
と
を
計
画
さ
れ
る
に
及
ん
で
、

や
は
り
、
神
祇
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
ら
れ
、
天
下
を
安
定
さ
せ
る
の
に
適

し
て
い
る
こ
と
を
考
え
ら
れ
て
、
長
安
を
都
と
定
め
ら
れ
た
の
で
す
）
と
同

様
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。

「
君
之
随　

所
聞
賜
而
」
に
は
、
天
皇
が
臣
下
の
こ
と
ば
を
お
聞
き

入
れ
に
な
る
と
い
う
、
他
の
都
城
讃
歌
や
離
宮
讃
歌
に
見
ら
れ
な
い
、

唐
突
に
も
思
わ
れ
る
表
現
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
皇
親
政
治
家
橘

諸
兄
が
、
そ
の
別
業
が
構
え
ら
れ
て
い
た
久
邇
の
地
に
遷
都
を
進
め

よ
う
と
し
て
い
た
事
実
を
絡
め
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
田
辺
福
麻
呂

が
『
文
選
』
都
賦
か
ら
着
想
を
得
、
作
歌
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

な
お
、『
日
本
書
紀
』（
天
智
即
位
前
紀
）
に
は
、
賢
臣
朴え
ち
の
た
く
つ

市
田
来
津

が
「
州つ

ぬ柔
、
山や
ま
さ
か険
を
設ま
け
お置
き
、
尽
こ
と
ご
とに
防ほ
せ
き禦
と
し
、
山や
ま
さ
が

峻
高
く
し
て
、

谿た
に
せ
ば隘
け
れ
ば
、
守
り
易
く
し
て
攻
め
難
き
」
と
都
を
州
柔
に
と
ど
め

る
べ
き
で
あ
る
と
諫
言
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
百
済
王
豊
璋
が
、

避へ
の
さ
し城
に
都
を
移
し
た
た
め
、
滅
亡
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
賢

臣
の
こ
と
ば
を
聞
き
入
れ
な
い
で
、
滅
亡
す
る
逆
の
例
が
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、『
文
選
』
都
賦
は
聴
衆
の
脳
裏
に
容
易
に
浮
か
ぶ

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
婁
敬
と
諸
兄
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
よ

う
な
形
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

実
は
、
こ
れ
以
外
に
も
久
邇
京
讃
歌
と
都
賦
に
は
、
関
係
が
深
い

点
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
西
都
賦
」
の
「
圖
皇
基
於
億
載
、
度
（
＝
慶
）

宏
規
而
大
起
。
肇
自
高
而
終
平
、
世
增
飾
以
崇
麗
、
歴
十
二
之
延
祚
。

故
窮
泰
而
極
侈
。」（
皇
基
を
億
載
に
圖は
か

り
、
度あ
あ

（
＝
慶
）
宏お
ほ
い
に
規は
か

り
て
大

い
に
起お
こ

る
。
高
自
り
肇
て
平
に
終
り
、
世
〃
飾
り
を
增
し
て
以
て
麗
を
崇ま

し
、

十
二
の
延
祚
を
歴
た
り
。
故
に
泰お
ご
り
を
窮
め
て
侈お
ご
り
を
極
む
＝
億
年
も
続
く
よ
う

な
基
礎
を
計
画
し
、
あ
あ
規
模
を
広
大
に
し
て
、
都
作
り
に
着
手
し
た
の
で
す
。

高
帝
に
始
ま
っ
て
平
帝
に
終
わ
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
手
を
加
え
て
壮

麗
に
し
、
帝
位
が
十
二
代
も
長
く
続
い
た
の
で
、
こ
の
う
え
な
く
ぜ
い
た
く
に

お
ご
り
を
極
め
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
）
と
い
う
部
分
に
は
、
漢
に
お
け

る
皇
位
と
都
の
長
久
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
一
〇
五
三

番
歌
の
最
終
部
で
は
、「
八
千
年
に　

生
れ
つ
が
し
つ
つ　

天
の
下　

知
ら
し
め
さ
む
と　

百
代
に
も　

易
る
ま
し
じ
き　

大
宮
所
」（
＝
今



− �� −

後
八
千
年
に
わ
た
っ
て　

生
ま
れ
続
け
て
天
下
を　

ご
統
治
な
さ
る
だ
ろ
う

と　

百
年
の
後
も　

変
わ
る
は
ず
が
な
い　

宮
殿
で
あ
る
な
あ
）
予
祝
表
現

と
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
都
城
の
不
変
性
を
述
べ
る
形
で
共
通
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
「
度
」
の
部
分
は
、
李
善
は
、「
小
雅
曰
、
羌
、
發
聲
也
。
度

與
羌
、
古
字
通
。
度
或
為
慶
也
」
と
注
し
て
い
る
。「
度
」
は
発
声
を

表
す
「
羌き
ょ
う」
に
通
う
字
で
あ
り
、或
い
は
「
慶
」
と
さ
れ
、「
羌
」
と
「
慶
」

と
は
、
い
ず
れ
も
感
動
詞
と
な
る
。
こ
の
「
慶
」
は
「
あ
あ
」
と
い

う
意
味
の
感
動
詞
に
あ
た
る
。
久
邇
京
讃
歌
に
は
、「
あ
な
お
も
し
ろ

布
当
の
原　

い
と
貴　

大
宮
所
」（
一
〇
五
〇　

＝
あ
あ
美
し
い　
（
宮
が

あ
る
）
布
当
の
原
は　

と
て
も
貴
い　

宮
殿
は
）傍
線
部
分
の
よ
う
に
、

他
の
離
宮
讃
歌
・
都
城
讃
歌
に
類
例
を
見
な
い
感
動
詞
を
含
む
部
分

が
存
在
す
る
。
こ
れ
も
都
賦
か
ら
着
想
を
得
た
と
考
え
る
と
理
解
が

届
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
久
邇
京
讃
歌
は
、
他
の
宮
城
讃
歌
に
見
ら
れ
た
「
天
人

感
応
」理
念
の
対
応
の
み
な
ら
ず
、臣
下
の
こ
と
ば
を
聞
き
入
れ
る
点
・

感
動
詞
と
い
っ
た
点
ま
で
も
都
賦
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
こ

と
と
な
る
。

５　
「
久
邇
京
讃
歌
」
と
「
六
合
」

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
二
組
の
長
歌
ど
う
し
は
、「
川
山
」「
秋
春
」
が
、

折
り
返
し
た
よ
う
な
形
で
、「
反
対
」
の
対
句
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

実
は
、
こ
れ
は
、
福
麻
呂
が
「
六
合
」
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た

か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
「
六
合
」
と
は
、
字
の
如
く
、
東
西
南
北
の
四
方
と
天
地
の

六
つ
の
対
応
す
る
も
の
の
こ
と
で
、
つ
ま
り
土
地
空
間
の
こ
と
に
な

り
、国
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。『
呂
氏
春
秋
』審
分
覧
に
は
、「
神

通
乎
六
合　

德
耀
乎
海
外
」（
＝
君
主
の
精
神
は
、
四
方
上
下
す
な
わ
ち
宇

宙
に
到
達
し
、
主
君
の
徳
は
、
中
華
文
化
の
圏
外
に
も
耀
く
）
と
あ
り
、
こ

の
『
呂
氏
春
秋
』
の
高
誘
注
に
は
、「
四
方
上
下
為
六
合
」
と
あ
る
。

「
六
合
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
万
葉
集
中
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、『
古

事
記
』
に
一
例
、『
日
本
書
紀
』
に
五
例
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
国
の

意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
六
合
」は「
く
に
」と
も
訓
ま
れ
て
い
る
。

「
六
合
」
は
、
当
時
の
日
本
文
学
の
中
に
、
見
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ

り
、
山
が
高
く
、
川
が
低
い
と
す
る
な
ら
ば
「
川
山
」
の
対
は
、「
六

合
」
の
上
下
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
秋
春
」
と
い
っ
た
季

節
と
は
対
応
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、「
４
」
で
「
久
邇
京
讃
歌
」
と
関
係
が
深
い
も
の
と
し
て

示
し
た
都
賦
で
あ
る
「
蜀
都
賦
」
に
は
、「
帯
二
江
之
雙
流
、
抗
峨
眉

之
重
阻
」
と
、
都
が
二
つ
の
河
川
で
帯
の
形
で
取
り
巻
か
れ
険
峻
な

山
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
当
該
歌
と
非
常
に
似
通
っ
た
表
現
に
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続
く
部
分
に
、「
水
陸
所
湊
、
兼
六
合
而
交
會
焉
」（
水
陸
の
湊あ
つ
ま
る
所
、

六
合
を
兼
ね
て
交
會
す
＝
水
流
と
陸
地
と
が
集
中
す
る
地
形
で
あ
る
の
で
、
一

年
の
相
応
ず
る
十
二
の
季
節
を
併
せ
も
ち
、
四
時
に
も
風
雨
に
恵
ま
れ
る
と

こ
ろ
で
で
あ
る
）
と「
六
合
」の
文
字
が
見
え
る
。
し
か
も
こ
の「
六
合
」

は
国
の
意
味
で
は
な
く
、
時
節
の
秩
序
あ
る
変
化
と
調
和
を
述
べ
て

い
る
。

中
島
千
秋
『
文
選
（
賦
篇
上
）』
が
引
く
よ
う
に
、
実
は
『
淮
南
子
』

の
「
時
則
訓
」
に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
六
合
。
孟

春
与
孟
秋
為
合
、
仲
春
与
仲
秋
為
合
、
季
春
与
季
秋
為
合
、
孟
夏
与

孟
冬
為
合
、
仲
夏
与
仲
冬
為
合
、
季
夏
与
季
冬
為
合
」
で
あ
る
。
季

節
の
調
和
し
た
組
み
合
わ
せ
を
「
六
合
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、「
孟
春
」
と
「
孟
秋
」、「
仲
春
」
と
「
仲
秋
」、「
季
春
」

と
「
季
秋
」
が
「
合
」
を
「
為
」
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、『
淮
南
子
』
は
、『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
も
載
っ

て
お
り
、
福
麻
呂
が
作
歌
す
る
当
時
来
日
し
て
い
た
。
つ
と
に
言
わ

れ
る
よ
う
に『
日
本
書
紀
』の
冒
頭「
古
天
地
未
剖
陰
陽
不
分
…
…
」に
、

天
墜
未
だ
形
せ
ず
、
馮
馮
翼
翼
、
洞
洞
水
屬
水
屬
た
り
。
故
に

太
始
と
曰
う
。
太
始
虚
雨
郭
を
生
じ
、
虚
雨
郭
宇
宙
を
生
じ
、

宇
宙
氣
を
生
ず
。
氣
に
涯
垠
有
り
。
清
陽
な
る
は
薄
靡
し
て
天

と
為
り
、
重
濁
な
る
は
凝
滞
し
て
地
と
為
る
。
清
妙
の
合
專
は

易
く
、
重
濁
の
凝
竭
は
難
し
。
故
に
天
先
ず
成
り
、
地
後
に
定

ま
る
。（
天
文
訓
）

未
だ
始
め
よ
り
、
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
無
有
る
有
ら
ざ
る
こ
と

有
ら
ざ
る
者
有
り
と
は
、天
地
未
だ
剖
れ
ず
、陰
陽
未
だ
判
れ
ず
、

四
時
未
だ
分
れ
ず
、
萬
物
未
だ
生
ぜ
ず
、
汪
然
平
静
、
寂
然
清

澄
に
し
て
其
の
形
を
見
る
莫
し
。（
俶
眞
訓
）

の
よ
う
に「
俶
真
訓
」「
天
文
訓
」の
内
容
が
見
ら
れ
る
な
ど
、『
淮
南
子
』

の
内
容
は
、
当
時
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
福
麻
呂
が
目
に
し
て

い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。

「
春
」「
秋
」
の
対
は
、
福
麻
呂
に
先
立
つ
宮
廷
歌
人
が
吉
野
讃
歌

な
ど
で
、
既
に
用
い
て
お
り
、
ま
た
『
風
土
記
』
に
も
そ
の
対
が
見

ら
れ
る
。
同
様
に
「
反は
ん
つ
い対
」
の
み
で
考
え
る
な
ら
ば
、
類
似
の
例
は
、

『
詩
経
』（
国
風
）
に
も
見
ら
れ
る（

（
（

。

だ
が
、
福
麻
呂
の
対
は
、
久
邇
京
讃
歌
一
首
内
部
だ
け
に
留
ま
る

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
３
」
に
示
し
た
Ⓐ
Ⓑ
の
対
応
部
分
を
見

れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ａ
「
川
」
に
対
し
て
ａ
「
山
」、
Ｂ
「
山
」

に
対
し
て
ｂ
「
瀬
」（
＝
川
）、Ｃ
「
秋
」
に
対
し
て
�
「
春
」、Ｄ
「
春
」

に
対
し
て
�
「
秋
」
の
よ
う
に
、
Ⓐ
Ⓑ
長
歌
ど
う
し
の
対
応
部
分
が

「
反は
ん
つ
い対
」
の
対
と
な
っ
て
い
る
。
上
下
の
歌
が
、「
３
」
の
よ
う
に
、

ま
る
で
真
ん
中
を
折
り
目
と
す
る
よ
う
に
、
整
然
と
し
た
シ
ン
メ
ト

リ
ッ
ク
な
「
反
対
」
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
福
麻
呂
は
、
漢

詩
文
の
知
識
も
借
り
な
が
ら
、
一
首
の
内
部
の
み
な
ら
ず
、
二
首
に
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「
秋
」
と
「
春
」
を
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
ま
さ
に
二
組
の

長
歌
の
上
下
が
、
折
り
目
を
為
し
て
ぴ
っ
た
り
と
対
応
す
る
よ
う
に
、

「
反
対
」
の
対
で
対
応
さ
せ
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
形
で
の
シ
ン
メ

ト
リ
ッ
ク
な
調
和
を
作
り
出
し
て
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

当
該
歌
は
、山
川
に
よ
る
「
空
間
」
と
し
て
の
調
和
の
み
な
ら
ず
、「
春
」

「
秋
」
に
代
表
さ
れ
る
「
時
間
」
ま
で
も
が
調
和
す
る
理
想
的
な
都
と

し
て
、「
久
邇
京
」
を
讃
美
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

６　

む
す
び

万
葉
時
代
の
官
僚
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
登
用

の
条
件
と
し
て
、
す
で
に
漢
詩
文
を
学
ん
で
い
た
。
田
辺
福
麻
呂
も

巻
十
八
題
詞
に
「
造
酒
司
令
史
田
辺
福
麻
呂
」（
四
○
三
二
番
歌
）
と
記

さ
れ
る
官
僚
歌
人
で
も
あ
っ
た
（「
造
酒
司
令
史
」
は
、「
大
初
位
上
」
相

当
の
身
分
）。
ま
た
、
田
辺
福
麻
呂
は
、
文
章
を
司
る
「
史
」
の
姓
を

持
ち
、
そ
の
職
掌
や
出
自
か
ら
、
ま
ず
漢
詩
文
の
素
養
が
予
想
で
き

る
も
の
で
あ
る
。
実
際
田
辺
福
麻
呂
は
、「
久
邇
京
讃
歌
」
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
対
句
を
多
用
す
る
と
い
う
形
で
、
漢
詩
文
の
表
現
形
式
を

取
り
入
れ
て
い
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、「
久
邇
京
讃
歌
」
で
は
、
内

容
面
で
も
『
文
選
』
の
「
都
賦
」
に
着
想
を
得
な
が
ら
作
歌
を
行
っ

て
い
た
。

し
か
も
、
福
麻
呂
は
、
海
彼
の
文
学
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。

取
り
入
れ
た
漢
文
の
詩
句
を
、
そ
の
漢
詩
文
の
中
で
の
意
味
と
は

違
っ
た
意
味
概
念
の
も
の
と
し
て
和
歌
世
界
に
取
り
入
れ
、
対
句
を

二
首
で
、折
り
目
正
し
く
「
反
対
」
の
対
で
対
応
さ
せ
る
、ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
調
和
的
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
ま
た
、
福
麻
呂
は
、
漢
詩

文
の
本
文
の
み
な
ら
ず
、
注
さ
れ
た
内
容
を
も
、
作
歌
に
取
り
入
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
福
麻
呂
が
「
久
邇
京
讃
歌
」
を
発
表
し
た
と
き
、
そ

れ
を
享
受
す
る
も
の
た
ち
の
理
解
に
、
い
か
な
る
こ
と
が
お
こ
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。

久
邇
京
讃
歌
は
、
そ
の
都
を
建
て
た
聖
武
天
皇
と
そ
の
忠
臣
で
あ

る
橘
諸
兄
、
そ
し
て
漢
詩
文
を
修
得
し
て
い
る
官
僚
た
ち
が
享
受
し

た
。
も
ち
ろ
ん
天
皇
も
皇
子
時
代
に
漢
詩
文
の
侍
講
を
受
け
て
い
た
。

都
城
讃
歌
が
披
露
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
ま
ず
『
文
選
』
の

一
連
の
都
賦
が
脳
裡
に
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
久
邇
京
讃
歌
」

が
披
露
さ
れ
た
と
き
に
、
着
想
を
得
た
「
都
賦
」
を
脳
裡
に
浮
か
べ

る
も
の
も
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

「
４
」
で
先
述
し
た
よ
う
に
、
一
〇
五
三
番
歌
の
最
終
部
に
見
ら
れ

た
久
邇
京
の
不
変
の
予
祝
は
、「
西
都
賦
」
で
述
べ
ら
れ
た
漢
の
高
祖

か
ら
の
皇
帝
と
都
城
が
長
く
続
い
た
こ
と
を
前
提
理
由
と
し
て
い
る

よ
う
な
表
現
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
漢
詩
文
の
素
養
を
持
ち
得
た
享
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受
者
た
ち
は
、
久
邇
京
不
変
の
前
提
理
由
と
し
て
の
「
都
賦
」
を
含

み
込
ん
だ
形（
も
し
く
は
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
た
形
）で「
久
邇
京
讃
歌
」

を
と
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
叙
法
の
中
に
、
漢
詩

文
を
学
ん
だ
官
僚
歌
人
で
「
史
」
の
姓
を
持
つ
福
麻
呂
の
面
目
が
躍

如
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
度
、「
３
」
を
見
て
み
る
と
、
福
麻
呂
歌
は
、
山
川
・
春
秋

の
み
な
ら
ず
、Ⓐ
「
花
」
Ⓑ
「
花
」、Ⓐ
「
鳥
」
Ⓑ
「
鴬
」、Ⓐ
「
さ
男
鹿
」

Ⓑ
「
さ
男
鹿
」
と
い
っ
た
草
木
・
鳥
獣
ま
で
を
対
応
さ
せ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、『
芸
文
類
聚
』（
巻
六
・
總
載
山
）
が
引
用
す

る
『
韓
詩
外
伝
』
の
「
仁
者
何
以
樂
山　

山
者
万
物
之
所
瞻
仰
也　

草
木
生
焉　

万
物
殖
焉　

飛
鳥
集
焉　

走
獣
休
焉　

吐
生
万
物
而
不

私
焉　

出
雲
導
風　

天
地
以
成　

国
家
以
寧　

此
仁
者
所
以	

樂
山
」

（
＝
仁
者
は
な
ぜ
山
を
楽
し
む
の
か
。
山
は
全
て
の
物
が
仰
ぎ
見
る
か
ら
で
あ

る
。
草
木
が
生
ま
れ
、全
て
の
物
が
増
え
、飛
ぶ
鳥
が
集
ま
り
、走
る
獣
が
休
む
。

全
て
の
物
を
生
み
出
す
が
、
私
的
な
も
の
と
し
な
い
。
雲
を
出
現
さ
せ
風
を
導

く
。
天
地
を
生
成
し
、国
家
を
安
寧
に
す
る
。
以
上
述
べ
た
こ
と
が
理
由
と
な
っ

て
、
仁
者
は
山
を
楽
し
む
の
で
あ
る
）
か
ら
、
着
想
を
得
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
の
万
葉
歌
人
も
花
や
鳥
を
取
り

入
れ
て
お
り
、
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
が
、
こ
こ
か
ら
着
想
を
得
て
い

る
と
す
る
説
も
あ
る
が（
（（
（

、
そ
の
中
で
福
麻
呂
は
『
韓
詩
外
伝
』
に
あ

る
よ
う
に
、
草
木
・
鳥
獣
の
す
べ
て
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
を
二
首
で
対
応
さ
せ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

二
組
の
長
歌
に
よ
っ
て
示
さ
せ
る
繁
栄
は
、
山
川
・
春
秋
に
留
ま

ら
ず
草
木
・
鳥
獣
に
ま
で
わ
た
る
十
全
た
る
自
然
の
繁
栄
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

福
麻
呂
は
、「
六
合
」
と
い
う
概
念
を
軸
に
、
そ
の
こ
と
ば
が
持
つ

空
間
的
な
調
和
の
み
な
ら
ず
時
間
的
な
調
和
も
含
め
た
形
で
、
山
川
・

春
秋
を
二
首
に
合
わ
せ
る
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
調
和
の
世
界
を
叙
し

て
い
た
。
福
麻
呂
が
形
象
化
し
よ
う
と
し
た
世
界
は
、『
韓
詩
外
伝
』

の
取
り
入
れ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
間
空
間
的
な
調
和
世
界
の

み
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
２
」
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
宮
柱　

太
敷
き
奉
り　

高
知

ら
す　

布
当
の
宮
は
」
に
よ
っ
て
、
臣
従
者
の
奉
仕
と
天
皇
の
統
治
と

い
う
調
和
世
界
を
冒
頭
か
ら
直
截
簡
明
な
対
表
現
と
し
て
示
し
て
い

た
。
ま
た
、「
４
」
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
わ
ご
大
君
は　

君
が
ま
に

　

聞
か
し
た
ま
ひ
て
」
に
臣
下
の
こ
と
ば
と
そ
れ
を
聞
き
入
れ
る
君

主
と
い
っ
た
奉
仕
と
統
治
の
調
和
が
同
様
に
示
さ
れ
て
い
た
。つ
ま
り
、

福
麻
呂
は
、
久
邇
新
都
に
よ
る
全
て
の
世
界
の
調
和
を
、
二
組
の
長

歌
を
合
わ
せ
る
試
み
に
よ
っ
て
、
表
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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【
注
】

（
１
）	
万
葉
集
の
本
文
は
、
中
西
進
『
万
葉
集　

全
訳
注
』（
講
談
社
文
庫
）
に

よ
る
。
な
お
、
私
訓
を
施
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、『
文
選
』
の

本
文
、
訓
読
お
よ
び
和
訳
は
、
小
尾
郊
一
『
文
選
（
文
章
編
）
一
』（
全

釈
漢
文
大
系　

一
九
七
四
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
こ
れ
も
私
訓
を
施
し

た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
２
）	

塩
沢
一
平
「
田
辺
福
麻
呂
の
宮
廷
歌
の
基
盤
」（『
万
葉
史
を
問
う
』　

一
九
九
九
年
）。

（
３
）
吉
井
巌
『
万
葉
集
全
注
』
巻
第
六
（
一
九
八
四
年
）。

（
４
）	

坂
本
勝
「
久
邇
の
新
京
を
讃
む
る
歌
・
荒
墟
を
悲
傷
し
て
作
る
歌
」（『
セ

ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』　

二
〇
〇
〇
年
）。

（
５
）「
田
辺
福
麻
呂
論
」『
万
葉
集
作
歌
と
風
土
』（
一
九
六
三
年
）。

（
６
）	「
田
辺
福
麻
呂
の
儀
礼
歌
の
側
面
」（『
万
葉
集
研
究
』
第
十
集　

一
九
八
一
年
十
一
月
）。

（
７
）	「
都
城
の
景
観
」『
万
葉
集
と
比
較
詩
学
』（
一
九
九
七
年　

初
出

一
九
九
五
年
六
月
）。

（
８
）	「
田
辺
福
麻
呂
の
新
境
地-

表
現
の
特
質-

」
中
西
進
編
『
笠
金
村
・
高

橋
虫
麻
呂
・
田
辺
福
麻
呂　

人
と
作
品
』
二
〇
〇
五
年
）。

（
９
）
例
え
ば
、「
鄘
風
」
に
は
、

　
　
　

		

Ａ
鶉
之
奔
奔　
ａ
鵲
之
彊
彊　

人
之
無
良　

我
以
為
兄

　
　
　

		

Ｂ
鵲
之
彊
彊　

ｂ
鶉
之
奔
奔　

人
之
無
良　

我
以
為
君（「

鶉
之
奔
奔
」）

　
　

		

の
よ
う
に
、先
の
福
麻
呂
歌
の
Ａ
「
川
」
ａ
「
山
」、Ｂ
「
山
」
ｂ
「
川
」、

Ｃ
「
秋
」
�
「
春
」、
Ｄ
「
春
」
�
「
秋
」
と
同
じ
よ
う
に
、
Ａ
「
鶉
之

奔
奔
」
ａ
「
鵲
之
彊
彊
」、
Ｂ
「
鵲
之
彊
彊
」
ｂ
「
鶉
之
奔
奔
」
が
一
作

の
中
で
対
応
し
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
�0
）	

辰
巳
正
明
氏
は
、
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
①
④
（
巻
１
・
�（
～
�（
）

が
こ
の
部
分
を
取
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
（「
人
麻
呂
の
吉
野
讃

歌
と
中
国
遊
覧
詩
」『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
一
九
八
七
年
）
が
、
本

文
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
草
木
鳥
獣
を
す
べ
て
取
り
込
ん
で
い
る
の
は
、

福
麻
呂
の
久
邇
京
讃
歌
が
先
駆
で
あ
る
。


