
一

は
じ
め
に

奈
良
県
立
万
葉
文
化
館
が
建
つ
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
大
字
飛
鳥

の
周
辺
に
は
、
七
世
紀
初
め
に
鞍
作
止
利
が
制
作
し
た
と
い
う
仏
像
が

今
も
鎮
座
す
る
飛
鳥
寺
が
あ
り
、
七
世
紀
中
に
六
十
年
以
上
に
亘
り
歴

代
の
王
宮
が
営
ま
れ
た
飛
鳥
京
跡
や
、
七
世
紀
後
半
〜
八
世
紀
初
め
に

か
け
て
の
官
営
工
房
で
あ
っ
た
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
な
ど
、
飛
鳥
時
代
の

重
要
な
遺
跡
が
密
集
し
て
い
る
。

な
か
で
も
、
一
九
九
九
年
に
発
見
さ
れ
た
飛
鳥
京
苑
池
遺
構
で
は
、

中
島
を
持
つ
不
思
議
な
形
の
池
が
み
ら
れ
、
大
正
五
年

(

一
九
一
六)

に
出
土
し
て
い
た

｢

出
水
酒
船
石｣

が
そ
の
導
水
施
設
の
一
部
で
あ
っ

た
こ
と
等
が
判
明
し
た
。
二
〇
一
六
年
四
月
に
同
遺
構
の
一
部
が
整
備

さ
れ
、
奈
良
県
立
飛
鳥
京
苑
池
休
憩
舎
が
開
館
し
た
が
、
周
辺
に
は
未

発
掘
の
地
も
残
り
、
そ
の
全
容
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

現
時
点
で
の
発
掘
調
査
成
果
だ
け
を
見
て
も
、
東
ア
ジ
ア
の
庭
園
文
化

の
中
で
特
異
な
遺
構
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

古
代
の
庭
園
と
詩
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
あ

る
が
、
本
稿
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
近
年
の
考
古
学
上
の
め
ざ
ま
し
い

成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
飛
鳥
京
苑
池
の
実
態
と
文
学
表
現
と
の
間
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
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二

｢

苑
池｣

に
つ
い
て

日
本
列
島
に
お
け
る
庭
園
史
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
や
造
園
学
等
の

観
点
か
ら
整
理
が
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
援
用
し
た
文
学
や
歴
史
学
の

研
究
も
行
わ
れ
始
め
て
久
し
い
。
た
だ
、
従
来
は
飛
鳥
と
い
え
ば
明
日

香
村
島
庄
の
嶋
庄
遺
跡
と
草
壁
皇
子
の

｢

嶋
宮｣

と
を
取
り
上
げ
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

(

１)

。
し
か
し
、
万
葉
歌
に
お
け
る
嶋
宮
の
描
写

と
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
島
庄
遺
跡
の
池
の
遺
構
と
の
間
に
は
大
き

な
隔
た
り
が
あ
る
。
同
遺
跡
の
池
跡
は
方
形
を
し
て
お
り
、
万
葉
歌
に

詠
ま
れ
た

｢

勾
の
池｣

(

巻
二
・
一
七
〇)

に
相
当
す
る
よ
う
な
曲
池

跡
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
近
く
に
曲
線
を
持
つ
導
水
溝
は
検
出
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
本
体
の
方
形
池
自
体
が
遊
宴
等
で
は
な
く
貯
水
用
の

池
で
あ
ろ
う
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

２)

。
文
学
表
現
が
実
態
と
か
け
離
れ

て
い
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
あ
る
が
、
歌
に
詠
ま
れ
た
曲
池
の
跡
が
い

ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
か
も
し
れ
ず
、
現
時
点
で
結
論
は
出
せ

な
い
。

ま
た
、『

日
本
書
紀』

『

続
日
本
紀』

等
の
正
史
に

｢

苑｣
｢

園｣

の

語
が
散
見
し
、『

万
葉
集』

に
も

｢

庭｣
｢

園｣
｢

嶋｣
｢

池｣

の
語
が
詠

ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
指
し
示
す
概
念
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ

つ
つ
も
、
通
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
同
時
に
扱
わ
れ
論

じ
ら
れ
て
き
た

(

３)

。『

説
文
解
字』

に

｢

苑｣

は

｢

所
以
養
禽
獣
也｣

と

あ
り
、｢

園｣

は

｢

所
以
有
果
樹
也｣

と
あ
っ
て
、
本
来
両
者
は
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
る
。｢

嶋｣

に
つ
い
て
は

｢

海
中
往
往
有
山
可
依
止

曰
島｣

と
あ
り
、
庭
園
に
お
い
て
池
中
に
造
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ

と
か
ら
転
じ
て
庭
園
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
に
も
な
っ
た
と
み
ら
れ
て

い
る
。
飛
鳥
時
代
の

｢

池｣

が
必
ず
し
も

｢

嶋｣

を
伴
う
わ
け
で
は
な

く
、｢

池｣

が
必
ず
庭
園
施
設
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
る

(

４)

。
文
献
上
で
は
、
後
世
に
通
用
例
は
あ
る
も
の
の
、
王
宮

の
施
設
に
限
っ
て

｢

苑｣

と
呼
ん
だ

(

５)

。

日
本
庭
園
史
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
も
、
文
献
上
の
初
出
に
見
出
す

か
、
遺
跡
の
形
状
か
ら
導
き
出
す
か
で
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
。
祭
祀

を
行
う
ニ
ハ

(

庭)

と
し
て
の
水
辺
の
祭
祀
遺
跡
は
、
五
世
紀
頃
の
城

之
越
遺
跡

(

三
重
県
上
野
市)

等
が
知
ら
れ
、
約
三
〇
〇
〇
年
前
の
縄

文
時
代
後
期
の
矢
瀬
遺
跡

(

群
馬
県
み
な
か
み
町)

に
す
で
に
水
辺
の

祭
祀
と
し
て
の
意
匠
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る

(

６)

。
た
だ
、

こ
う
し
た
水
辺
の
祭
祀
遺
構
と
東
ア
ジ
ア
に
共
通
す
る

｢

苑｣

と
で
は

性
格
的
に
異
な
る
部
分
も
あ
り
、
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
日
本
に
お
け
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る
庭
園
が
形
成
さ
れ
る
と
し
て
も
、
区
別
し
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
飛
鳥
時
代
以
降
の
古
代
庭
園
と
い
っ
て
も
一
括
り
に
は
で

き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
小
野
健
吉
氏
は
、｢

飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
庭
園

遺
構
と
東
院
庭
園｣
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
及
す
る

(

７)

。

奈
良
時
代
の
園
池
は
、
平
面
で
は
飛
鳥
時
代
と
は
大
き
く
一
線
を

画
し
、
護
岸
手
法
で
は
飛
鳥
時
代
の
伝
統
的
手
法
の
片
鱗
を
引
き

継
ぎ
つ
つ
も
大
勢
で
は
新
手
法
と
い
え
る
州
浜
に
変
化
す
る
。
こ

の
顕
著
な
変
化
は
、
園
池
の
根
本
的
な
築
造
手
法
の
変
化
に
ほ
か

な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
奈
良
時
代
の
園
池
の
立
地
に
も
関
係
す
る

こ
と
に
な
る
。(

中
略)

総
じ
て
い
え
ば
、
飛
鳥
時
代
の
庭
園
は
、

明
瞭
に
人
工
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
奈
良
時
代
の
庭
園
は
自
然
風

景
的
要
素
が
き
わ
だ
っ
て
強
く
な
っ
て
お
り
、
立
地
に
つ
い
て
も

自
然
順
応
的
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
飛
鳥
時
代
と
奈
良

時
代
の
庭
園
デ
ザ
イ
ン
の
間
に
は
大
転
換
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
古
代
の
庭
園
一
般
を
扱
う
の

で
は
な
く
、
文
献
上
で
は

｢

苑｣

と
表
記
さ
れ
る
事
例
に
限
定
し
、
考

古
学
的
に
は
飛
鳥
時
代
の
支
配
者
の
庭
園
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。

支
配
者
の
庭
園
と
し
て
の

｢

苑｣

は
、
中
国
商
時
代
に
す
で
に
都
城

の
主
要
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
が
、
唐
代
に
い
た
っ
て
様
式
上
の
完
成

を
み
た
と
さ
れ
て
い
る
。
七
〜
八
世
紀
の
新
羅
や
渤
海
、
大
和
の
苑
池

も
そ
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
近
年
、
韓
国
慶
州
の
雁
鴨
池
や
龍
江
洞

苑
池
と
日
本
の
奈
良
県
に
あ
る
古
代
苑
池
と
の
考
古
学
的
な
比
較
研
究

も
さ
れ
て
い
る

(

８)

。

一
方
、
日
本
最
古
の
正
史
と
さ
れ
る

『

日
本
書
紀』

(

七
二
〇
年
成

立)

に
お
け
る｢

苑｣

の
築
造
記
事
の
初
出
は
、
武
烈
天
皇
代
で
あ
る
。

及
此
時
、
穿
池
起
苑
、
以
盛
禽
獣
。
而
好
田
猟
、
走
狗
試
馬
。
出

入
不
時
。
不
避
大
風
・
甚
雨
。
衣
温
而
忘
百
姓
之
寒
、
食
美
而
忘

天
下
之
飢
。
大
進
侏
儒
・
倡
優
、
為
爛
漫
之
楽
、
設
奇
偉
之
戯
、

縦
靡
靡
之
声
、
日
夜
常
与
宮
人
沈
湎
于
酒
、
以
錦
繍
為
席
。
衣
以

綾
�
者
衆
。

[

此こ

の
時と
き

に
及い
た

り
て
、
池い

け

を
穿ほ

り
苑そ

の

を
起つ

く

り
て
、
禽と

り

獣
け
も
の

を
盛み

た

す
。
而し

か

し
て
田か

猟り

を
好こ

の

み
、
狗い

ぬ

を
走は

せ
馬
を
試く

ら

べ
た
ま
ふ
。
出い

で

入い

る
こ
と
時と
き

な
ら
ず
。
大
風
お
ほ
か
ぜ

・
甚
雨
ひ
さ
め

を
避さ

ら
ず
。
衣み
そ

温
あ
た
た
か
に

し
て
、
百
姓

お
ほ
み
た
か
らの
寒こ

ゆ
る
こ
と
を
忘わ
す

れ
、
美
う
ま
き
も
の食を

し
て
、
天
下

あ
め
の
し
た
の

飢う

う
る
こ
と
を
忘
れ
た
ま
ふ
。
大お
ほ

き
に
侏
儒
し
ゅ
じ
ゅ

・
倡
し
ゃ
う

優い
う

を
進す
す

め

て
、
爛
漫

ら
ん
ま
ん

の
楽が
く

を
為な

し
、
奇き

偉ゐ

の
戯ぎ

を
設ま

け
、
靡ひ

々ひ

の
声せ
い

を
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縱ほ
し
き
ま
ま
に
し
、
日に
ち

夜や

に
常つ
ね

に
宮み
や

人ひ
と

と
酒さ
け

に
沈
湎
ち
ん
め
ん

し
、
錦
繍
き
ん
し
う

を
以も

ち
て

席む
し
ろと
し
た
ま
ふ
。
衣
き
る
も
の、
綾
り
ょ
う

�
ぐ
わ
ん
を
以
ち
て
す
る
者ひ
と

衆お
ほ

し
。]

(『

日
本
書
紀』

巻
第
十
六

武
烈
天
皇
八
年
三
月

(

９))

こ
の
記
述
は
文
飾
等
も
あ
り
事
実
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
池

を
掘
り

｢

苑｣

を
造
っ
た
と
記
さ
れ
て
あ
り
、｢

苑｣

に
は
池
が
不
可

欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
禽
獣
が
放
た
れ
て
い

た
と
も
あ
り
、
ま
さ
に

『
説
文
解
字』

に
載
る

｢

苑｣

で
あ
る
と
い
え

る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
狩
り
を
楽
し
み
歌
舞
音
曲
を
奏
さ
せ
て
飲
食

に
明
け
暮
れ
た
と
続
き
、
武
烈
天
皇
が
民
衆
を
顧
み
な
い
様
子
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
こ
の
記
事
の
直
前
に
は
、
次
の
よ
う

な
武
烈
天
皇
の
行
状
も
記
さ
れ
て
い
る
。

八
年
春
三
月
、
使
女
�
形
、
坐
平
板
上
、
牽
馬
就
前
遊
牝
。
観
女

不
浄
、
沾
湿
者
殺
。
不
湿
者
没
為
官
婢
、
以
此
為
楽
。

[

八
年
の
春
三
月
に
、
女
を
み
な
を
�
形

ひ
た
は
だ
か
に
し
て
、
平
板
ひ
ら
い
た

の
上う
へ

に
坐す

ゑ
、

馬う
ま

を
牽ひ

き
て
前ま

へ

に
就い

た

し
て
遊
牝

つ
る
び

せ
し
む
。
女
の
不
浄

ほ
と
ど
こ
ろ

を
観み

る
と

き
に
、
沾う

湿る

へ
る
者も
の

は
殺こ
ろ

し
、
湿う
る

は
ざ
る
者
は
没を
さ

め
て
官
つ
か
さ

婢
や
っ
こ

と
し
、
此こ
れ

を
以も

ち
て
楽
た
の
し
びと
し
た
ま
ふ
。]

(『

日
本
書
紀』

巻
第
十
六

武
烈
天
皇
八
年
三
月)

こ
う
し
た
暴
虐
を
尽
く
す
表
現
は

『

古
列
女
伝』

等
に
典
拠
を
持
つ

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
暴
君
の
代
名
詞
で
あ
っ
た
夏
の
傑
王
や
殷

の
紂
王
の
記
事
を
踏
ま
え
て
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
武
烈
天
皇

は
後
継
の
な
い
ま
ま
同
年
十
二
月
に
崩
御
し
た
と
い
い
、
晩
年
の
猟
奇

性
を
帯
び
た
行
状
を
描
く
一
環
と
し
て
、｢

苑｣

の
築
造
記
事
も
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
没
年
齢
も
書
物
に
よ
っ
て
大

幅
に
異
な
る
こ
と
や
、
次
の
継
体
天
皇
と
の
系
譜
的
な
断
絶
か
ら
み
て

も
、
中
国
の
史
書
に
倣
っ
て
潤
色
さ
れ
た
記
述
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

王
宮
は
泊
瀬
列
城
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
比
定
地
で
あ
る
桜
井
市
大

字
出
雲
周
辺
に
中
国
な
み
の
広
大
な

｢

苑｣

が
築
造
さ
れ
て
い
た
と
み

る
の
も
現
実
的
で
は
な
い
。
当
該
例
が
日
本
庭
園
史
の
中
に
位
置
付
け

ら
れ
て
い
な
い
所
以
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
以
前
の

『

日
本
書
紀』

の
記
事
と
し
て
は
、
忍
坂
大
中
姫
が
允

恭
天
皇
の
皇
后
と
な
る
以
前
に

｢

苑｣

に
遊
ぶ
様
子
が
み
え
る
。

初
皇
后
随
母
在
家
、
独
遊
苑
中
。
時
闘
鶏
国
造
従
傍
径
行
之
。
乗

馬
而
莅
籬
、
謂
皇
后
、
嘲
之
曰
、
能
作
園
乎
、
汝
者
也
。

[

初は
じ

め
皇
后
き
さ
き

、
母は
は

に
随
し
た
が
ひ
て
家い
へ

に
在ま

し
ま
し
、
独ひ
と

り
苑
中

そ
の
の
う
ち
に
遊あ
そ

び
た
ま
ふ
。
時と
き

に
闘
鶏
つ
け
の

国
造

く
に
の
み
や
つ
こ、
傍
ほ
と
り
の
径み
ち

よ
り
行ゆ

く
。
馬う
ま

に
乗の

り
て
籬か
き

に
莅の
ぞ

み
、
皇
后
に
謂か
た

り
て
、
嘲
あ
ざ
け
り
て
曰い
は

く
、｢

能よ

く
園そ
の

を
作つ
く

る
か
、
汝
な
び
と
や｣

と
い
ふ
。]
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(『

日
本
書
紀』

巻
第
十
三

允
恭
天
皇
二
年
二
月
条)

｢
苑｣
と

｢

園｣

が
同
一
視
さ
れ
て
い
た
と
す
る
に
は
、
問
題
が
残

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
。
ま
だ
皇
后
と
な
る
前
、
母
親
の
家
に

い
た
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
王
宮
の｢

苑｣

で
は
な
い
も
の
の
、

文
章
の
主
語
は
未
来
に
引
き
寄
せ
た

｢

皇
后｣

で
あ
り
、
そ
れ
に
相
応

し
い
場
と
し
て

｢

苑｣
と
表
記
さ
れ
た
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。
闘

鶏
国
造
が
、
敬
意
の
ま
っ
た
く
な
い
呼
び
か
け
で
あ
る

｢

汝｣

を
用
い

て
忍
坂
大
中
姫
を
嘲
る
際
に
、
あ
え
て

｢

園｣

と
記
し
て
い
る
点
も
注

目
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
植
え
ら
れ
て
い
た
蘭
を
め
ぐ
る
闘
鶏
国
造
の
無

礼
が
描
か
れ
、｢

苑｣

に
も

｢

園｣

に
も
様
々
な
植
物
が
植
え
ら
れ
て

い
る
と
の
認
識
が
あ
り
、
通
用
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
か
と
は
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
、
顕
宗
天
皇
元
年
の
三
月
上
巳
に

｢

後
苑｣

に
行
幸
し

｢

曲
水

宴｣

が
催
さ
れ
た
こ
と

(『

日
本
書
紀』

巻
第
十
五

顕
宗
天
皇
元
年

三
月
条)

も
み
え
る
。｢

曲
水
宴｣

の
初
出
記
事
で
は
あ
る
が
、
顕
宗

天
皇
の
近
飛
鳥
八
釣
宮
の
所
在
地
は
不
明
で
あ
り

(

�)

、
考
古
学
的
な
裏
付

け
は
な
い
。
同
二
年
三
月
、
同
三
年
三
月
に
も
立
て
続
け
に｢

曲
水
宴｣

が
記
さ
れ
、
以
後
は
久
し
く
登
場
し
な
い
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
の
実

態
か
ら
遡
及
し
て
書
か
れ
た
記
事
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て

『

日
本
書
紀』

の
記
述
内
容
に

相
当
す
る
遺
構
が
考
古
学
的
に
確
認
さ
れ
た
例
も
皆
無
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
斉
明
天
皇(

在
位
六
五
五
〜
六
六
一)

の
時
代
に｢

狂
心
渠｣

と
記
さ
れ
た
大
規
模
な
土
木
工
事
を
伴
う
水
路
や
、
そ
れ
を
使
っ
て
運

ば
れ
た
砂
岩
に
よ
る

｢

周
垣｣

が
明
日
香
村
飛
鳥
か
ら
出
土
し
、
単
な

る
文
飾
と
み
ら
れ
て
い
た
表
現
が
当
時
の
実
際
の
状
況
を
描
写
し
て
い

た
ら
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
飛
鳥
京
跡
苑
池
も
そ
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

三

東
ア
ジ
ア
の
中
の
飛
鳥
京
苑
池

飛
鳥
京
跡
苑
池
遺
構
に
該
当
す
る
と
目
さ
れ
て
い
る
記
述
は
、
次
の

よ
う
な
簡
素
な
も
の
で
あ
る
。

戊
申
、
幸
白
錦
後
苑
。

[

戊ぼ

申し
ん

に
、
白し

ら

錦
に
し
き

後の
み

苑そ
の

に
幸

い
で
ま

す
。]

(『

日
本
書
紀』

巻
第
二
十
九

天
武
天
皇
十
四
年
十
一
月)

丙
子
、
天
皇
観
公
私
馬
於
御
苑
。

[
丙
子
へ
い
し

に
、
天
皇

す
め
ら
み
こ
と、
公
お
ほ
や
け

私
わ
た
く
しの
馬う
ま

を
御
苑

み
そ
の

に
観
み
そ
こ
な
はす
。]

(『

日
本
書
紀』

巻
第
三
十

持
統
天
皇
五
年
三
月)
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｢
白
錦
後
苑｣

｢

御
苑｣

と
い
う
記
述
は
、
従
来
、
武
烈
紀
の
例
と
同

様
に
中
国
の
史
書
に
倣
っ
た
記
述
と
み
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
飛
鳥

宮
跡
の
北
西
部
、
明
日
香
川
の
東
岸
に
、
斉
明
天
皇
の
時
代
か
ら
造
営

さ
れ
て
い
た

｢
苑｣

に
相
当
す
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
飛
鳥

時
代
に
も｢

苑｣
を
伴
う｢

京｣

が
整
備
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
ま
っ

た
。
史
書
に
明
瞭
に
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
に
せ
よ
、
実
際
に
は
存
在

し
て
い
た
飛
鳥
時
代
の

｢
苑｣
の
事
例
と
し
て
、
貴
重
な
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
。

｢

幸
す｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
隣
接
し
た
苑
池
が

｢

白
錦
後
苑｣

で
あ
る
か
疑
問
も
呈
さ
れ
た
が
、
河
岸
段
丘
の
上
に
あ

る
宮
と
苑
池
と
の
間
に
は
約
十
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
高
低
差
が
あ
り
、

二
〇
一
五
年
に
は
宮
の
内
郭
と
苑
池
を
隔
て
る
門
の
跡
も
検
出
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、｢

幸
す｣

と
記
述
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
。

飛
鳥
京
苑
池
は
、
扇
形
を
変
形
さ
せ
た
よ
う
な
南
池
と
、
直
線
を
主

体
と
し
た
不
整
形
の
北
池
と
か
ら
成
り
、
両
者
は
水
路
で
つ
な
が
っ
て

い
た
。
そ
の
不
思
議
な
形
は
、
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
苑
池
の
中
で

も
ほ
か
に
類
例
を
み
な
い
。
南
池
の
中
に
は
不
定
形
の
島
が
造
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
規
則
性
を
も
っ
て
並
ん
だ
穴
が
検
出
さ
れ

て
い
る
。
池
に
張
り
出
し
た
テ
ラ
ス
状
の
構
造
物
が
あ
っ
た
と
も
指
摘

さ
れ
、
極
め
て
特
異
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
と
い
う

(

�)

。

ま
た
、
ハ
ス
・
オ
ニ
バ
ス
・
ア
カ
マ
ツ

(

ま
た
は
ク
ロ
マ
ツ)

・
ゴ

ヨ
ウ
マ
ツ
類
・
セ
ン
ダ
ン
・
モ
モ
・
ウ
メ
・
ナ
シ
・
カ
キ
・
ス
モ
モ
・

オ
ニ
グ
ル
ミ
・
ヒ
メ
グ
ル
ミ
・
ナ
ツ
メ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
痕
跡
が
確

認
さ
れ
て
お
り

(

�)

、
同
時
に
禽
獣
を
飼
う

｢

囿｣

で
あ
っ
た
可
能
性
も
指

摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

さ
ら
に
、
土
器
類
は
杯
や
椀
、
皿
な
ど
の
供
膳
具
が
主
体
で
、
甕
や

壷
と
い
っ
た
貯
蔵
具
や
煮
沸
具
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
鑑
賞
や
逍
遥
、

遊
宴
の
場
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
琴
柱
や
小
型
の
人
面
の
よ
う

な
木
製
品
な
ど
、
芸
能
に
関
す
る
と
み
ら
れ
る
遺
物
も
出
土
し
て
お
り
、

先
掲
の
武
烈
紀
に
み
え
た
歌
舞
音
曲
を
奏
さ
せ
て
飲
食
に
明
け
暮
れ
た

と
い
う
記
述
を
彷
彿
さ
せ
る
。

『

三
国
史
記』

に
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る

(

�)

。

宮
内
穿
池
造
山
。
種
花
草
。
養
珍
禽
奇
獣
。

(『

三
国
史
記』

巻
第
六
新
羅
本
紀
第
七
文
武
王

(

下)

文
武
王
十
四

(

六
七
四)

年
二
月)

宮
内
に
池
を
穿
っ
て
山
を
造
り
、
花
や
草
を
植
え
、
珍
し
い
禽
や
獣
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を
飼
っ
た
と
あ
り
、
武
烈
紀
の
記
事
と
共
通
す
る

｢

苑｣

の
概
念
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
武
烈
紀
が
実
態
を
伴
っ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
の

に
対
し
て
、
こ
の
文
武
王
の

｢

池｣

は
、
一
般
的
に
一
九
七
五
年
に
発

掘
さ
れ
た
韓
国
慶
州
月
城
の
雁
鴨
池
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

当
該
記
事
の
示
す
六
七
四
年
頃
は
新
羅
が
三
国
統
一
し
た
直
後
で
あ
り
、

半
島
に
は
唐
の
駐
留
軍
が
い
て
交
戦
状
態
が
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
大
規
模
な
工
事
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

の
指
摘
も
あ
る

(

�)

。

も
う
一
つ
し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
る
記
事
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。

穿
池
於
宮
南
。
引
水
二
十
餘
里
。
四
岸
植
以
楊
柳
。
水
中
築
島
嶼
。

擬
方
丈
仙
山
。

(『

三
国
史
記』

巻
第
二
十
七
百
済
本
紀
第
五

武
王
三
十
五
年
三
月)

宮
の
南
に｢

池｣

を
穿
り
、
水
を
引
き
、
四
方
の
岸
に
楊
柳
を
植
え
、

池
水
の
中
に
島
を
築
い
て
、
方
丈
仙
山
を
模
し
た
と
い
う
。『

日
本
書

紀』

推
古
天
皇
二
十
年
是
年
条
に
は
、
こ
れ
に
通
じ
る
作
庭
技
術
が
伝

来
し
た
と
い
う
記
事
が
載
る
。

是
歳
、
自
百
済
国
、
有
化
来
者
。
其
面
・
身
皆
斑
白
。
若
有
白

癩
者
乎
。
悪
其
異
於
人
、
欲
棄
海
中
嶋
。
然
其
人
曰
、
若
悪
臣
之

斑
皮
者
、
白
斑
牛
馬
不
可
畜
於
国
中
。
亦
臣
有
小
才
。
能
構
山
岳

之
形
。
其
留
臣
而
用
、
則
為
国
有
利
。
何
空
之
棄
海
嶋
耶
。
於
是

聴
其
辞
以
不
棄
。
仍
令
構
須
弥
山
形
及
呉
橋
於
南
庭
。
時
人
号
其

人
曰
路
子
工
。
亦
名
芝
耆
摩
呂
。

[

是こ

の
歳と
し

に
、
百
済
く
だ
ら
の

国く
に

よ
り
化
来

ま
ゐ
お
も
ぶ
け
る
者ひ
と

有あ

り
。
其そ

の
面
お
も
て
・
身
む
く
ろ

、

皆み
な

斑
白
ま
だ
ら

な
り
。
若も

し
く
は
白し
ら

癩は
た

有あ

る
者ひ
と

か
。
其そ

の
、
人ひ
と

に
異け

な

る
こ
と
を
悪に

く

み
て
、
海
中
わ
た
な
か

の
島し
ま

に
棄す

て
む
と
す
。
然し
か

る
に
其
の

人
の
曰い

は

く
、｢

若
し
臣
や
つ
か
れの
斑
ま
だ
ら

皮は
だ

を
悪に
く

み
た
ま
は
ば
、
白し
ろ

斑
ま
だ
ら
な
る

牛う
し

馬う
ま

は
、
国
中
く
ぬ
ち

に
畜か

ふ
べ
か
ら
ず
。
亦ま
た

臣
、
小
い
さ
さ
かな
る
才か
ど

有
り
。

能よ

く
山や

岳ま

の
形

か
た
ち

を
構つ

く
。
其そ

れ
臣
を
留と

ど

め
て
用も

ち

ゐ
た
ま
は
ば
、

国く
に

の
為た

め

に
利

く
ほ
さ

有
ら
む
。
何な
に

ぞ
空む
な

し
く
海う
み

の
島し
ま

に
棄
つ
る
や｣

と

い
ふ
。
是こ

こ

に
其
の
辞
こ
と
ば
を
聴き

き
て
棄
て
ず
。
仍よ

り
て
須す

弥み

山せ
ん

の
形

と
呉
橋

く
れ
は
し

を
南お

ほ

庭ば

に
構つ

か
し
む
。
時
人

と
き
の
ひ
と
、
其
の
人
を
号な
づ

け
て
路み
ち

子こ
の

工た
く
みと

曰い

ふ
。
亦ま

た

の
名な

は
芝し

耆き

摩ま

呂ろ

。]

(『

日
本
書
紀』

巻
第
三
十

推
古
天
皇
二
十
年
是
歳
条)

百
済
国
か
ら
や
っ
て
来
た
人
物
が
作
庭
技
術
を
伝
え
、｢

須
弥
山｣

と

｢
呉
橋｣

と
を

｢

南
庭｣

に
設
け
た
と
あ
る
。
当
該
記
事
に
該
当
す

る
遺
構
と
し
て
、
一
般
に
明
日
香
村
の
石
神
遺
跡
が
比
定
さ
れ
て
い
る
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が
、
こ
こ
で
い
う

｢

須
弥
山｣

に
つ
い
て
は
、
道
教
の

｢

崑
崙
山｣

と

の
混
同
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
一
方
で

『

倶
舎
論』

に
あ
る
よ
う
に

仏
教
の
理
念
に
基
づ
く
作
庭
で
あ
っ
た
と
い
う
反
論
も
あ
り

(

�)

、
推
古
天

皇
の
宮
と｢
南
庭｣

と
の
位
置
関
係
を
含
め
、
確
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

中
国
の

｢

苑｣

を
規
範
と
し
な
が
ら
も
、
韓
国
や
日
本
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
に
様
式
が
変
容
し
て
い
く
こ
と
が
考
古
学
的
に
確
認
さ
れ
て
い

る
が
、
中
で
も
日
本
的
な
変
容
と
し
て
特
徴
的
な
の
が
、
池
の
水
深
が

極
め
て
浅
い
と
い
う
こ
と
と
、
州
浜
を
多
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る

(

�)

。

日
中
韓
に
お
い
て
、
史
書
に
記
さ
れ
た
記
述
に
は
そ
れ
ほ
ど
相
違
点

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
考
古
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
実

体
と
し
て
の

｢

苑｣

は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四

飛
鳥
時
代
の
詩
歌
表
現
と
し
て
の

｢

苑｣

そ
う
し
た
実
態
と
史
書
の
記
述
と
の
相
違
を
踏
ま
え
た
上
で
、『

懐

風
藻』

や

『

万
葉
集』

の

｢

苑｣

の
描
写
を
み
て
お
き
た
い
。

『

文
選』

等
に
お
い
て
は
、
概
ね
宮
廷
の
描
写
と
し
て
理
解
で
き
る

と
は
い
え
神
仙
境
を
描
く
よ
う
な
誇
張
表
現
も
あ
り
、
現
存
す
る
日
本

最
古
の
漢
詩
集

『

懐
風
藻』

は
、
そ
う
し
た

『

文
選』

等
の
影
響
下
に

あ
る
と
い
え
る
。
古
代
東
ア
ジ
ア
の
苑
池
が
、
原
則
と
し
て
道
教
的
な

思
想
背
景
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
相
通
じ
る
。

た
だ
、
い
く
つ
か
の
詩
に
は
、
飛
鳥
京
苑
池
の
あ
り
よ
う
が
反
映
さ

れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『

懐
風
藻』

に
は
、
宴
席
で
の
応
詔
詩
が
多
数
収
載
さ
れ
て
お
り
、

｢

苑｣

の
用
例
に
限
定
し
て
も
九
例

(

四
、
一
〇
、
二
八
、
三
八
、
四

〇
、
四
九
、
六
一
、
七
〇
、
一
一
七)

あ
る
。
た
と
え
ば
、
飛
鳥
京
苑

池
と
い
う
大
和
風
に
変
容
し
た

｢

苑｣

を
実
際
に
見
聞
き
し
て
い
た
世

代
と
考
え
ら
れ
る
大
津
皇
子

(

六
六
三
〜
六
八
六
年)

は
、｢

春
苑
宴｣

と
題
す
る
五
言
詩
を
残
し
て
い
る
。

五
言

ご
ご
ん

。
春
し
ゅ
ん

苑え
ん

の
宴
う
た
げ
。
一
首
い
っ
し
ゅ

。

衿え
り

を
開
い
て
霊れ
い

沼
し
ょ
う
に
臨の
ぞ

み
、
目め

を
遊あ
そ

ば
せ
て
金
苑

き
ん
え
ん

を
歩あ
ゆ

む
。
澄
ち
ょ
う

徹て
つ

し
て
苔た

い

水す
い

深ふ
か

く
、
�
曖

あ
ん
あ
い

と
し
て
霞か

峯ほ
う

遠と
お

し
。
驚

き
ょ
う

波は

は
絃げ

ん

と
共と

も

に

響ひ
び

き
、
哢ろ
う

鳥
ち
ょ
う
は
風か
ぜ

と
与と
も

に
聞き

く
。
群ぐ
ん

公こ
う

倒と
う

載さ
い

し
て
帰か
え

り
、
彭
沢

ほ
う
た
く

の
宴

う
た
げ

誰た
れ

か
論ろ

ん

ぜ
ん
。

五
言
。
春
苑
宴
。
一
首
。

開
衿
臨
霊
沼
。
遊
目
歩
金
苑
。
澄
徹
苔
水
深
。
�
曖
霞
峰
遠
。
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驚
波
共
絃
響
。
哢
鳥
与
風
聞
。
群
公
倒
載
帰
。
彭
沢
宴
誰
論
。

(『

懐
風
藻』

詩
番
四

(

�))
春
の

｢
苑｣

を
散
歩
し
、
苔
の
生
え
た
池
水
や
霞
が
か
っ
た
峰
を
眺

め
な
が
ら
、
琴
の
音
と
共
に
聞
こ
え
て
く
る
波
や
風
の
音
、
鳥
の
声
を

賞
美
し
つ
つ
酔
い
し
れ
て
倒
れ
伏
す
参
加
者
た
ち
の
様
子
が
描
か
れ
、

陶
淵
明
が
彭
沢
で
催
し
た
宴
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
こ
の
春
苑
の
宴

が
そ
れ
以
上
の
宴
で
あ
る
と
た
た
え
て
い
る
。｢

春
苑｣

と
い
う
詩
題

自
体
も
中
国
詩
に
倣
っ
た
も
の
だ
が
、
故
事
を
踏
ま
え
た
表
現
か
ら
中

国
文
学
の
造
詣
の
深
さ
が
伺
え
る
。
宴
席
の
す
ば
ら
し
さ
を
描
く
の
が

主
眼
で
あ
り
、
典
拠
表
現
も
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
景
を
表

現
し
た
と
は
い
え
ず
、
文
学
上
の
観
念
的
表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
仮
託
説
も
あ
る
詩
で
あ
り

(
�)

、
実
際
に
ど
の

よ
う
な
場
所
で
ど
の
よ
う
な
宴
席
が
あ
っ
た
の
か
を
文
学
表
現
か
ら
復

元
す
る
こ
と
は
適
切
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
津
皇
子
に

し
て
も
、
生
没
年
か
ら
み
て
飛
鳥
京
苑
池
を
実
際
に
目
に
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
特
異
な
デ
ザ
イ

ン
を
持
つ
池
と
は
い
え
、
池
の
中
に
は
水
生
植
物
の
痕
跡
が
あ
り
、
琴

柱
等
も
出
土
し
て
お
り
、
史
書
に
お
い
て
珍
禽
奇
獣
を
放
す
と
記
さ
れ

て
い
た
よ
う
に
、
植
栽
さ
れ
た
木
々
に
は
鳥
た
ち
が
と
ま
り
囀
っ
て
も

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
実
体
験
が
表
現
に
ま
っ
た
く
影
響
を
与

え
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。｢

彭
沢
の
宴
誰

か
論
ぜ
ん｣

と
い
う
表
現
に
は
、
眼
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
情
景
を
詠

む
臨
場
感
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

大
津
皇
子
の
詩
と
同
じ

｢

春
苑｣

の
題
を
持
つ
田
辺
史
百
枝

(

生
没

年
不
詳)

の｢

春
苑
応
詔｣

詩
で
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

田
辺
史
百
枝
は
、
七
〇
〇
年
の
律
令
選
定
に
参
加
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
人
物
で
あ
る
。

五
言

ご
ご
ん

。
春

し
ゅ
ん

苑え
ん

詔
み
こ
と
の
りに
応お
う

ず
。
一
首
い
っ
し
ゅ

。

聖せ
い

情
じ
ょ
う

汎は
ん

愛あ
い

敦あ
つ

く
、
神し
ん

功こ
う

も
亦ま
た

垠か
ぎ

り
難か
た

し
。
唐と
う

鳳ほ
う

台だ
い

下か

に
翔か
け

り
、

周し
ゅ
う

魚ぎ
ょ

水す
い

浜ひ
ん

に
躍お
ど

る
。
松
風

し
ょ
う
ふ
う

の
韻

ひ
び
き

は
詠う

た

を
添そ

へ
、
梅ば

い

花か

の
薫

か
お
り

は
身み

に
帯お

ぶ
。
琴き

ん

酒し
ゅ

は
芳ほ

う

苑え
ん

に
開ひ

ら

き
、
丹
墨

た
ん
ぼ
く

は
英
人

え
い
じ
ん

に
点て

ん

ず
。
適
た
ま
た
ま

上じ
ょ
う

林り
ん

の
会か
い

に
遭あ

い
、
忝
か
た
じ
けな
く
も
寿ほ

ぐ
万ま
ん

年ね
ん

の
春は
る

。

五
言
。
春
苑
応
詔
。
一
首
。

聖
情
敦
汎
愛
。
神
功
亦
難
垠
。
唐
鳳
翔
台
下
。
周
魚
躍
水
浜
。

松
風
韻
添
詠
。
梅
花
薫
帯
身
。
琴
酒
開
芳
苑
。
丹
墨
点
英
人
。

適
遇
上
林
会
。
忝
寿
万
年
春
。

(『

懐
風
藻』

詩
番
三
八)

応
詔
詩
に
相
応
し
く
、
琴
・
詩
・
酒
と
い
う
宴
の
理
念
が
揃
っ
た

｢

春
苑｣

の
宴
を
漢
の
武
帝
の
上
林
会
に
な
ぞ
ら
え
て
賞
賛
し
、
天
皇
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を
讃
美
し
た
内
容
で
あ
る
。｢

丹
墨
は
英
人
に
点
ず｣

と
、
文
人
達
の

詩
作
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
表
現
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
が
天
皇
讃

美
の
型
ど
お
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
詔
に
応
じ
て

｢

春
苑｣

を
詠
ん

だ
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
飛
鳥
京
苑
池
に
お
け
る
詩
宴
で
あ
っ
た

蓋
然
性
は
高
い
。｢
松
風｣

と

｢

梅
花｣

の
対
句
に
よ
り
目
出
度
い
景

が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
と
に｢

梅
花｣

に
つ
い
て
、
従
来
は『

万
葉
集』

巻
五
に
載
る
天
平
二
年

(
七
三
〇)

の
梅
花
宴
歌
群
に
先
行
す
る
観
念

的
な
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
先
述
の
と
お
り
飛
鳥
京
苑
池

で
ウ
メ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
マ
ツ
類
も
同

様
で
あ
り
、
詩
中
の
琴
・
酒
が
理
念
上
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
、
実

際
に
琴
柱
や
酒
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
ま
っ
た
く

の
想
像
上
の
景
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

詩
番
三
八
に
も
詠
ま
れ
て
い
た｢

上
林｣

と
は
漢
武
帝
の｢
上
林
苑｣

で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

五
言

ご
ご
ん

。
春

し
ゅ
ん

日じ
つ

詔
み
こ
と
の
りに

応お
う

ず
。
二
首

に
し
ゅ

。(

第
二
首)

姑こ

射や

に
太た
い

賓ひ
ん

遁の
が

れ
、
�
巌
こ
う
が
ん

に
神し
ん

仙せ
ん

を
索さ
が

す
。
豈あ
に

若け
だ

し
聴
ち
ょ
う

覧ら
ん

の
隙ひ
ま

に
、
仁じ
ん

智ち

は
山さ
ん

川せ
ん

に
寓よ

す
。
神し
ん

衿き
ん

春
し
ゅ
ん

色
し
ょ
く
を
弄ろ
う

し
、
清せ
い

蹕ひ
つ

林り
ん

泉せ
ん

を

歴へ

る
。
登の
ぼ

り
て
望の
ぞ

む
繍
し
ゅ
う

翼よ
く

の
径み
ち

、
降く
だ

り
て
臨の
ぞ

む
錦き
ん

鱗り
ん

の
淵ふ
ち

。
糸し

竹ち
く

時と
き

に
盤
桓
ば
ん
か
ん

と
し
て
、
文
酒
ぶ
ん
し
ゅ

乍
た
ち
ま
ちに
留
り
ゅ
う

連れ
ん

す
。
薫く
ん

風ぷ
う

琴き
ん

台だ
い

に
入い

り
、

�
め
い

日じ
つ

歌か

筵え
ん

を
照て

ら
す
。
岫
し
ゅ
う

室し
つ

明め
い

鏡
き
ょ
う

開ひ
ら

き
、
松
し
ょ
う

殿で
ん

翠す
い

烟え
ん

浮う

か
ぶ
。

幸さ
い
わ
いに
陪ば
い

す
瀛え
い

洲
し
ゅ
う
の
趣
お
も
む
き、
誰た

れ

か
論ろ

ん

ぜ
ん
上

じ
ょ
う

林り
ん

の
篇へ

ん

。

五
言
。
春
日
応
詔
。
二
首
。(

第
二
首)

姑
射
遁
太
賓
。
�
巌
索
神
仙
。
豈
若
聴
覧
隙
。
仁
智
寓
山
川
。

神
衿
弄
春
色
。
清
蹕
歴
林
泉
。
登
望
繍
翼
径
。
降
臨
錦
鱗
淵
。

絲
竹
時
盤
桓
。
文
酒
乍
留
連
。
薫
風
入
琴
台
。
�
日
照
歌
筵
。

岫
室
開
明
鏡
。
松
殿
浮
翠
烟
。
幸
陪
瀛
洲
趣
。
誰
論
上
林
篇
。

(『

懐
風
藻』

詩
番
二
〇)

大
津
皇
子
事
件
に
連
座
し
た
巨
瀬
朝
臣
多
益
須

(

六
六
三
〜
七
一
〇

年)

の
応
詔
詩
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
は
神
仙
と
し
て
隠
遁
し
て
い

る
賢
人
を
求
め
る
が
、
大
和
で
は
聖
帝
で
あ
る
天
皇
が
政
務
の
合
間
に

行
幸
さ
れ
る
地
が
瀛
洲
の
趣
が
あ
る
仙
境
で
あ
り
、
仙
人
を
探
し
求
め

る
必
要
は
な
い
と
た
た
え
て
い
る
。
周
囲
の
春
の
光
景
が
仙
境
の
よ
う

で
あ
る
と
表
現
し
て
、
上
林
苑
の
春
の
宴
を
言
う
必
要
は
な
い
と
結
ぶ

点
は
、
先
掲
の
大
津
皇
子
詩
が

｢

彭
沢
の
宴
誰
か
論
ぜ
ん｣

と
結
ん
で

い
た
こ
と
に
似
る
。
詩
宴
を
通
じ
て
君
臣
和
楽
を
実
現
す
る
天
皇
讃
美

の
常
套
表
現
で
は
あ
ろ
う
が
、
武
烈
紀
の
よ
う
に
単
な
る
文
飾
で
は
な

く
、
当
時
の

｢

苑｣

で
の
実
体
験
を
踏
ま
え
た
文
学
上
の
表
現
で
あ
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
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辰
巳
正
明
氏
に
よ
れ
ば
、
葛
野
王

(

六
六
九
〜
七
〇
五
年)

に
よ
る

｢

春
日
翫
鶯
梅｣

(『

懐
風
藻』

詩
番
一
〇)

は
、｢

梅｣

と

｢

鶯｣

と
の

取
り
合
わ
せ
は
楽
府
詩
に
み
ら
れ
る
も
の
の
、
詩
題
と
し
て

｢

鶯
梅｣

の
例
が
見
出
せ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
飛
鳥
京
苑
池
が
、
中

国
の
苑
池
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
も
日
本
的
な
変
容
を
遂
げ
て
い
た

よ
う
に
、
文
学
表
現
に
お
い
て
も
日
本
独
自
の
変
容
が
あ
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

一
方
、
和
歌
集
で
あ
る

『

万
葉
集』

の

｢

苑｣

字
の
用
例
を
抽
出
し

て
み
る
と
、
序
文
や
題
詞
に
六
例
、
左
注
に
一
例
、
歌
中
に
一
一
例
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
左
注
の
一
例
は

｢

苑
臣｣

と
い
う

姓
で
あ
り

(

巻
六
・
一
〇
二
七)

、
苑
池
を
描
く
例
で
は
な
い
。
文
筆

を
意
味
す
る

｢

翰
苑｣

の
二
例

(

巻
五
・
八
一
五
、
巻
十
七
・
三
九
六

七)

も
同
様
で
あ
る
。
序
文
や
題
詞
は
漢
文
体
で
あ
る
が
、｢
上
林｣

の
語
は
な
く
、
山
上
憶
良
の

｢

沈
痾
自
哀
文｣

(

巻
五
・
八
九
七
前)

に

｢

西
苑｣

と
あ
る
の
が
、
洛
陽
の
西
に
あ
る
後
漢
順
帝
の

｢

苑｣
を

指
す
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

大
伴
旅
人
に
よ
る
梅
花
宴
で
の

｢

梅
苑｣

(

巻
五
・
八
六
四)

や

｢

春
苑
梅
歌｣

(

巻
十
九
・
四
一
七
四)

は
、｢

苑｣

の
字
を
用
い
て
い

る
も
の
の
、
大
宰
府
の
梅
花
を
詠
ん
で
お
り
、
王
宮
の
そ
れ
で
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
残
る
二
例
の

｢

春
苑｣

(

巻
十
七
・
三
九
六
五
、

巻
十
九
・
四
一
三
九)

は
、
と
も
に

『

文
選』

｢

上
林
賦｣

等
を
踏
ま

え
つ
つ
、『

懐
風
藻』

に
も
見
ら
れ
た
よ
う
な
景
を
表
出
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
奈
良
時
代
の
作
品
で
あ
り
、
ま
さ
に

｢

上
林
苑｣

を
模
し

た

｢

松
林
苑｣

が
平
城
京
の
北
辺
に
実
際
に
広
が
っ
て
い
た
時
代
の
例

と
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の

｢

松
林
苑｣

に
関
わ
る
万
葉
歌
は
み
ら
れ

ず
、
よ
り
観
念
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

｢

御
苑

(

三
苑)｣

の
カ
ラ
ア
ヰ

(

韓
藍)

を
詠
む
例

(『

万
葉
集』

巻
十
・
二
二
七
八
、
巻
十
一
・
二
七
八
四)

は
、
人
口
に
膾
炙
し
た
恋

歌
を
収
集
し
た
巻
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
外
国
一
般
を
指
し
た｢

韓｣

の
、
染
料
を
意
味
す
る

｢

藍｣

と
い
う
名
の
示
す
と
お
り
、
本
来
は
王

宮
の

｢

苑｣

に
し
か
な
か
っ
た
珍
奇
な
植
物
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。た

だ
、
万
葉
歌
の
場
合
、
む
し
ろ
私
邸
の
庭
を
指
す
例
の
方
が
多
い

と
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
大
伴
家
持
の

｢

吾
宅
乃
苑｣

(

巻
八
・
一

四
四
一)

、
大
伴
書
持
の

｢

御
苑
布
能

百
木
乃
宇
梅｣

(

巻
十
七
・
三

九
〇
六)

な
ど
が
散
見
さ
れ
、
本
来
の
支
配
者
の
庭
園
と
し
て
の｢

苑｣
の
意
味
を
離
れ
、
奈
良
時
代
の
貴
族
の
邸
宅
の
庭
と
い
う
程
度
に
用
い

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
を
み
る
と
、｢

苑｣

の
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光
景
と
し
て
、｢

梅｣

と

｢

鶯｣

と
の
取
り
合
わ
せ
や

｢

雪｣

と
の
取

り
合
わ
せ
な
ど
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
中
国
文
学
の
影
響
が
見
て
取
れ
る

が
、｢
苑｣
の
概
念
と
表
現
と
を
受
容
し
た
上
で
咀
嚼
し
、
和
歌
と
し

て
再
構
築
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
最
た
る
例
が
、
次
の
大
伴
家
持
の
作
歌
で
あ
る

(

�)

。

天
平
勝

し
ょ
う

宝は
う

二
年
三
月
一
日
の
暮
ゆ
ふ
へ
に
、
春
の
苑そ
の

の
桃も
も

李
す
も
も
の
花

を
眺
矚

な

が

め
て
作
れ
る
二
首

春
の
苑そ

の

紅
く
れ
な
ゐに
ほ
ふ
桃
の
花
下し
た

照で

る
道
に
出
で
立
つ
少
女
を
と
め

天
平
勝
寶
二
年
三
月
一
日
之
暮
眺
矚
春
苑
桃
李
花
作

二
首

春
苑

紅
尓
保
布

桃
花

下
照
道
尓

出
立
�
嬬

(

巻
十
九
・
四
一
三
九)

わ
が
園そ
の

の
李
す
も
も
の
花
か
庭に
は

に
降ふ

る
は
だ
れ
の
い
ま
だ
残
り
た
る
か
も

吾
園
之

李
花
可

庭
尓
落

波
太
礼
能
未

遣
在
可
母

(

巻
十
九
・
四
一
四
〇)

｢

春
苑｣

の

｢

桃
李
花｣

を
属
目
し
て
詠
ん
だ
と
い
う
歌
で
あ
り
、

四
一
三
九
番
歌
は
樹
下
美
人
図
を
彷
彿
さ
せ
、
こ
と
に
観
念
的
な
歌
と

み
ら
れ
て
い
る
。
四
一
四
〇
番
歌
に
は

｢

吾
園｣

と
も
あ
り
、｢

苑｣

と
重
な
ら
な
い
よ
う
に
用
字
を
変
え
た
か
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
春

の
苑
の
景
を
、
支
配
者
の

｢

苑｣

の
情
景
描
写
や
天
皇
讃
美
と
し
て
で

は
な
く
、
中
国
文
学
を
和
化
す
る
試
み
と
し
て
、
純
粋
に
文
学
的
な
営

為
と
し
て
表
現
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
実
体
と
し
て
の

｢

苑｣

の
投
影
を
見
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
だ
ろ
う
。

『

万
葉
集』

に
は
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
松
林
苑
を
詠
む
歌
が
無
い

よ
う
に
、
飛
鳥
時
代
に
も
王
宮
の

｢

苑｣

を
詠
ん
だ
歌
が
無
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
嶋
宮
に
つ
い
て
は
庭
園
史
に
お
い
て

も
文
学
表
現
に
お
い
て
も
別
個
に
論
じ
る
べ
き
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、

別
稿
を
期
し
た
い
。

五

お
わ
り
に

従
来
は
、『

懐
風
藻』

や

『

万
葉
集』

の
詩
歌
表
現
に
お
い
て

｢

苑｣

と

｢

園｣
｢

庭｣
｢

嶋｣
｢

池｣

等
と
が
同
時
に
扱
わ
れ
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
そ
れ
は
飛
鳥
時
代
に
中
国
式
の

｢

苑｣

の
実
体
が
な
く
、
観
念
上

の
景
と
し
て
詩
歌
表
現
の
み
を
享
受
し
た
と
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
拠

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
年
の
考
古
学
の
成
果
を
踏

ま
え
る
と
、
飛
鳥
時
代
と
奈
良
時
代
と
の
庭
園
に
は
大
き
な
相
違
点
が

あ
り
、
飛
鳥
時
代
に
も
す
で
に
支
配
者
の

｢

苑｣

が
実
際
に
存
在
し
て
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い
た
と
い
え
、
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
中
国
文
学
を
享
受
し
つ
つ
日

本
的
な
詩
歌
表
現
が
練
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
飛
鳥
京
苑
池

が
中
国
式
の
苑
池
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
日
本
式
に
変
容
さ
せ
た
形
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
文
学
上
の
表
現
に
つ
い
て
も
、
実
際
の
景
観
に
基
づ
き
変

容
し
た
可
能
性
を
考
え
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

佐
藤
先
生
の
ご
指
導
の
御
陰
で
不
肖
未
熟
の
身
が
こ
う
し
て
い
ら
れ

る
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、
力
不
足
で
は
あ
る
が
、
隣
接
諸
分
野
の
成
果

を
援
用
し
て
従
来
説
を
再
考
す
る
試
み
が
万
葉
古
代
学
の
構
築
に
は
不

可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
、
今
後
も
模
索
を
続
け
た
い
。

注

(

１)

岸
俊
男｢

万
葉
集
と
遺
跡
―
嶋
を
事
例
と
し
て
―｣

『
国
文
学』

二
三

―
五
号
、
學
燈
社

(

一
九
七
八
年)

／
斎
藤
充
博

｢

万
葉
集
に
お
け
る

庭
園
と
文
学｣

『

藝
文
研
究』

五
七
号
、
慶
應
義
塾
大
学

(
一
九
九
〇

年)

／
小
谷
博
泰

｢

万
葉
集
と
庭
園
―
イ
メ
ー
ジ
モ
デ
ル
と
し
て
の
古

代
苑
池
―｣
『

日
本
文
学』

五
二
―
五
号

(

二
〇
〇
三
年
五
月)

／
等

(

２)

河
上
邦
彦

｢

飛
鳥
の
苑
池｣

『

発
掘
さ
れ
た
飛
鳥
の
苑
池』

橿
原
考

古
学
研
究
所

(

一
九
九
九
年)

(

３)

武
田
比
呂
男

｢

古
代
に
お
け
る
庭
園
―
そ
の
機
能
と
表
現
を
め
ぐ
っ

て
―｣

『

日
本
文
学』

五
二
―
五
号

(

二
〇
〇
三
年
五
月)

(

４)

相
原
嘉
之

｢

飛
鳥
の
古
代
庭
園
―
苑
池
空
間
の
構
造
と
性
格｣

『

古

代
庭
園
の
思
想
―
神
仙
世
界
へ
の
憧
憬』

角
川
書
店

(

二
〇
〇
二
年)

(

５)

金
子
裕
之

｢

宮
廷
と
苑
池｣

『

古
代
庭
園
の
思
想
―
神
仙
世
界
へ
の

憧
憬』

角
川
書
店

(

二
〇
〇
二
年)

(

６)

本
中
真

｢

日
本
の
庭
園
の
歩
み
―
祭
祀
か
ら
庭
園
へ｣

『

し
に
か』

一
一
―
四
号

(

二
〇
〇
〇
年
四
月)

(

７)

小
野
健
吉

｢

飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
庭
園
遺
構
と
東
院
庭
園｣

『

日
本

庭
園
の
歴
史
と
文
化』

吉
川
弘
文
館

(

二
〇
一
五
年)

(

８)

高
橋
知
奈
津

｢

東
ア
ジ
ア
の
都
城
と
苑｣

奈
良
文
化
財
研
究
所
創
立

六
十
周
年
記
念
平
成
二
十
四
年
度
飛
鳥
資
料
館
秋
期
特
別
展
図
録

『

花

開
く
都
城
文
化』

奈
良
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館

(

二
〇
一
二
年)

(

９)
『

日
本
書
紀』

の
本
文
お
よ
び
書
き
下
し
文
は
原
則
と
し
て
、
小
島

憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
校
注

『

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
３

日
本
書
紀
②』

小
学
館

(

一
九
九
六
年)

に

拠
る
。

(

�)
｢

近
飛
鳥｣

は
大
阪
府
羽
曳
野
市
飛
鳥
だ
が

｢

八
釣｣

の
地
名
は
な

く
、｢

遠
飛
鳥｣

で
あ
る
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
の
大
字
八
釣
か
と

も
い
う
。
記
は

｢

近
飛
鳥
宮｣

と
す
る
。

(

�)

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
調
査
報
告
第
一
一
一
冊

『

史
跡
・
名

勝

飛
鳥
京
跡
苑
池

(

１)

―
飛
鳥
京
跡
Ⅴ
―』

奈
良
県
立
橿
原
考
古

学
研
究
所

(

二
〇
一
二
年)

(
�)

注
�
に
同
じ

(
�)

小
野
健
吉

｢

飛
鳥
京
跡
苑
池
遺
構
の
な
か
の
動
物
園｣

『

奈
文
研
紀

要』
奈
良
文
化
財
研
究
所

(

二
〇
〇
三
年)

(

�)

注
�
に
同
じ
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(
�)

朝
鮮
史
学
会
編
・
末
松
保
和
校
訂

『

三
國
史
記

(

全)』

国
書
刊
行

会
(

一
九
七
一
年)

(

�)
尹
武
炳

｢

韓
国
の
古
代
苑
池｣

『

発
掘
さ
れ
た
古
代
の
苑
池』

学
生

社

(
一
九
九
〇
年)

(

�)

寺
川
眞
知
夫

｢

中
国
モ
デ
ル
の
庭
園
の
受
容
と
基
盤｣

『

日
本
文
学』

五
二
―
五
号

(
二
〇
〇
三
年
五
月)

(

�)

吉
田
恵
二

｢
日
本
古
代
庭
園
遺
跡
と
曲
水
宴｣

『

國
學
院
雑
誌』

一

〇
〇
―
一
一
号

(

一
九
九
九
年)

(

�)
『

懐
風
藻』

は
原
則
と
し
て
、
辰
巳
正
明

『

懐
風
藻
全
注
釈』

笠
間

書
院

(

二
〇
一
二
年)

に
拠
る
。

(

�)

加
藤
有
子

｢

大
津
皇
子

『

春
苑
宴』

考｣
『

大
東
文
化
大
学
日
本
文

学
研
究』

四
〇
号

(

二
〇
〇
一
年)

他

(

�)

辰
巳
正
明

『

懐
風
藻
全
注
釈』

笠
間
書
院
(

二
〇
一
二
年)

(

�)

中
西
進

『

万
葉
集

全
訳
注
原
文
付』

講
談
社

(
一
九
七
八
年)

(

	)
『

万
葉
集』

の
原
文
お
よ
び
書
き
下
し
文
は
原
則
と
し
て
、
中
西
進

『

万
葉
集

全
訳
注
原
文
付』

講
談
社

(

一
九
七
八
年)
に
拠
る
。

(

奈
良
県
立
万
葉
文
化
館
指
導
研
究
員)

62


