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ど
う
し
て
甲
斐
の
酒
折
宮
で
、
い
わ
ゆ
る
問
答
歌
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
、
こ
の
問
題
を
論
ず
る
前
に
、
こ
の
問
答
歌
と
は
な
に
か
と

い
う
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
第
一
に
、
こ
の
歌
を
誰
が
ど
こ
で
、
何
の
目
的
で
作
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
が
、
こ
の
こ
と
は
今
ま
で
全
く
問
題
に
さ
れ

た
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
な
に
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
わ
た
し
な
り
に
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
酒
折
宮
問
答
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
読
み
下
し
文
で
は
、
ど
ち
ら
も
全
く

同
じ
で
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

新に
い
は
り治　

筑つ
く
ば波
を
過
ぎ
て　

幾い
く
よ夜
か
寝ね

つ
る

　
　
　

か
が
な
べ
て　

夜
に
は
九こ

こ
の
よ夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日ひ

に
は
十と
を
か日
を（

1
）

　

わ
た
し
も
長
い
こ
と
、
こ
れ
が
酒
折
宮
問
答
歌
だ
と
信
じ
て
い
た
が
、
や
が
て
こ
れ
が
酒
折
宮
問
答
歌
で
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、『
古
事
記
』
は
七
一
二
年
、『
日
本
書
紀
』
は
七
二
〇
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
当
時
、
日
本
に
か
な
表
記
は
存
在
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し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
問
答
歌
は
い
わ
ゆ
る
漢
字
（
万
葉
仮
名
）
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
『
古
事
記
』

の
漢
字
と
『
日
本
書
紀
』
の
漢
字
は
、
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
こ
の
両
書
の
問
答
歌
は
全
く
同
じ

歌
で
あ
る
。
こ
の
件
は
あ
と
に
論
じ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
先
に
書
か
れ
た
『
古
事
記
』
の
歌
が
原
歌
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
『
古
事
記
』
の
作
者
で
あ
る
太お

お
の
や
す
ま
ろ

安
萬
侶
が
歌
の
作
者
で
、
作
っ
た
場
所
は
、
大
和
朝
廷
内
だ
と
い
え
る
。

太
安
萬
侶
は
大
和
朝
延
の
家
臣
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
だ
な
ん
の
目
的
で
作
ら
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
漢
字
の
原
歌
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

邇
比
婆
理　

都
久
波
袁
須
疑
弖 

伊
久
用
加
泥
都
流

　
　

迦
賀
那
倍
弖　

用
邇
波
許
許
能
用　

比
邇
波
登
袁
加
袁（

2
）

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、 
こ
の
同
じ
歌
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

珂
比
麼
利　

菟
玖
波
瑦
須
擬
氏　

異
玖
用
伽
禰
菟
流

　
　

伽
餓
奈
倍
氏　

用
珥
波
虚
々
能
用　

比
珥
波
苔
瑦
伽
瑦（

3
）

　

こ
の
二
つ
の
歌
の
漢
字
を
見
く
ら
べ
る
と
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
に
書
か
れ
た
の
は
『
古
事
記
』
の
も
の
で
、

そ
れ
が
不
満
で
、『
日
本
書
紀
』
は
漢
字
を
変
え
た
の
だ
と
わ
か
る
。
し
か
し
両
方
と
も
字
数
は
同
じ
だ
し
、
中
心
と
な
っ
て
い
る
漢
字
、

比
と
用
は
同
じ
位
置
に
お
か
れ
て
お
り
、
同
じ
漢
字
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
比
は
日
で
あ
り
、
用
は
夜
で
あ
る
。
ど
う
し
て
日
を
比
に
、

夜
を
用
に
し
た
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
、 

日
が
か
な
ら
ず
し
も
日
で
な
く
、
夜
が
か
な
ら
ず
し
も
夜
で
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
件
に
関

し
て
は
後
で
述
べ
る
。
な
お
両
歌
の
漢
字
音
に
関
し
て
は
、
字
が
違
う
の
に
字
音
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
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字
を
か
え
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
歌
が
全
く
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
こ
の
問
答
歌
が
、
大
和
天
皇
家
に
と
っ

て
、
無
視
で
き
な
い
内
容
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
多
く
の
歌
の
中
で
、

こ
の
酒
折
宮
問
答
歌
だ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、『
日
本
書
紀
』
が
ど
う
し
て
、『
古
事
記
』
の
問
答
歌
の
漢
字
を
変
え
た
の
か
と
い
う
問
題
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
先
に
「
不

満
で
変
え
た
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
不
満
の
理
由
は
、『
古
事
記
』
の
問
答
歌
は
、
暗
に
大
和
朝
廷
以
外
の
国
の
存
在
を
認
め
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
大
和
朝
廷
が
、
唯
一
無
二
の
国
だ
と
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ち
が
い
は
、
歌
に
使
わ
れ
た
漢
字
に
も
で
て
い
る
し
、
こ
の
問
答
歌
を
か
わ
し
た
二
人
の
人
物
の
名
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
に
入
る
前
に
、
こ
の
歌
が
い
つ
の
時
代
の
も
の
か
を
説
明
し
よ
う
。
こ
の
問
題
だ
け
で
も
そ
こ
に
古
代
甲
斐
国
の
存
在
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
答
歌
が
漢
字
と
な
っ
て
世
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
問
答
を
か
わ
し

て
い
る
の
は
、『
古
事
記
』 

に
よ
れ
ば
、
倭わ
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
と
御み
ひ
た
き
の
お
き
な

火
焼
之
老
人
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
と
秉ひ
と
も
す
も
の

燭
者
で
あ

る
。
そ
の
名
は
全
く
異
な
る
が
、
実
は
同
じ
人
物
で
あ
る
。

　

こ
の
倭
建
命
と
い
う
の
は
、
景
行
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
が
う
た
わ
れ
た
の
は
、
景
行
天
皇
の
時
代
で
、『
古

事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
が
作
ら
れ
た
七
百
年
代
よ
り
は
る
か
古
代
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
古
代
だ
と
い
う
こ
と
は
、
歌
の
作
者
の
太
安
麻
侶
は
十
分
に
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
漢
字
で
中
国
語
を
書
い
た
り
、

そ
の
字
音
で
日
本
語
を
書
い
た
り
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
古
代
中
国
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
彼
が
勉
強
し
た
中
国
の
作
品
の
中
心
は
、
古
代
日
本
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

古
代
の
日
本
を
、
古
代
の
中
国
で
は
倭わ

と
称
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
書
に
書
い
て
い
る
。
中
国
で
は
一
つ
の
王
朝
が
亡
び
る
ご
と
に
、
そ

の
王
朝
の
歴
史
を
書
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
書
に
倭
国
記
が
し
る
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
一
番
有
名
な
も
の
は
、「
魏
志
倭
人
伝
」
で

あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
倭
の
女
王
卑
彌
呼
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
倭
に
つ
い
て
の
記
事
は
、『
三
国
志
』
の
中
に
あ
り
、『
三
国
志
』
が
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書
か
れ
た
の
は
、
三
百
年
頃
で
あ
る
。
ま
た
『
宋
書
』
は
五
百
年
前
後
に
書
か
れ
た
史
書
で
あ
る
が
、
こ
の
中
の
「
倭
国
伝
」
に
は
倭
の

五
王
が
、
そ
の
肩
書
き
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
肩
書
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
立
派
な
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
一
人
に
つ
い
て
だ
け

記
し
て
お
く
。
五
代
目
の
倭
王
武
は
次
の
よ
う
な
立
派
な
肩
書
を
有
し
て
い
る
。

　
　

使
持
節
都
督
倭
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
・
七
国
諸
軍
事
・
安
東
大
將
軍
・
倭
国
王（

4
）

　

こ
れ
を
見
て
も
、
五
百
年
前
後
の
倭
王
は
そ
れ
な
り
に
立
派
な
人
物
で
、
そ
れ
な
り
に
偉
大
な
王
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
問
答
歌
の
作
者

は
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
神
武
天
皇
が
天
皇
に
な
る
以
前
に
存
在
し
た
、
こ
の
よ
う
な
倭
王
に
あ
や
か
る
よ
う
に
と
、『
古

事
記
』
で
は
神
武
天
皇
の
和
名
に
、
次
の
よ
う
に
倭
を
入
れ
て
神か

ん
わ
い
は
れ
ひ
こ
の
み
こ
と

倭
伊
波
礼
比
古
命
と
し
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
を
倭
建
命
と
し
て

い
る
。

　

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
倭
と
い
う
国
が
立
派
な
国
だ
と
そ
の
国
の
存
在
を
認
め
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
暗
に
甲
斐
国
を
認
め
て
い
た
の
だ

と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
こ
の
二
人
の
人
物
の
名
を
変
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
神
武
天
皇
の
和
名
を

神か
ん
や
ま
と
い
わ
れ
ひ
こ
の
み
こ
と

日
木
磐
余
彦
尊
に
変
え
、
そ
し
て
倭わ
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
を
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
に
変
え
て
い
る
。

　

し
か
も
『
日
本
書
紀
』
に
は
こ
の
「
日
本
」
と
「
倭
」
を
な
ん
と
読
む
か
に
つ
い
て
の
指
示
が
あ
る
の
だ
。『
古
事
記
』
に
は
日
本
と

い
う
字
は
全
く
な
い
し
、「
倭
」
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と
い
う
指
示
は
全
く
な
い
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
「
日
本
」
に
つ
い
て
の
読
み
方
に
お
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

日
本 

此
云
二
耶
麻
騰
一
。
下
皆
效
レ
此（

5
）

　

こ
れ
を
日
本
語
に
す
る
と
、「
日
本
、
こ
れ
を
ヤ
マ
ト
と
い
う
。
こ
れ
以
後
す
べ
て
日
本
を
ヤ
マ
ト
と
い
う
」
と
な
る
。
つ
ま
り
『
日
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本
書
紀
』
で
は
「
日
本
」
は
す
べ
て
「
ヤ
マ
ト
」
と
読
め
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
ヤ
マ
ト
は
耶
麻
騰
と
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
で
は
倭
建
命
が
命
を
落
と
す
直
前
に
故
郷
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
の
中
で
、
ヤ
マ
ト
は
夜
麻
登
と
書
か
れ
て
い
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
ヤ
マ
ト
と
い
う
国
は
、
甲
斐
国
を
征
服
す
る
ま
で
、
甲
斐
国
の
よ
う
な
決
ま
っ
た
国
名
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り

国
と
し
て
安
定
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
に
安
定
し
た
国
と
し
て
の
甲
斐
国
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
答
歌

は
、『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
倭
建
命
、
つ
ま
り
、
夜
麻
登
の
人
物
と
甲
斐
の
人
物
の
問
答
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
述
べ
て
お
く
が
、

甲
斐
と
い
う
国
名
は
、
い
ち
ば
ん
す
ば
ら
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
倭
と
い
う
字
の
字
音
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
次
の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
少
宮
を
ど
う
読
む
か

と
い
う
記
述
で
あ
り
、
少
宮
と
は
伊い

ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

奘
諾
尊
が
大
任
を
果
し
て
最
後
の
住
家
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　

仍
留
二
宅
於
日
之
少
宮
一
矣
。
少
宮
・
此
云
二
倭
柯
美
野
一（

6
）

　

こ
れ
を
日
本
語
に
す
る
と
、「
よ
り
て
日
の
わ
か
み
や
に
と
ど
ま
り
す
み
ま
し
。
少
宮
・
こ
れ
を
わ
か
み
や

4

4

4

4

と
云
う
」
と
な
る
が
、
こ

こ
に
あ
る
「
わ
か
み
や
」
の
「
わ
」
に
、
こ
こ
で
は
「
倭
」
の
字
音
を
用
い
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
倭
は
単
に
字
音
に
し
か
す
ぎ
な

い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
し
た
が
っ
て
、『
古
事
記
』
の
「
倭
」
を
す
べ
て
「
日
本
」
に
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
倭
国
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
暗
に
甲
斐
国
の
存
在
も
否
定
し
、
国
と
い
え
ば
大
和
天
皇
家
だ
け
だ
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
酒
折
宮
問
答
歌
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
ら
れ
た
か
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
読
み
下
し
文
に
な
っ
て
い
る
問
答
歌
は
、
そ

の
最
初
は
新
治
と
い
う
地
名
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
旅
の
日
数
を
問
題
に
す
る
最
初
に
、
新
治
・
筑
波
と
い
う
二
つ
の
地
名
が
あ
る
こ

と
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
景
行
天
皇
の
時
代
の
よ
う
な
古
代
に
、
そ
ん
な
地
名
が
は
る
か
な
田
舎
に
あ
っ
た
と
は
考
え
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ら
れ
な
い
。

　
『
古
事
記
』
で
は
、歌
の
最
初
の
こ
と
ば
は
、邇
比
婆
理
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
の
「
比
」
は
、歌
の
後
半
を
見
れ
ば
わ
か
る
通
り
、「
日
」

つ
ま
り
太
陽
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
ま
ま
読
む
と
「
に
ひ
は
り
」
で
あ
る
。
こ
う
読
む
と
、
新
し
い
太
陽
が
か
が
や
い
た
筑
波
と
い

う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
は
、
大
和
朝
廷
が
征
服
し
た
筑
波
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

次
の
伊
久
用
加
泥
都
流
の
「
用
」
は
「
夜
」
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
黒
い
も
の
・
暗
に
烏
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
後

で
述
べ
る
。
泥
の
読
み
方
は
「
な
い
」
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
こ
の
泥
を
禰
に
か
え
て
い
る
が
読
み
の
方
は
泥
と
同
じ
で
「
な
い
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、伊
久
用
加
泥
都
流
を
日
本
語
に
す
る
と「
い
く
よ
か
な
い
つ
る
」と
な
る
。
こ
れ
を
ふ
つ
う
の
日
本
語
に
す
る
と
、

い
く
つ
の
国
を
征
服
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、次
に
来
る
答
え
の
部
分
、こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
御
火
焼
之
老
人
が
答
え
た
も
の
だ
が
、ま
ず
迦
賀
那
倍
弖
と
答
え
て
い
る
。

こ
れ
は
「
か
が
な
べ
て
」
で
、
意
味
は
「
か
ぞ
え
る
と
」
で
あ
る
。
そ
の
後
が
、
用
邇
波
許
許
能
用
比
邇
波
登
加
袁
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ

の
ま
ま
読
め
ば
、「
よ
に
は
こ
こ
の
よ
、
ひ
に
は
と
お
か
」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
先
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
。

答
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
答
え
と
し
て
は
質
問
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
い
に
対
す
る
相
応
し
い
答
え
と
す
る
に
は
、
夜

は
大
和
天
皇
家
が
征
服
し
た
国
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
九
つ
の
国
を
、
と
云
う
こ
と
は
、
大
和
天
皇
家
以
外
の

す
べ
て
の
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
日
に
は
十
日
と
い
う
の
は
、
九
つ
の
征
服
さ
れ
た
国
と
、
一
つ
だ
け
の
こ
っ
た
、
大
和
天
皇

家
を
合
わ
せ
た
も
の
が
、
こ
の
十
日
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
答
歌
は
、
大
和
朝
廷
の
全
国
支
配
を
う
た
っ
た
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
甲
斐
国
で
問
答
歌
と
し
て
う
た

わ
れ
た
の
は
、
甲
斐
国
を
征
服
し
て
、
大
和
朝
廷
が
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
問
答
歌
は
、
こ
れ
で

大
和
天
皇
家
が
古
代
日
本
の
国
を
全
部
征
服
し
た
と
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
か
ら
だ
け
で
も
甲
斐
国
の
存
在
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
酒
折
宮
問
答
歌
が
何
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
入
る
の
だ
が
、
こ
の
問
答
歌
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
か
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を
述
べ
る
前
に
、
こ
の
問
答
歌
を
収
め
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
二
つ
の
書
物
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

こ
の
両
書
は
、
中
国
の
『
藝
文
類
聚
』
と
い
う
百
科
事
典
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。『
藝
文
類
聚
』
は
、
唐
の
時
代
、
欧

陽
詢
ら
に
よ
っ
て
六
二
四
年
に
編
ま
れ
た
。
こ
の
類
書
に
は
、
天
皇
族
の
こ
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
日
本
の
「
天
皇
」
と
い
う
名
称
も
こ

こ
か
ら
作
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
と
天
皇
紀
の
構
成
も
、
こ
の
『
藝
文
類
聚
』
の
中
の
中

国
の
歴
史
を
、
伝
説
の
皇
帝
と
現
実
の
皇
帝
、
こ
の
場
合
、
皇
帝
を
中
心
と
し
た
が
、
そ
の
構
成
を
そ
の
ま
ま
参
考
に
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
細
か
い
点
を
あ
げ
れ
ば
限
り
が
な
い
が
、酒
折
宮
問
答
歌
も『
藝
文
類
聚
』に
あ
る
次
の
文
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

堯
時
十
日
並
出
草
木
燋
枯
堯
命
羿げ

い

仰
射
十
日
中
其
九
烏
皆
死
墮
羽
翼（

7
）

　

こ
の
文
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
は
な
ん
と
も
理
解
し
が
た
い
が
、
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
ず
最
初
の
堯ぎ

ょ
うと

い
う
の
は
、
中
国
の
古
代
の
皇
帝
で
あ
る
。
そ
の
皇
帝
が
空
に
十
の
太
陽
が
輝
き
、
地
上
の
も
の
が
焼
け
て
し
ま
う

の
を
見
た
。
そ
こ
で
堯
は
弓
の
名
人
の
羿げ

い

に
十
日
、
つ
ま
り
十
の
太
陽
を
う
ち
落
せ
と
命
じ
た
。
い
く
ら
古
代
と
い
っ
て
も
太
陽
が
十
な

ど
な
い
し
、
太
陽
を
射
落
と
せ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
こ
で
十
日
と
い
う
の
は
中
国
全
土
、
つ
ま
り
中
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
こ
と
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
国
が
争
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
争
い
を
静
め
よ
と
命
じ
た
の
が
、
羿げ

い

に
弓
で
太
陽
を
射
落
せ
と
命
じ
た
こ
と
な
の
で
あ

る
。
羿げ

い

は
そ
の
十
日
を
九
つ
射
落
し
た
と
記
し
て
い
る
が
、
一
つ
の
日
だ
け
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
残
し
た
日
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、

堯
の
国
で
あ
る
。
こ
の
羿
の
弓
と
は
、
堯
の
国
の
武
力
で
、
羿
の
弓
と
は
、
堯
の
国
の
武
器
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
堯
が
、
堯

皇
帝
の
国
が
、
中
国
全
土
を
平
定
し
、
平
和
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
九
烏
皆
死
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
日
の

う
ち
、
黒
く
な
っ
て
堯
の
国
以
外
の
九
国
、
つ
ま
り
堯
の
国
以
外
中
国
の
す
べ
て
の
国
と
い
う
意
味
だ
が
、
亡
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

酒
折
宮
問
答
歌
で
は
、
こ
の
烏
を
夜
と
し
て
、
こ
こ
の
十
日
九
烏
を
、
そ
の
ま
ま
九
夜
十
日
に
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
倭
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建
命
が
甲
斐
国
を
征
服
し
て
こ
の
問
答
歌
が
作
ら
れ
た
の
で
、
甲
斐
国
に
あ
っ
た
こ
と
を
こ
の
問
答
歌
は
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
揚
げ
る
記
録
は
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
、
甲
斐
に
国
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
間
接
的
に
述
べ
て
い
る
興

味
深
い
記
録
で
あ
る
し
、
酒
折
宮
問
答
歌
と
関
わ
り
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

　
『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
平
安
時
代
末
に
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
内
容
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
、
左
記
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
な
り
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
記
事
は
国こ

く
ぞ
う造

本ほ
ん

紀ぎ

に
含
ま
れ
、
大
和
朝
廷
が
支
配
し
た
各
国
に
国
造
を
派
遣
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国

を
治
め
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
数
は
百
三
十
五
に
及
ぶ
が
、
こ
こ
に
あ
げ
た
の
は
、
そ
の
中
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
　

纒ま
き
む
く
の
ひ
し
ろ
み
か
ど

向
日
代
朝
の
世み
よ

、
狭さ
ほ
ひ
こ
の
き
み

穂
彦
王
の
孫ま
ご
お
み
ち
つ
ひ
こ
き
み

臣
知
津
彦
公
、
こ
の
子
塩し
お
の
う
み
す
く
ね

海
足
尼
を
以も

て
、
国
く
に
の
み
や
つ
こ

造
に
定さ
だ

め
賜た
ま

う（
8
）

　

ま
ず
こ
の
文
が
、
酒
折
宮
問
答
歌
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
最
初
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
纒
向
日
代
朝
の
世
と
い
う
の
は
景
行
天
皇

の
時
代
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
答
歌
の
中
心
人
物
は
倭
建
命
だ
が
、
こ
の
人
物
は
、
景
行
天
皇
の
皇
子
で
、
遠
征
軍
の
將
で
、
そ
の
遠

征
の
結
果
、
各
国
に
国
造
を
派
遣
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
歌
問
答
は
甲
斐
国
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
が
、
甲
斐
国
は
日
本
で
唯
一
塩
が
、
岩
塩
の
あ
っ
た
国
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
証

明
し
て
い
る
の
が
、
塩
海
足
尼
を
も
て
国

く
に
の
み
や
つ
こ

造
に
定
む
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
国
造
の
名
前
が
百
三
十
五
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

ど
こ
の
国
で
も
塩
に
関
す
る
記
事
が
な
い
の
で
そ
れ
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、甲
斐
に
岩
塩
が
あ
っ
た
こ
と
で
、古
代
の
国
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

岩
塩
が
あ
る
と
こ
ろ
に
国
が
存
在
し
て
い
た
代
表
的
な
例
は
、
中
国
の
漢
で
あ
る
。
漢
は
紀
元
を
は
さ
ん
で
そ
の
前
後
に
存
在
し
た
国

だ
が
、
紀
元
前
に
『
塩
鉄
論
』
と
い
う
論
集
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
、
い
か
に
塩
が
国
の
財
政
に
利
用
さ
れ
て
い
た
か
を
次
の
よ
う

に
し
る
し
て
い
る
。
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国
で
塩
・
鉄
・
酒
の
専
売
、
均
輪
の
制
度
が
行
な
わ
れ（

9
）

　

こ
こ
で
い
う
専
売
と
は
、
国
が
売
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
均
輪
と
は
、
各
地
の
産
物
を
集
め
て
国
が
売
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
以
外
に
、
古
代
に
あ
っ
て
は
、
農
民
が
国
を
支
え
て
い
た
の
だ
が
、
塩
が
国
を
支
え
る
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
日
本
で
は
塩
が
存
在
し
た
唯
一
の
国
が
甲
斐
で
あ
る
。
さ
き
の
塩
海
足
尼
と
は
、
文
字
ど
お
り
甲
斐
の
地
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

な
お
そ
の
塩
の
地
を
海
と
い
っ
た
の
は
、
塩
が
川
に
流
れ
い
で
て
、
川
の
水
が
海
の
水
の
よ
う
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

甲
斐
盆
地
の
塩
の
山
は
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。『
甲
斐
国
志
』
は
、
江
戸
未
に
甲
斐
盆
地
の
歴
史
を
書
い
た
本
だ
が
、
そ
の
中
に
甲

斐
盆
地
の
塩
山
の
こ
と
を
し
る
し
た
記
事
が
あ
る
。
そ
の
記
事
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
次
の
和
歌
で
あ
る
。
な
お
『
甲
斐
国
志
』
に
は
、

岩
塩
の
記
事
と
、
塩
の
山
を
う
た
っ
た
和
歌
が
二
十
ば
か
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
和
歌
は
平
安
時
代
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
一
つ
だ
け
を
あ
げ
て
お
く
。

　
　

冬
の
夜
の
有
明
の
月
も
し
ほ
の
山

　
　
　
　

さ
し
い
て
磯
に
ち
と
り
な
く
な
り（

10
）

　

こ
の
和
歌
は
、
さ
し
い
て
磯
と
海
辺
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
が
、
塩
山
の
ほ
と
り
を
流
れ
る
川
辺
を
海
に
た
と
え
て
い
る
の
で
、
先
に

あ
げ
た
塩
海
足
尼
の
名
の
海
は
し
た
が
っ
て
、
海
の
な
い
甲
斐
国
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
こ
の
和
歌
の
作
者
は
、
大
納
言
經
道
郷
に
な
っ

て
い
る
が
、
別
に
し
ほ
の
山
に
興
味
が
あ
っ
て
甲
斐
に
来
た
の
で
は
な
く
、
甲
斐
国
の
国
造
と
の
関
係
か
ら
甲
斐
国
に
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

他
の
和
歌
の
作
者
も
こ
の
よ
う
に
大
和
朝
廷
の
肩
書
を
も
っ
て
い
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
国
造
が
酒
折
宮
問
答
歌
と
ど
ん
な
に
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
か
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

実
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
記
事
は
「
塩
海
足
尼
を
以
て
、
国
造
に
定
む
」
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
大
和
朝
廷
が
、
甲
斐
国
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を
征
服
し
て
、
そ
の
甲
斐
国
を
治
め
る
た
め
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
時
代
は
景
行
天
皇
の
時
代
で
あ
る
。

　

酒
折
問
答
歌
を
お
こ
な
っ
た
中
心
人
物
は
、
倭
建
命
で
、
倭
建
命
は
景
行
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
歌
問
答
が
お
こ
な
わ
れ

た
の
は
景
行
天
皇
の
時
で
あ
る
。
先
の
塩
海
足
尼
が
国
造
に
定
め
ら
れ
た
時
代
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
答
え
が
よ
か
っ
た
と
い

う
の
で
問
答
歌
の
結
論
と
し
て
、「
老
人
を
ほ
め
て
、
即
ち
東
の
国
造
を
給
ひ
き
」
と
老お

き
な人

を
国
造
に
任
命
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
任
命

し
た
の
は
大
和
朝
廷
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
和
朝
廷
に
征
服
さ
れ
た
甲
斐
国
王
の
御
火
焼
之
老
人
が
名
を
塩
海
足
尼
と
変
え
ら
れ
て
、

国
造
に
任
命
さ
れ
た
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
御
火
焼
之
老
人
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
秉ひ

と
も
す
も
の

燭
者
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
御
火
焼
之
老
人
で
は
古
代
甲
斐
国
が

存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
し
ま
い
具
合
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
る
。
秉
燭
者
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
は
、
中
国
語
で
夜
あ
か
り
を
も
っ
て

歩
い
て
い
る
人
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
御
火
焼
之
老
人
は
普
通
の
人
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
御
火
焼

之
老
人
を
見
る
と
、
ま
ず
最
初
の
御
火
焼
で
あ
る
。
こ
こ
の
火
を
『
古
事
記
』
の
作
者
が
、
い
や
そ
の
よ
う
な
古
代
で
は
、
ど
う
考
え
て

い
た
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
古
代
、
火
を
お
こ
す
の
は
容
易
で
な
か
っ
た
し
、
そ
の
火
を
保
つ
こ
と
は
も
っ
と
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
火
を
神
と
し
て
ま
つ
る
拝
火
教
の
よ
う
な
宗
教
ま
で
古
代
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
作
者
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て

い
た
。
そ
の
例
と
し
て
、
火
の
中
か
ら
な
に
が
生
ま
れ
た
か
を
『
古
事
記
』
が
語
っ
て
い
る
例
を
簡
単
に
説
明
す
る
。

　
『
古
事
記
』
に
よ
る
と
、
神
に
は
天あ

ま
つ
か
み神と

国く
に
つ
か
み神が

い
て
、
天
神
が
こ
の
世
で
中
心
の
神
で
あ
り
、
そ
の
天
神
が
、
邇
邇
藝
能
命
が
地
に

お
り
た
ち
、
そ
こ
で
美
し
い
国
神
の
娘
木こ

の
は
な
の
さ
く
や
ひ
め

花
之
佐
久
夜
毘
賣
と
逢
い
一
夜
を
と
も
に
す
る
。
す
る
と
木
花
之
佐
久
夜
毘
賣
に
子
が
生
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
邇
邇
藝
能
命
は
そ
れ
は
わ
た
し
の
子
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
、
も
し
火
の
中
で
子

を
生
み
、
そ
の
子
が
生
き
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
天
神
の
子
で
す
と
い
っ
て
八
尋
殿
の
入
口
を
ふ
さ
ぎ
、
そ
こ
に
火
を
つ
け
て
、
子
を
生
む
。

生
ん
だ
三
人
の
子
は
生
き
て
い
た
。
天
神
の
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
三
人
は
火
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
人
は
火
か
ら
生
れ
た
と
い
う
の
で
、
最
初
に
生
ま
れ
た
子
は
火ほ

で
り
の
み
こ
と

照
命
、
次

に
生
れ
た
子
は
火ほ

す
せ
り
の
み
こ
と

須
勢
理
命
、
次
に
生
ま
れ
た
子
の
名
は
火ほ
を
り
の
み
こ
と

遠
理
命
と
い
っ
た
。
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や
が
て
、
こ
の
火
照
命
と
火
遠
理
命
は
一
種
の
権
力
争
い
を
し
、
火
遠
理
命
が
勝
ち
、
豊
玉
毘
売
命
を
妻
と
し
て
、
子
を
も
う
け
る
。

こ
の
両
親
の
孫
の
一
人
が
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
、
後
の
神
武
天
皇
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
は
火
か
ら
生
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
『
古
事
記
』
で
は
こ
の
よ
う
に
、
火
は
尊
い
も
の
神
聖
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
御
火
焼
堯
老
人
の
御
火
焼
は
、
天
皇
の
火
と

同
じ
よ
う
に
神
聖
な
火
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
火
に
御
と
い
う
尊
敬
語
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
名
前
の
人
物
が
特
別
な
も
の
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
老
人
ま
で
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
老
と
い
う
の
は
古
代
で
は
尊
敬
語
で
あ
る
。
中
国
で
老
子
と
い
え
ば
孔

子
と
並
び
称
さ
れ
た
人
物
だ
し
、
日
本
で
も
江
戸
時
代
、
大
老
と
か
老
中
と
か
い
え
ば
身
分
の
高
い
人
物
だ
っ
た
。
ま
た
現
代
中
国
語
で

先
生
と
い
え
ば
老
师
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
老
人
は
身
分
の
高
い
人
で
あ
る
。
御
火
焼
之
老
人
と
い
う
名
の
人
物
は
、
国
王
、
甲
斐
国

の
国
王
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
使
え
ば
甲
斐
国
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、

秉ひ
と
も
す
も
の

燭
者
に
変
え
た
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、『
古
事
記
』
で
は
暗
に
甲
斐
国
の
存
在
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
甲
斐
国
の
存
在
を
証
明
し
て
い
る
の
は
、
酒
折
宮
の
存
在
で
あ
る
。
宮
と
い
う
住
居
は
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
『
日

本
書
紀
』
も
同
じ
だ
が
、
す
べ
て
天
皇
の
住
い
で
あ
る
。
倭
建
命
が
酒
折
宮
に
き
て
問
答
歌
を
か
わ
し
た
の
は
景
行
天
皇
の
時
な
の
で
、

景
行
天
皇
の
宮
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
天
皇
が
こ
う
な
っ
て
い
た
。

　
　

纒ま
き
む
く向
の
日ひ
し
ろ
の
み
や

代
宮
に
坐ま

し
ま
し
て
、
天
の
下
治
ら
し
め
し
き（

11
）

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
酒
折
宮
の
主
人
公
は
、
天
の
下
治
ら
し
め
る
人
物
で
、
御
火
焼
之
老
人
そ
の
も
の
で
、
治
め
て
い
る
の
は
甲
斐
国

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
酒
折
宮
問
答
歌
の
漢
字
か
ら
甲
斐
国
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
先
に
あ
げ
た
通
り
、『
古
事
記
』
の
問
答
歌
は
次
の
よ
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う
に
書
か
れ
て
い
た
。

　
　

邇
比
婆
理　

都
久
波
袁
須
疑
弖 

伊
久
用
加
泥
都
流

　
　

迦
賀
那
倍
弖　

用
邇
波
許
許
能
用　

比
邇
波
登
袁
加
袁

　

こ
の
問
答
歌
の
中
の
都
と
い
う
字
は
、
こ
の
地
が
都
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
、
甲
斐
国
の
都
だ
っ
た
と
こ
の
字
だ
け
で
も
わ
か
る
の
だ
が
、

『
日
本
書
紀
』
の
同
じ
個
所
の
記
述
を
見
る
と
、
い
っ
そ
う
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
問
答
歌
で
は
、
こ
の
都
の
と
こ
ろ

に
は
莬
の
字
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
都
と
莬
は
字
音
は
同
じ
だ
が
、
莬
は
野
の
う
さ
ぎ
と
い
う
意
味
で
、
明
ら
か
に
都
で
は
な
く
て

田
舎
だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
都
だ
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
『
古
事
記
』
の
都
の
存
在
は

よ
り
現
実
的
存
在
に
な
る
。

　

こ
の
酒
折
宮
問
答
歌
以
外
に
、古
代
甲
斐
国
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
に
、一
枚
の
銅
鏡
が
あ
る
。
そ
の
銅
鏡
と
は
、三
珠
町
（
現

在
の
市
川
三
郷
町
）
の
狐
塚
古
墳
か
ら
出
土
し
た
赤
烏
元
年
銅
鏡
で
あ
る
。
こ
の
銅
鏡
に
は
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
い
ろ
い
ろ
わ
か

る
。
こ
の
銅
鏡
を
作
っ
た
の
は
、
中
国
の
三
国
時
代
の
皇
帝
、
呉
の
国
の
孫
権
で
あ
る
。
孫
権
は
自
ら
を
太
陽
の
子
と
信
じ
て
い
た
の
で
、

赤
烏
と
い
う
年
号
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
赤
烏
と
い
う
の
は
古
代
中
国
語
で
太
陽
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
赤
烏
銅
鏡
か
ら
わ
か
る
の

は
、
こ
の
銅
鏡
が
赤
烏
元
年
二
三
八
年
に
中
国
の
三
国
時
代
、
呉
の
国
で
造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
甲
斐
で
は
古
墳
か
ら
多
く
の

中
国
の
銅
鏡
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
呉
の
国
で
造
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
こ
の
赤
烏
銅
鏡
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
銅
鏡
に
つ
い
て
は
魏
志
倭
人
伝
に
卑
彌
呼
が
魏
か
ら
百
枚
の
銅
鏡
を
送
ら
れ
た
と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
甲
斐
で
も
貢
献
し

た
も
の
の
見
返
り
と
し
て
、
何
枚
も
の
銅
鏡
が
呉
か
ら
送
ら
れ
、
そ
の
一
枚
が
こ
の
赤
烏
元
年
銅
鏡
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
前
の
論

文
で
こ
の
赤
烏
銅
鏡
を
特
別
扱
い
し
、
こ
の
一
枚
が
太
陽
銅
鏡
だ
と
知
り
、
甲
斐
国
王
が
求
め
た
と
書
い
た
り
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
ち
が

い
だ
っ
た
。
よ
く
わ
た
し
は
論
文
で
ま
ち
が
い
を
犯
す
が
、
そ
の
ま
ち
が
い
は
、
こ
れ
で
最
後
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
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こ
こ
で
赤
烏
銅
鏡
に
戻
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
呉
か
ら
銅
鏡
が
甲
斐
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
甲
斐
に
国
が
存
在
し

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
甲
斐
国
が
各
地
を
治
め
る
た
め
に
、
各
地
の
国
造
に
相
当
す
る
人
物
を
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
し
、
そ
の
証

と
し
て
銅
鏡
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
古
墳
を
造
っ
た
の
も
そ
の
人
物
た
ち
で
、
だ
か
ら
甲
斐
盆
地
の
各
地
に
古
墳
か
ら
そ
の
当
時
の
銅
鏡

が
出
土
す
る
の
だ
と
今
で
は
理
解
し
て
い
る
。

　

今
ま
で
甲
斐
盆
地
に
甲
斐
国
と
い
う
国
が
存
在
し
た
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
追
求
し
て
き
た
が
、
次
の
史
料
は
、
そ
う
し
た
追
求

の
決
定
打
と
な
る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る
。

　

そ
の
記
録
と
は
、『
甲
斐
国
志
』
の
古
代
甲
斐
盆
地
の
道
に
つ
い
て
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

　

以
下
は
酒
折
宮
を
中
心
と
し
た
甲
斐
盆
地
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　

孔
道
四
方
へ
亘
レ
リ
凡
ソ
本
州
九
筋
ヨ
リ
他
州
二
通
ズ
ル
路
九
條
ア
リ
雁か

り
さ
か坂

、
荻お
ぎ
は
ら原

、
御み
さ
か坂

、
稚わ
か
ひ
こ
い

彦
路
、
姥う
ば
ぐ
ち口

、
市い
ち
か
わ川

、

　
　

敎か
う
ら
い
し

来
石
、
小こ
あ
ら
ま

荒
間
、
小こ

ば尾
、
是
ナ
リ
皆
酒
折
ヨ
リ
路
首
ラ
発
起
ス
。

　
　

路
首
ノ
標
示
タ
ル
ニ
ヤ
実
二
天
府
ノ
要
害
上
代
ノ
府
治
タ
リ
シ
事
誣
ヒ
タ
リ
ト
云
ベ
カ
ラ
ズ
。（

12
）

　

こ
の
文
に
は
、
甲
斐
盆
地
に
主
要
な
道
路
が
九
本
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
名
を

見
る
と
、
甲
斐
国
を
防
禦
が
で
き
る
よ
う
な
土
地
の
名
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
道
路
は
全
部
酒
折
宮
を
起
点
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
甲
斐
盆
地
に
は
、
古
代
、
独
立
し
た
国
、
甲
斐
国
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
こ
の
文
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
こ
の
文
の
路
名
を
見
て
も
、
そ
の
土
地
が
ど
こ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
路
名
を
書
い
た
『
甲
斐
国
志
』
の
松
平
定
能

は
地
名
か
ら
そ
の
地
名
が
わ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、こ
の
甲
斐
盆
地
に
は
、景
行
天
皇
ま
で
、大
和
朝
廷
に
匹
敵
す
る
独
立
国
、甲
斐
国
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

完
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記
・
祝
詞
』
日
本
古
典
文
学
大
系
Ⅰ 

倉
野
憲
司
、
武
田
祐
吉 

校
注 
岩
波
書
店　

一
九
五
八
年　

②　
『
古
事
記　

風
土
記　

日
本
霊
異
記　

古
代
歌
謡
』（「
古
典
日
本
文
学
全
集
」　

筑
摩
書
房　

一
九
六
〇
年

酒折宮問答歌を中心とした古代甲斐国追及
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③　
『
日
本
書
紀　

上
』
日
本
古
典
文
学
大
系
67　

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
・
校
注　

岩
波
書
店　

一
九
六
七
年

④　
「
先
代
旧
事
本
紀
」「
歴
史
読
本　

歴
史
検
証
『
先
代
旧
事
本
紀
』」　

新
人
物
往
来
社　

二
〇
〇
八
年
十
一
月
号

④　
『
藝
文
類
聚
』
巻
六
十
二　

上
海
古
籍
出
版
社　

出
版
年
月
日
記
載
な
し

⑤　
『
甲
斐
国
志
』　

甲
斐
叢
書
第
十
一
巻　

甲
斐
叢
書
刊
行
會　

一
九
七
四
年

⑥　

魏
志
倭
人
伝　
『
三
国
志　

下
冊
』
古
典
名
著
普
及
文
庫　

李
潤
英
・
責
任
編
集　

丘
麓
出
版　

一
九
九
六
年

⑦　

宋
書
倭
国
伝　
『
宋
書　

第
八
冊
』
梁
沈
約
撰　

第
八
冊　

中
華
書
局　

出
版
年
月
日
記
載
な
し

⑧　
『
塩
鉄
論　

漢
代
の
経
済
論
争
』
東
洋
文
庫　

一
六
七　

桓
寛
著
・
佐
藤
武
敏
注　

一
九
八
七
年

犬　飼
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