
の
言
の
後
に
「
如
此
詔
之
時
」
と
あ
る
点
な
ど
か
ら
、
葺
守
主
主
六
日

る
。
日
は
上
か
ら
下
に
対
す
る
言
で
あ
り
叉
奏
は
下
か
ら
上
に
対
し

て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
用
字
法
か
ら
、
「
日
」
を
用
い
て
あ
る
の
は

正
し
く
な
い
と
思
う
、
と
L
で
は
、
下
か
ら
上
へ
の
言
で
あ
る
か
ら

当
然
「
奏
」
と
対
応
さ
せ
て
、
「
白
」
に
し
た
方
が
正
し
い
と
忠
わ

れ
る
。
叉
前
後
の
文
脈
叉
意
富
祁
命
の
用
字
法
か
ら
み
て
も
下
か
ら

上
に
対
す
る
言
と
し
て
用
い
た
い
。
〔
三
十
二
年
度
卒
業
〕

懸

詞

研

究

の
i
古
今
・
新
古
今
を
資
料
と
し
て

l

長

野

｛命

子

古
今
・
新
古
今
時
代
に
お
け
る
懸
詞
と
は
E
の
よ
う
な
も
の
か
。

叉
両
集
問
の
時
代
差
は
懸
詞
に
ど
の
よ
う
な
差
異
を
生
み
出
さ
せ
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
懸
詞
を
分
持
し
つ
L

、
同
時
に
二
集

を
比
較
検
討
し
て
い
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
主
な
検
討
分
野
と
し
て
共
D
も
の
を
揚
げ
る
。
ー
ー

数
的
な
問
題
。
種
類
と
そ
の
慣
用
性
の
問
題
。
構
成
に
関
し
て
。

品
詞
か
ら
見
た
懸
詞
。

i
l
乙
礼
ら
の
事
に
つ
き
、
順
共
述
ぺ
て
い

E
－b

・J

、J
I－
－

き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
数
及
び
作
者
に
関
し
て
検
討
し
て
い
く
に
、
古
今
の
総
歌
数

一
一
一
一
首
中
、
懸
詞
の
用
例
は
二
三
八
例
、
新
古
今
は
総
歌
数
一

九
七
九
首
中
、
用
例
三
三
三
例
で
あ
る
。
し
か
し
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
事
は
、
新
古
今
に
は
万
葉
。
古
今
時
代
の
作
者
の
乎
に
成
っ
た
も

の
が
多
く
存
在
す
る
事
で
あ
る
。
乙
L
で
意
図
す
る
と
と
ろ
は
、
古

今
、
新
古
今
、
両
時
代
に
お
け
る
懸
詞
D
比
較
考
察
で
あ
る
か
ら
、

当
然
、
前
時
代
の
も
の
を
抜
出
す
る
と
と
が
必
要
と
な
っ
て
乙
ょ

う
Q

な
お
、
乙
L
で
は
新
古
今
の
み
が
問
題
と
な
る
、

総
歌
数
一
九
七
九
首
中
、
一
一
二
首
（
概
数
）
が
万
葉
・
古
今
時

代
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
残
る
一
八
五
七
首
を
新
古
今
時
代
の
も
の

と
み
て
よ
か
ろ
う
。

用
例
に
な
け
る
前
時
代
の
も
の
は
、
万
葉
問
例
、
古
今
十
八
例
で

ゑ

γ
。。

以
上
の
抜
出
に
よ
り
、
古
今
及
び
新
古
今
は
、
時
代
的
、
数
的
に

同
等
の
立
場
に
立
つ
乙
と
が
初
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
、
古
今
と

古
今
時
代
と
は
ほ
立
一
致
し
、
新
古
今
に
お
い
て
も
同
じ
事
が
言
え

る
の
で
あ
る
。

ζ

L

で
、
二
集
各
々
の
総
歌
に
対
す
る
用
例
数
の
百
分
比
を
と
っ

て
み
る
に
・
次
の
如
く
で
あ
る
。

← 7ー
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表

／ 

｜数

古

A、
' 

二
三
八

一

↑

f
4

一
一
一
一
・
川

川
例
数

」

1
’ト’レし

ノ

T

トム

古

/>-. 
7 

一
八
五
七

一十ー

一
七
・
二

新
右
の
去
で
わ
か
る
よ
う
に
懸
詞
の
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
川
例
の
会

歌
数
に
対
す
る
比
は
、
古
今
が
や
L
多
く
な
っ
℃
い
る

Q

で
は
、
と
れ
ら
の
内
容
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

懸
詞
は
一
般
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
如
く
、
単
純
な
構
成
に
よ

る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
一
品
に
二
義
を
含
ま
せ
る

も
の
は
、
最
も
素
朴
な
形
で
あ
り
、
更
に
初
歩
の
段
階
と
言
え
よ
う

が
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
は
初
期
の
一
時
期
に
お
け
る
形
態
で
あ
っ

て
、
発
展
し
て
行
く
過
践
に
は
更
に
復
雑
な
構
成
に
よ
る
も
の
が
多

く
存
在
し
℃
い
る
。

古
今
、
新
古
今
に
お
け
る
懸
詞
の
、
概
略
を
知
る
た
め
、
極
類
に

関
す
る
表
の
一
部
を
提
示
し
て
み
る
。

:1' 日二－~ ：－－－~－－ーと一二：l ！~D型竺~－ ~ 4 3 2-1 4 3ー？
涙藻 i曳守漏
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ろる

－~ － 可一－I -
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（千年作松｜
i品 宇L 粂 ｜ 
・山山 ｜ 
尾 ！
lli I 

1 1 3 1 I 
d .~ a a ｜構成詑号

7 I古川j例

2 2 1 12 i新古川例

表

:Ell 

主立

持
てコ

待
ち
か
ね

f寺
〆コ

1:J 
て；〉

i曳
る

守
山

守
る

守
Ui 

森
~ .. 
歩主諸

電

右
去
り
日
間
詞
記
号
は
共
白
よ
う
な
区
分
一
に
よ
る
。

ィ
、
動
詞
と
動
詞
を
懸
け
た
も
の
。

ロ
、
動
詞
，
P

」
名
詞
。

ハ
、
名
詞
と
名
詞
。

1 
d 

1 
a 

1 1 
b 

1 
a 

2 
b 

1 

- 8一

2 Q 1 

1 

1 



え
そ
の
他
。

ヌ
、
構
成
記
号
と
は
左
記
の
よ
う
な
分
類
の
試
み
に
よ
っ
て
附
し

た
も
の
で
あ
る
。

1
・
一
語
と
一
請
を
懸
け
た
も
の
。

a

一
語
と
一
語
（
例
、
待
つ
↑
↓
松
）

b

一
方
の
一
語
は
活
用
を
変
え
て
懸
け
ら
れ
た
も
白
（
決

り
↑
↓
森
）

o

懸
け
ら
れ
る
方
に
二
義
ぞ
含
ま
ぜ
た
も
の
（
立
つ
？
↓
起

つ
↓
起
つ
）

d

一
語
と
一
一
語
の
部
分
（
待
つ
↑
↓
松
島
）

2
．
一
語
と
二
一
語
を
懸
け
た
も
の
。
匂

a

一
語
と
二
一
語
（
逢
ふ
日
↑
↓
葵
）

b

一
語
と
二
一
請
を
懸
け
た
も
の
で
あ
る
が
活
用
変
る
（
主

蝿
↑

v
現
せ
身
）

。
一
方
の
二
諾
は
一
一
語
と
一
一
詰
各
々
の
部
分
と
一
語
を
懸
け

た
（
起
き
↑
ー
す
蛾
火
）

d

二
語
の
初
め
叉
は
後
の
部
分
と
一
語
を
懸
け
た
も
の
（
偉

つ
↑
↓
宇
津
の
山
）

e

共
他
（

t
し
つ
↑
↓
し
つ
の
お
冗
ま
き
〉

3
．
ニ
語
と
二
一
請
を
懸
け
た
も
の
。

二
語
と
二
諾
（
待
ち
か
ね
↑
↓
待
粂
山
）

該
当
す
る
も
の
な
し
。

一
方
の
二
語
は
一
語
と
一
語
各
々
の
部
分
が
懇
け
ら
れ

a b 。

ハ
、
名
詞
と
名
詞

Q

る。一
方
の
二
語
は
共
前
叉
は
後
部
分
が
懸
け
ら
れ
る
（
歎
き

と
る
↑
↓
木
を
ζ

る）

ニ
請
と
三
訴
を
懸
け
た
も
の
（
韓
衣
紐
結
ふ
A
l
l
v
日
も
夕

暮）

さ
て
、
種
類
に
お
け
る
古
今
、
新
古
今
、
各
々
の
数
を
検
討
す
る

に
、
古
今
二
ご
・
共
通
三
三
・
新
古
今
一
八
四
。
で
あ
り
ま
ず
最
初

に
日
に
つ
く
の
は
共
通
の
種
類
の
意
外
に
少
な
い
と
と
で
あ
ろ
う
。

と
の
こ
と
は
、
懸
詞
に
か
な
り
移
行
性
の
あ
る
と
と
を
示
し
て
い

る
。
又
そ
れ
と
共
に
新
古
今
に
お
い
て
古
今
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

類
の
も
の
を
多
数
創
造
し
て
い
る
と
と
は
こ
の
集
の
懸
詞
に
対
す
る

意
識
度
の
高
さ
を
物
語
る
と
言
え
よ
う
。

矛
二
炎
に
も
見
る
如
く
、
同
類
の
懸
詞
の
中
に
も
そ
の
用
例
数
に

お
い
て
か
な
り
の
開
き
が
あ
る

Q

便
宜
上
、
一
集
に
全
く
同
一
の
懸

詞
が
三
例
以
上
存
在
す
る
場
合
に
は
そ
れ
を
慣
用
性
あ
り
と
し
、
二

例
の
も
の
に
は
そ
れ
を
慣
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
も
の
。
と
し
て
取

扱
い
た
い
。
と
れ
に
関
し
二
集
を
見
る
に

d 
4
1
a
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J

方

表

古新

古

今

五
八

円
凶
↓
 

n川
ν

i
 

． 



新
古
へ
7

に
お
い
て
は
二
例
の
も
の
L
二
例
以
上
の
も
の
、
す
な
わ

ち
程
度
ぞ
問
わ
や
慣
用
性
を
有
す
る
全
て
の
も
の
に
対
す
る
比
が
古

今
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
る
。

古
今
で
は
慣
用
度
。
高
い
も
の
と
低
い
も
の
と
の
問
に
か
な
り
大

き
な
開
き
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、
新
古
今
の
そ
れ
は
二
、
三
の

例
外
を
除
い
て
は
一
般
に
均
等
化
さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
の
事
は
換

言
す
る
と
、
古
今
集
時
代
に
お
い
て
は
特
殊
な
用
例
が
度
々
用
い
ら

れ
、
や
L
も
す
る
と
回
定
化
の
傾
向
に
あ
っ
た
懸
詞
が
新
古
今
時
代

に
な
り
、
新
た
な
認
識
の
下
に
再
び
蘇
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
れ
迄
見
て
来
た
如
く
、
懸
詞
に
は
ご
く
普
通
に
懸
詞
と
し
て
慣

用
化
さ
れ
た
も
D
が
意
外
に
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な

も
の
と
し
て
、
「
飽
き
↑
↓
秋
」
。
「
待
つ
？
↓
松
」
等
を
妨
げ
る

と
と
が
で
き
る
が
、
と
れ
ら
は
な
ぜ
こ
れ
程
一
般
化
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
何
か
共
通
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
先
に
揚
げ
た
才
二
表
に
基
い
て
慣
用
化
さ
れ
る
も
の
、

叉
は
そ
の
傾
向
に
あ
る
も
の
に
つ
き
、
そ
の
懸
詞
の
構
成
に
関
し
て

見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

持
つ

待
つ

待
つ

漏
（
洩
）
る

洩
り

守
、
内
、
司

ド

V
1待

乳
山

松
（
島
・
尾
山
）

守
る

森

1 1 
d a 

1 
d 

1 
a 

1 
b 

右
表
は
、
ご
く
一
例
に
過
vd
な
い
が
そ
の
構
成
記
号
を
見
る
に
全

て
、
一
語
と
一
語
を
懸
け
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
と
れ
に

も
例
外
は
あ
る
が
し
か
し
、
例
外
は
い
，
ず
れ
も
用
例
数
二
例
の
も
の

で
、
三
例
以
上
に
な
る
と
、
変
型
は
あ
る
に
し
ろ
、
一
語
と
一
語
を

懸
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
と
と
は
、
一
般
に
慣
用
さ
れ
易
い
語
は
懸
け
ら
れ
る
こ
語
の

詞
の
構
成
が
単
純
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
構
成
と

慣
用
度
と
の
関
係
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

弐
に
構
成
に
お
い
て
二
集
を
検
討
す
る
に
、

2 

3 

4 

- 10 --

1 150 116 

25 

18 

古

今

1 

54 

新

古

今

8 

3 

な
お
、
こ
れ
は
種
類
数
で
あ
る
。
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
新
古
今
の

3
に
属
す
る
も
の

L
数
の
激
減
で
あ
る
口
杢
休
的
種
類
数
は
新
古
今

が
大
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
絶
対
数

rけ
を
比
ぺ
℃
み
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
が
、
両
集
ぞ
通
じ
、

1
1
4
の
数
の
示
す
如
く
、
漸
弐
減
少

し
て
い
く
傾
向
を
比
較
す
る
と
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
新
古
今
の

3
は
注
意
す
ぺ
き
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し

も
と
L
に
、
問
題
と
な
る
理
由
が
存
在
す
る
と
は
言
え
な
い
。
全
般

的
に
見
て
構
成
に
必
け
る
二
集
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
え
よ



j曳

森

1 
b 

、っ。A
7
迄
、
懸
詞
の
種
類
ぞ
構
成
に
関
し
た
事
に
つ
い
て
述
ぺ
て
き
た

が
、
と
L
で
更
に
、
品
詞
別
に
検
討
し
て
い
く
と
と
も
意
義
あ
る
と

と
記
と
思
う
。

懸
詞
は
、
そ
の
大
部
分
が
動
詞
と
名
詞
の
二
品
詞
の
組
み
換
え
に

よ
り
成
っ
て
い
る
。
そ
の
組
合
せ
に
は
、
一
、
動
・
名
。
二
、
動
・

勤
。
一
二
、
名
・
名
。
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
乙
の
二
品
詞
の
構

成
に
よ
る
も
の
以
外
に
非
常
に
復
雑
な
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
稀
少
で
あ
る
の
で
か
・
下
、
そ
の
他
と
し
て
取
扱
い
た
い
。

動
詞
・
名
詞
の
組
換
え
に
よ
り
、
先
に
述
べ
た
三
例
が
で
き
る
の

だ
が
、
乙
L
に
興
味
あ
る
一
事
実
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
三
つ
の

場
合
、
動
詞
と
名
詞
ぞ
懸
け
た
も
の
が
、
そ
の
用
例
、
最
も
多
く
、

し
か
も
そ
れ
は
、
古
今
、
新
古
今
巻
通
じ
て
言
え
る
と
い
う
乙
と
で

あ
る
。で

は
、
品
詞
別
に
見
た
用
例
数
を
揚
げ
て
み
る
と

新古 II 

日~I~
動

名

動

動

名

名

共

他

133 95 

57 

34 

63 75 

65 

51 

（
乙
の
去
は
、
そ
の
特
殊
性
を
考
慮
に
入
れ
、
矛
二
荻
で
、
一
組

と
し
て
取
扱
っ
た
も
D
で
も
二
つ
に
分
割
し
て
数
必
読
ん
だ
も
の

的
に
見
て
構
成
に
お
け
る
二
集
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
レ
と
言
え
よ

も
あ
る
。
例
・
立
つ

I
起
つ

l
裁
つ
〉

い
か
な
る
理
・
自
に
よ
り
、
動
詞
・
名
詞
D
も
の
が
多
い
の
か
、
と

い
う
点
は
今
後
な
お
研
究
を
要
す
る
問
題
だ
と
考
え
る
が
、
こ
L
で

共
O
事
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
動
詞
と
動
詞
。
名
詞
と
名
詞
を

懸
け
た
も
の
錯
す
の
よ
う
に
、
懸
詞
の
二
語
が
同
じ
品
詞
で
成
っ
て
い

る
場
合
は
、
ご
く
特
殊
な
例
外
を
除
き
、
会
て
が
同
一
背
の
、
し
か
も

同
数
に
よ
る
組
合
せ
で
あ
る
こ
と
。
叉
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
動
詞

と
名
詞
の
如
く
、
異
っ
た
二
口
問
詞
の
組
合
せ
の
場
合
は
前
者
の
そ
れ

の
よ
う
に
、
完
全
に
懸
け
ら
れ
る
乙
と
は
ま
ゃ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
に
準
や
る
も
の
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
動
詞
を
活
用
さ
せ
た
形

と
懸
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
、
一
一
語
と
部
分
と
ぞ
懸
け
た
も
の

も
多
く
は
、
動
詞
と
名
詞
に
よ
る
懸
詞
の
中
に
存
す
る
も
の
で
あ

ヲ

Q

。
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こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
あ
る
観
点
か
ら
す
る
と
、
全
く
当
然
な
事
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
乙
れ
も
懸
詞
の
性
質
を
究
明
す
る
た
め

の
一
つ
の
手
掛
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
。
ま
す
、
種
類
を
見
る

に
、
新
古
今
に
は
、
古
今
に
全
く
な
か
っ
た
新
し
い
試
み
が
非
常
に

多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
又
、
慣
用
の
度
合
い
を
見
る
に
、
古
今
に
度

々
使
用
さ
れ
た
懸
詞
は
、
特
定
の
も
の
に
片
寄
る
傾
向
に
あ
っ
た
の

に
対
し
、
新
古
今
で
は
、
そ
れ
が
均
等
化
さ
れ
た
。

し
か
ら
ば
、
古
今
に
お
い
℃
ば
、
懸
詞
に
さ
ほ
hc
関
。
が
払
わ
れ



な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
事
実
、
古
今
は
新
古

今
よ
り
、
ご
く
わ
歩
か
で
は
あ
る
が
サ
杢
歌
数
に
対
す
る
用
例
数
の

比
は
大
な
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
、
関
心
度
は
ど
ち
ら
も
大
差
は
な
か
っ
た
が
、
使
用

す
る
際
の
態
度
が
具
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
冗
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
古
今
で
は
、
人
か
ら
人
へ
と
、
単
な
る
摸
倣
と
し
て
使
用
さ
れ

る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
新
古
今
で
は
、
も
は
点
、
、
単
な
る

模
倣
の
域
を
脱
し
、
新
し
い
段
階
へ
と
移
行
す
る
と
み
て
よ
か
ろ
う

と
考
え
る
。

〔
一
ニ
十
二
年
度
卒
業
〕

八
代
和
歌
集
に
於
け
る

「
菊
」

平

田

考
芙

美

子

八
代
和
歌
集
に
於
い
て
菊
は
如
何
に
表
現
さ
れ
、
人
々
は
そ
れ
に

対
し
て
如
何
な
る
思
想
を
抱
い
て
い
た
か
、
ま
た
当
時
白
菊
は
ど
う

い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
調
査
し
、
菊
特
有
の
歌
の
流
れ
を
考
察
し
た

い
と
思
う
。
二
二
二
、
抜
卒
し
て
み
る
。

一
、
菊
の
歴
史

菊
の
語
源
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
和
名
抄
』
巻
才
十

二
十
四
平
類
云
．
菊
「
四
声
字
苑
」
一
去
、

草
木
部
矛

挙

竹

反

、

木

草

経

一

宮

、

菊

有

白

菊

紫

菊

－
f
L
l

日
祥
寺
往

菊

加

波

良

与

毛

岐

云

‘

可

波

良

於

波

岐

「
和
名
抄
』
に
も
宇
一
音
由
来
の
和
名
を
何
と
も
一
言
つ
て
な
く
、
私
の

調
官
官
で
は
、
菊
の
語
源
を
明
確
に
す
る
と
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

弐
に
菊
の
歴
史
に
つ
い
て
検
討
し
て
見
ょ
う
。

八
代
集
に
於
て
菊
は
八
十
問
首
よ
ま
れ
て
い
る
。
乙
乙
で
奈
良
時

代
に
眼
を
転
じ
『
万
葉
集
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
一
首
も
見
渡
ら

な
い
。
し
か
し
菊
の
異
名
の
一
つ
「
モ
モ
ヨ
グ
サ
」
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
。万

葉
集

巻
二
十
、

四
一
三
六
生
玉
部
足
国

一12

父

母

我

・

等

能

能

志

利

弊

乃

コ

D

0

0

0

骨

母

余

兵

佐

母

母

与

伊

豆

府

勢

和

我

伎

多

流

麻

呂

諸
説
釈
書
に
よ
る
と
、
い
や
れ
も
疑
問
と
な
っ
て
お
り
と
の
場
合

か
な
ら
歩
し
も
菊
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
『
大
一
言
出
』
に
「
後

水
尾
天
皇
御
製
「
な
ら
ノ
葉
（
万
葉
集
）
ノ
え
ら
び
一
二
陶
レ
シ
、
菊

ノ
花
、
残
レ
ル
梅
ノ
恨
ミ
ヤ
ハ
ア
ル
」
と
あ
り
、
『
万
葉
集
」
に
菊

は
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。

で
は
菊
は
何
処
の
原
産
で
あ
り
、
い
つ
頃
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

『
植
物
学
九
十
年
」
『
続
杭
物
詑
』
（
牧
野
富
太
郎
著
）
「
学
習
大

辞
典
植
物
篇
」
『
児
童
百
科
辞
典
』
の
仁
徳
天
皇
の
頃
（
一
三
一
品

i
一完


