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ま
ん
よ
う 

     

 

一
、 

小
野
小
町 

日
本
で
は
世
界
三
大
美
人
の
一
人
と
し
て
名
高
い
小
野
小
町
は
、
そ

の
生
没
年
や
生
い
立
ち
な
ど
不
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
謎
め
い
た
生
涯
ゆ

え
に
美
女
と
し
て
の
名
声
を
手
に
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
野
小
町

の
伝
説
は
専
門
を
離
れ
る
た
め
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
こ
こ
で
一
通

り
の
略
歴
等
を
記
し
て
お
く
。 

 
 

…
古
今
集
に
阿
部
清
行
・
小
野
貞
樹
・
文
屋
康
秀
と
贈
答
歌
を
残
し
て
い

る
が
、
そ
の
事
跡
を
知
る
根
本
資
料
で
あ
る
。
…
「
小
町
」
の
「
町
」

と
い
う
呼
称
は
仁
明
・
文
徳
朝
に
更
衣
の
敬
称
で
あ
っ
た
ら
し
く
、「
小
」

は
姉
妹
の
下
を
さ
す
と
こ
ろ
か
ら
、
姉
と
共
に
仁
明
天
皇
の
更
衣
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
活
躍
の
基
盤
は
仁
明
朝
（
８
３
３
～

８
５
０
）
の
宮
廷
サ
ロ
ン
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
…
小
町
の
伝
説
的

イ
メ
ー
ジ
は
か
な
り
早
く
に
形
成
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
後
撰
集
の
入

首
歌 

     

 

集
歌
に
も
そ
の
形
跡
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
美
貌
で
あ
っ
た
と
い
う
所

伝
か
ら
は
、
深
草
少
将
の
百
夜
通
い
の
説
話
や
晩
年
に
容
色
が
衰
え
零

落
・
流
浪
し
た
と
い
う
説
話
が
生
ま
れ
、
ま
た
美
人
薄
命
と
い
う
こ
と
か

ら
死
後
の
髑
髏
説
話
と
な
っ
た
。
…
…
艶
麗
で
情
熱
的
な
中
に
哀
愁
を
た

た
え
た
抒
情
性
豊
か
な
恋
歌
に
優
れ
て
い
る
。
古
今
集
初
出
。
（
注
１
） 

以
上
の
よ
う
に
、
小
野
小
町
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

平
安
初
期
の
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
彼
女
の
作
っ
た
歌
が
存
在

す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

小
野
小
町
が
後
世
注
目
を
浴
び
る
の
は
、
何
よ
り
紀
貫
之
が
『
古
今

和
歌
集
』
仮
名
序
で
と
り
あ
げ
、「
六
歌
仙
」
の
一
人
と
さ
れ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
そ
の
仮
名
序
に
は
、 

 
 

小
野
小
町
は
、
い
に
し
へ
の
衣
通
姫
の
流
な
り
。
あ
は
れ
な
る
や
う
に

て
、
つ
よ
か
ら
ず
。
い
は
ば
、
よ
き
女
の
な
や
め
る
と
こ
ろ
に
似
た
り
。

衣
通
姫
の
流
れ
―
―
小
野
小
町
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
部
智
子  
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つ
よ
か
ら
ぬ
は
、
女
の
歌
な
れ
ば
な
る
べ
し
。〈
思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人

の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
さ
め
ざ
ら
ま
し
を
。
色
見
え
で
う
つ
ろ

ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
。
わ
び
ぬ
れ
ば
身
を

う
き
草
の
根
を
た
え
て
誘
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ
思
ふ
。
衣
通
姫
の

歌
、
わ
が
せ
こ
が
来
べ
き
よ
ひ
な
り
さ
さ
が
に
の
く
も
の
ふ
る
ま
ひ
か

ね
て
し
る
し
も
。
〉
（
注
２
） 

と
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
「
衣
通
姫
の
流
な
り
」
に
着
目
し
、「
衣
通
姫
の
流
な
り
」

と
は
何
を
さ
す
の
か
、
何
故
小
野
小
町
が
そ
う
評
さ
れ
「
六
歌
仙
」
の

一
人
と
な
り
得
た
の
か
、
何
故
美
人
と
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

衣
通
姫
と
の
関
連
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。（
以
下
、
記
紀
本

文
に
関
す
る
所
以
外
は
「
衣
通
姫
」
に
統
一
す
る
） 

  

二
、 

衣
通
姫
伝
説 

 

一
般
に
「
衣
通
姫
伝
説
」
と
い
わ
れ
る
の
は
特
に
『
古
事
記
』
に
伝

承
さ
れ
る
物
語
を
さ
す
。
少
し
長
く
な
る
が
、
そ
の
部
分
を
以
下
に
挙

げ
る
。（
注
３
） 

天
皇
崩
り
ま
し
し
後
に
、
木
梨
軽
太
子
、
日
継
知
ら
し
め
す
に
定
ま
れ
る

を
、
い
ま
だ
位
に
即
き
た
ま
は
ざ
り
し
間
に
、
そ
の
い
ろ
妹
軽
大
郎
女
に
姧

け
て
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

Ａ 

あ
し
ひ
き
の 

山
田
を
作
り 

山
高
み 

下
樋
を
走
せ 

下
ど
ひ

に 

わ
が
と
ふ
妹
を 

下
泣
き
に 

わ
が
泣
く
妻
を 

こ
ぞ
こ
そ

は 

安
く
肌
触
れ 

 

こ
は
、
し
ら
げ
歌
ぞ
。
ま
た
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

Ｂ 

笹
葉
に 

う
つ
や
霰
の 

た
し
だ
し
に 

率
寝
て
む
後
は 

人
は

か
ゆ
と
も 

愛
し
と 

そ
寝
し
さ
寝
て
ば 

刈
薦
の 

乱
れ
ば
乱

れ 

さ
寝
し
さ
寝
て
ば 

 

こ
は
、
夷
振
の
上
歌
ぞ
。 

 
 

こ
こ
を
も
ち
て
、
百
の
官
ま
た
天
の
下
の
人
等
、
軽
太
子
に
背
き
て
、
穴

穂
御
子
に
帰
り
ぬ
。
し
か
し
て
、
軽
太
子
畏
み
て
、
大
前
小
前
宿
祢
大
臣
が

家
に
逃
げ
入
り
て
、
兵
器
を
備
へ
作
り
た
ま
ひ
き
（
略
）。
穴
穂
王
子
も
兵

器
を
作
り
た
ま
ひ
き
（
略
）。
こ
こ
に
、
穴
穂
御
子
、
軍
を
興
し
て
大
前
小

前
宿
祢
が
家
を
囲
み
た
ま
ひ
き
。
し
か
し
て
、
そ
の
門
に
到
り
ま
し
し
時
に
、

大
氷
雨
零
り
き
。
か
れ
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

Ｃ 

大
前
小
前
宿
祢
が 

金
門
か
げ 

か
く
寄
り
来
ね 

雨
立
ち
止
め

む 

 
し
か
し
て
、
そ
の
大
前
小
前
宿
祢
、
手
を
挙
げ
膝
を
打
ち
、
儛
ひ
か
な
で
歌

ひ
参
来
ぬ
。
そ
の
歌
に
曰
ひ
し
く
、 

 
 

Ｄ 
宮
人
の 

足
結
の
小
鈴 

落
ち
に
き
と 

宮
人
と
よ
む 

里
人
も
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ゆ
め 

こ
の
歌
は
、
宮
人
振
ぞ
。
か
く
歌
ひ
参
帰
て
白
し
し
く
、 

「
わ
が
天
皇
の
御
子
、
い
ろ
兄
、
兵
を
な
及
り
た
ま
ひ
そ
。
も
し
、
兵
を
及
り

た
ま
は
ば
、
必
ず
人
咲
は
む
。
あ
れ
捕
へ
て
貢
進
ら
む
」 

し
か
し
て
、
兵
を
解
き
て
退
き
坐
し
き
。
か
れ
、
大
前
小
前
宿
祢
、
そ
の
軽

太
子
を
捕
へ
て
、
率
て
参
出
で
て
貢
進
り
き
。
そ
の
太
子
捕
へ
ら
え
て
、
歌

ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 

Ｅ 

あ
ま
だ
む 

軽
の
嬢
子 
い
た
泣
か
ば 

人
知
り
ぬ
べ
し 

波
佐

の
山
の 

鳩
の 

下
泣
き
に
な
く 

 

ま
た
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

Ｆ 

あ
ま
だ
む 

軽
嬢
子 

し
た
た
に
も 
寄
り
寝
て
通
れ 

軽
嬢
子

ど
も 

 

か
れ
、
そ
の
軽
太
子
は
、
伊
余
の
湯
に
流
し
ま
つ
り
き
。
ま
た
、
流
さ
え
た

ま
は
む
と
せ
し
時
に
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

Ｇ 

あ
ま
と
ぶ 

鳥
も
使
ひ
そ 

鶴
が
音
の 

聞
こ
え
む
時
は 
わ
が 

名
問
は
さ
ね 

 

こ
の
三
つ
の
歌
は
、
天
田
振
ぞ
。
ま
た
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

Ｈ 

王
を 

島
に
は
ぶ
ら
ば 

船
余
り 

い
帰
り
来
む
ぞ 

わ
が
畳
ゆ

め 

言
を
こ
そ 

畳
と
言
は
め 

わ
が
妻
は
ゆ
め 

 

こ
の
歌
は
、
夷
振
の
片
下
ぞ
。
そ
の
衣
通
王
、
歌
を
献
り
き
。
そ
の
歌
に
曰

ひ
し
く
、 

 
 

Ｉ 

夏
草
の 

あ
ひ
ね
の
浜
の 

蠣
貝
に 

足
ふ
ま
す
な 

あ
か
し
て

通
れ 

 

か
れ
、
後
に
ま
た
恋
ひ
慕
ひ
あ
へ
ず
て
、
追
ひ
往
き
ま
し
し
時
に
、
歌
ひ
た

ま
ひ
し
く
、 

 
 

Ｊ 

君
が
ゆ
き 

日
長
く
な
り
ぬ 

や
ま
た
づ
の 

迎
へ
を
行
か
む 

待
つ
に
は
待
た
じ 

 

か
れ
、
追
ひ
到
り
ま
し
し
時
に
、
待
ち
懐
ひ
て
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

Ｋ 

こ
も
り
く
の 

泊
瀬
の
山
の 

大
丘
に
は 

幡
張
り
立
て 

さ
小

丘
に
は 

幡
張
り
立
て 

大
小
よ
し 

仲
定
め
る 

思
ひ
妻 

あ

は
れ 

槻
弓
の 

臥
や
る
臥
や
り
も 

梓
弓 

起
て
り
起
て
り
も 

後
も
取
り
見
る 

思
ひ
妻 

あ
は
れ 

 

ま
た
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、 

 
 

Ｌ 

こ
も
り
く
の 

泊
瀬
の
河
の 

上
つ
瀬
に 

斎
杙
を
打
ち 

下
つ

瀬
に 

真
杙
を
打
ち 

斎
杙
に
は 

鏡
を
懸
け 

真
杙
に
は 

真

玉
を
懸
け 

真
玉
な
す 

あ
が
思
ふ
妹 

鏡
な
す 

あ
が
思
ふ
妻 

あ
り
と
言
は
ば 

こ
そ
よ 

家
に
も
行
か
め 

国
を
も
偲
は
め 

 
か
く
歌
ひ
て
、
す
な
は
ち
共
に
み
づ
か
ら
死
に
た
ま
ひ
き
。
か
れ
、
こ
の
二

つ
の
歌
は
、
読
歌
ぞ
。 

 
 

（
原
文
中
（
略
）
は
筆
者
が
そ
の
部
分
を
略
し
た
。
ま
た
歌
の
上
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の
Ａ
～
Ｌ
は
筆
者
が
付
し
た
） 

以
上
の
話
は
『
日
本
書
紀
』（
注
４
）
に
も
載
る
が
、
こ
ち
ら
は 

允
恭
二
十
三
年 

木
梨
軽
皇
子
を
立
て
て
太
子
と
す
。
容
姿
佳
麗
し
。
見 

る
者
、
自
づ
か
ら
に
感
で
ぬ
。
同
母
妹
軽
大
娘
皇
女
、
亦
艶
妙
し
。 

太
子
、
恒
に
大
娘
皇
女
と
合
せ
む
と
念
す
。
罪
有
ら
む
こ
と
を
畏
り 

て
黙
あ
り
。
然
る
に
感
で
た
ま
ふ
情
、
既
に
盛
に
し
て
、
殆
に
死
す 

る
に
至
り
ま
さ
む
と
す
。
爰
に
以
為
さ
く
、
徒
に
空
し
く
死
な
む
よ 

り
は
、
刑
有
り
と
雖
も
、
何
ぞ
忍
ぶ
る
こ
と
得
む
と
お
も
ほ
す
。
遂 

に
竊
に
通
け
ぬ
。
乃
ち
悒
懐
少
し
く
息
み
ぬ
。
仍
り
て
歌
し
て
曰
は 

く
、 

 
 
 
 

ア 

あ
し
ひ
き
の 

山
田
を
作
り 
山
高
み 

下
樋
を
走
せ 

下 

泣
き
に 

我
が
泣
く
妻 

片
泣
き
に 
我
が
泣
く
妻 

今 

夜
こ
そ 

安
く
膚
触
れ 

 

允
恭
二
十
四
年 

御
膳
の
羹
汁
、
凝
以
作
氷
れ
り
。
天
皇
、
異
び
た
ま
ひ 

て
、
其
の
所
由
を
卜
は
し
む
。
卜
へ
る
者
の
曰
さ
く
、「
内
の
乱
有 

り
。
蓋
し
親
親
相
姧
け
た
る
か
」
と
ま
う
す
。
時
に
人
有
り
て
曰
さ 

く
、
「
木
梨
軽
太
子
、
同
母
妹
軽
大
娘
皇
女
を
姧
け
た
ま
へ
り
」
と 

ま
う
す
。
因
り
て
、
推
へ
問
ふ
。
辞
既
に
実
な
り
。
太
子
は
、
是
儲 

君
た
り
、
加
刑
す
る
こ
と
得
ず
。
則
ち
大
娘
皇
女
を
伊
予
に
移
す
。 

時
に
太
子
、
歌
し
て
曰
は
く
、 

 
 

 
 

イ 

大
君
を 

嶋
に
放
り 

船
餘
り 

い
還
り
来
む
ぞ 

我
が
畳 

斎
め 

言
を
こ
そ 

畳
と
言
は
め 

我
が
妻
を
斎
め 

 
 

 
 

又
歌
し
て
曰
は
く
、 

 
 

 
 

ウ 

天
飛
む 

軽
嬢
子 

甚
泣
か
ば 

人
知
り
ぬ
べ
み 

幡
舎
の 

山
の 

鳩
の 

下
泣
き
に
泣
く 

（
歌
の
上
の
ア
～
ウ
は
筆
者
が
付
し
た
） 

と
あ
り
、
軽
皇
子
と
軽
大
郎
皇
女
の
密
通
事
件
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い

る
。
日
本
書
紀
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
皇
太
子
で
あ
っ
た
軽
太
子

が
即
位
出
来
な
か
っ
た
理
由
を
記
述
す
る
こ
と
が
最
重
要
な
記
事
で
あ

り
、
そ
の
事
実
を
示
す
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。「
皇
太
子
で
あ
る
た
め
に
罪
に
問
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、

律
令
国
家
と
し
て
天
皇
た
る
も
の
罪
を
犯
さ
な
い
。
罪
を
犯
せ
ば
高
い

地
位
の
者
で
も
追
い
落
と
さ
れ
、
身
の
破
滅
を
招
く
と
、
良
い
意
味
で

も
悪
い
意
味
で
も
天
皇
た
る
ふ
さ
わ
し
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、
古
事
記
に
お
い
て
は
、
当
然
日
本
書
紀
と
同
じ
よ
う
に
天
皇

に
な
る
べ
き
者
の
資
質
は
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
穴
穂
御
子
（
後

の
安
康
天
皇
）
の
所
に
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

古
事
記
で
は
、
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
と
の
密
通
事
件
に
重
き
を
置
い

て
、
よ
り
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
、
よ
り
印
象
深
げ
に
記
し
て
い
る
。 
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皇
太
子
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
母
妹
に
恋
心
を
募
ら
せ
、
禁
忌

を
犯
す
行
為
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
若
い
男
女
の
悲
恋
物
語
と
し
て
記

さ
れ
、
結
果
人
々
の
記
憶
に
残
っ
た
こ
の
物
語
に
、
当
時
の
人
々
は
ど

の
よ
う
な
心
情
を
抱
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
禁
忌
を
犯
し
て
も
構
わ
な
い

と
思
え
る
程
の
女
性
、
軽
大
郎
女
と
は
ど
の
よ
う
な
女
性
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。 

 

古
事
記
の
皇
統
譜
に
は 

 
 

…
こ
の
天
皇
、
意
富
本
杼
王
の
妹
、
忍
坂
大
中
津
比
売
命
を
娶
り
て
生 

 
 

み
た
ま
へ
る
御
子
、
木
梨
軽
王
。
次
に
長
田
大
郎
女
。次
に
境
黒
日
子
王
。 

次
に
穴
穂
命
。
次
に
軽
大
郎
女
、
亦
の
名
は
衣
通
姫
郎
女
（
御
名
を
衣
通 

王
と
負
せ
る
ゆ
ゑ
は
、
そ
の
身
の
光
、
衣
よ
り
通
り
出
づ
れ
ば
ぞ
）。 

と
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、「
そ
の
身
の
光
、
衣
よ
り
通
り
出
づ
れ
ば
ぞ
」 

で
あ
る
。
そ
れ
は
着
衣
を
透
け
て
見
え
る
ほ
ど
の
光
り
輝
く
美
し
さ
で 

あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
稀
有
な
美
を
持
つ
女
性
な
ら
ば
、
何
百
年 

に
一
人
、
千
年
に
一
人
で
も
お
か
し
く
あ
る
ま
い
。
思
い
め
ぐ
ら
せ
れ 

ば
、
世
界
三
大
美
女
と
言
わ
れ
る
女
性
は
今
か
ら
千
年
以
上
前
に
歴
史 

に
登
場
し
た
女
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
允
恭
天
皇
の
時
代
そ
の
よ
う 

な
女
性
が
も
う
一
人
い
た
と
日
本
書
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

三
、 

も
う
一
人
の
「
衣
通
姫
」 

 

允
恭
紀
の
「
衣
通
姫
」
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

七
年 

 

新
室
の
宴
の
時
「
妾
が
弟
、
名
は
弟
姫
」
と
ま
う
し
た
ま
ふ
。 

弟
姫
、
容
姿
絶
妙
れ
て
比
無
。
其
の
艶
し
き
色
、
衣
よ
り
徹
り
て
晃 

れ
り
。
是
を
以
て
、
時
人
、
號
け
て
、
衣
通
郎
姫
と
曰
す
。
天
皇
の 

志
、
衣
通
郎
姫
に
存
け
た
ま
へ
り
。
故
、
皇
后
を
強
い
て
進
ら
し
む
。 

皇
后
、
知
ら
し
め
し
て
、
輙
く
禮
事
言
し
た
ま
は
ず
。
爰
に
天
皇
、 

歓
喜
び
た
ま
ひ
て
、
則
ち
明
日
、
使
者
を
遣
し
て
弟
姫
を
喚
す
。 

ま
た
、
軽
大
郎
皇
女
に
つ
い
て
は
、 

 

允
恭
二
年 

忍
坂
大
中
姫
を
立
て
て
皇
后
と
す
。
皇
后
、
木
梨
軽
皇
子
・ 

名
形
大
娘
皇
女
・
境
黒
彦
皇
・
穴
穂
天
皇
・
軽
大
娘
皇
女
・
八
釣
白 

彦
皇
子
・
大
泊
瀬
稚
武
天
皇
・
但
馬
橘
大
娘
皇
女
・
酒
見
皇
女
を
生 

れ
ま
せ
り
。 

と
あ
る
の
で
、
軽
大
郎
皇
女
と
衣
通
郎
姫
と
呼
ば
れ
る
皇
后
の
妹
で
あ

る
弟
姫
は
姪
と
叔
母
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
書
紀
で
の
衣

通
郎
姫
は
、
前
述
の
よ
う
に
姉
の
口
か
ら
そ
の
美
し
さ
が
語
ら
れ
る
。

衣
通
郎
姫
と
称
さ
れ
る
弟
姫
に
は
、
ど
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
以
下
、
日
本
書
紀
の
記
述
で
は
、 

 
允
恭
八
年 

藤
原
に
幸
す
。
密
に
衣
通
郎
姫
の
消
息
を
察
た
ま
ふ
。
是
夕
、 

衣
通
郎
姫
、
天
皇
を
戀
び
た
て
ま
つ
り
て
独
居
り
。
其
れ
天
皇
の
臨 

せ
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
歌
し
て
曰
は
く
、 
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① 

我
が
夫
子
が 

来
べ
き
夕
な
り 

さ
さ
が
ね
の 

蜘
蛛

の
行
ひ 

是
夕
著
し
も 

 
 
 
 

天
皇
、
是
の
歌
を
聆
し
め
し
て
、
則
ち
感
で
た
ま
ふ
情
有
し
ま
す
。 

而
し
て
歌
し
て
曰
は
く
、 

② 
さ
さ
ら
が
た 

錦
の
紐
を 

解
き
放
け
て 

数
は
寝
ず

に 
唯
一
夜
の
み 

明
旦
に
、
天
皇
、
井
の
傍
の
桜
の
華
を
見
し
て
、
歌
し
て
曰
は
く
、 

③ 

花
ぐ
は
し 
桜
の
愛
で 

同
愛
で
ば 

早
く
は
愛
で
ず 

我
が
愛
づ
る
子
ら 

 
 
 
 

皇
后
、
聞
し
め
し
て
、
且
大
き
に
恨
み
た
ま
ふ
。
是
に
、
衣
通
郎
姫
、 

奏
し
て
言
さ
く
、
「
妾
、
常
に
王
宮
に
近
き
て
、
昼
夜
相
続
ぎ
て
陛 

下
の
威
儀
を
視
む
と
欲
ふ
。
然
れ
ど
も
皇
后
は
、
妾
が
姉
な
り
。
妾 

に
因
り
て
恒
に
陛
下
を
恨
み
た
ま
ふ
。
亦
妾
が
為
に
苦
び
た
ま
ふ
。 

是
を
以
て
、
冀
は
く
は
、
王
居
を
離
れ
て
、
遠
く
居
ら
む
と
欲
ふ
。 

若
し
皇
后
の
嫉
み
た
ま
ふ
意
少
し
く
息
ま
む
か
」
と
ま
う
す
。
天
皇
、 

則
ち
更
に
宮
室
を
河
内
の
茅
渟
に
興
造
て
て
、
衣
通
郎
姫
を
居
ら
し 

め
た
ま
ふ
。
此
に
因
り
て
、
屢
日
根
野
に
遊
猟
し
た
ま
ふ
。 

十
一
年 

衣
通
郎
姫
、
歌
し
て
曰
は
く
、 

④ 

と
こ
し
へ
に 

君
も
会
へ
や
も 

い
さ
な
取
り 

海
の

濱
藻
の 

寄
る
時
時
を 

時
に
天
皇
、
衣
通
郎
姫
に
謂
り
て
曰
は
く
、「
是
の
歌
、
他
人 

に
な
聆
か
せ
そ
。
皇
后
、
聞
き
た
ま
は
ば
必
ず
大
き
に
恨
み
た 

ま
は
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
故
、
時
人
、
濱
藻
を
號
け
て
、
奈
能 

利
曾
毛
と
謂
へ
り
。
是
よ
り
先
に
、
衣
通
郎
姫
、
藤
原
宮
に
居 

り
き
。
時
に
天
皇
、
大
伴
室
屋
連
に
詔
し
て
曰
ひ
し
く
、「
朕
、 

頃
美
麗
き
嬢
子
を
得
た
り
。
是
、
皇
后
の
母
弟
な
り
。
朕
が
心 

に
異
に
愛
し
と
お
も
ふ
。
冀
は
く
は
其
の
名
を
後
葉
に
伝
へ
む 

と
欲
ふ
こ
と
、
奈
何
に
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
室
屋
連
、
勅
に 

依
せ
て
奏
す
に
可
さ
れ
ぬ
。
則
ち
諸
国
造
等
に
科
せ
て
、
衣
通 

郎
姫
の
為
に
、
藤
原
部
を
定
む
。 

（
歌
の
上
の
①
～
④
は
筆
者
が
付
し
た
） 

と
あ
る
。
こ
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
も
古
事
記
に
記
載 

さ
れ
た
天
皇
と
若
い
妻
に
対
す
る
、
年
長
の
妻
の
嫉
妬
が
絡
ん
だ
恋
物 

語
の
一
つ
と
捉
え
ら
れ
、
悲
恋
物
語
と
は
言
い
に
く
い
。
こ
の
よ
う
な 

物
語
と
し
て
は
、
神
話
に
お
い
て
は
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ス
セ
リ
ビ
メ
・ 

ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
、
仁
徳
記
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
・
ヤ
タ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
ど 

が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
し
か
し
允
恭
記
に
関
し
て
は
嫉
妬
物
語
で
は
な 

く
、
そ
れ
は
日
本
書
紀
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 
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四
、
歌
か
ら
見
る
「
衣
通
伝
説
」 

 

（
表
中
の
ゴ
シ
ッ
ク
太
字
は
「
衣
通
姫
」
の
歌
と
さ
れ
る
） 

捕らわれる 密通 人  

Ｃ 

大
前
小
前
宿
祢
が
金
門
か
げ
か
く

寄
り
来
ね
雨
立
ち
止
め
む 

Ｄ 

宮
人
の
足
結
の
小
鈴
落
ち
に
き
と 

宮
人
と
よ
む
里
人
も
ゆ
め 

Ｅ 

あ
ま
だ
む
軽
の
嬢
子
い
た
泣
か
ば 

人
知
り
ぬ
べ
し
波
佐
の
山
の
鳩
の 

下
泣
き
に
な
く 

Ｆ 

あ
ま
だ
む
軽
嬢
子
し
た
た
に
も
寄

り
寝
て
通
れ
軽
嬢
子
ど
も 

Ａ 

あ
し
ひ
き
の
山
田
を
作
り
山
高
み

下
樋
を
走
せ
下
ど
ひ
に
わ
が
と
ふ

妹
を
下
泣
き
に
わ
が
泣
く
妻
を
こ

ぞ
こ
そ
は
安
く
肌
触
れ 

Ｂ 

笹
葉
に
う
つ
や
霰
の
た
し
だ
し 

に
率
寝
て
む
後
は
人
は
か
ゆ
と
も

愛
し
と
そ
寝
し
さ
寝
て
ば
刈
薦
の

乱
れ
ば
乱
れ
さ
寝
し
さ
寝
て
ば 

軽
太
子
・
軽
大
郎
女
（
衣
通
王
） 

古
事
記 

 ア 

あ
し
ひ
き
の
山
田
を
作
り
山 

高
み
下
樋
を
走
せ
下
泣
き
に
我
が

泣
く
妻
片
泣
き
に
我
が
泣
く

妻
今
夜
こ
そ
安
く
膚
触
れ 

軽
皇
子
・
軽
皇
女 

日
本
書
紀
１ 

      

④ 

と
こ
し
へ
に
君
も
会
へ
や
も
い
さ
な

取
り
海
の
濱
藻
の
寄
る
時
時
を 

 ① 

我
が
夫
子
が
来
べ
き
夕
な
り
さ
さ
が

ね
の
蜘
蛛
の
行
ひ
是
夕
著
し
も 

② 

さ
さ
ら
が
た
錦
の
紐
を
解
き
放
け

て
数
は
寝
ず
に
唯
一
夜
の
み 

③ 

花
ぐ
は
し
桜
の
愛
で
同
愛
で
ば
早

く
は
愛
で
ず
我
が
愛
づ
る
子
ら 

    

允
恭
天
皇
・
弟
姫
（
衣
通
姫
） 

日
本
書
紀
２ 

 ・
わ
が
背
子
が
来
べ
き
宵
な
り
さ
さ
が
に
の
蜘

蛛
の
ふ
る
ま
ひ
か
ね
て
し
る
し
も 

 

（
帝
）・
衣
通
姫 

古
今
集 
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心中 伊予配流 

Ｊ 

君
が
ゆ
き
日
長
く
な
り
ぬ
や
ま
た
づ
の

迎
へ
を
行
か
む
待
つ
に
は
待
た
じ 

Ｋ 

こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
の
大
丘
に
は
幡

張
り
立
て
さ
小
丘
に
は
幡
張
り
立
て
大

小
よ
し
仲
定
め
る
思
ひ
妻
あ
は
れ
槻
弓

の
臥
や
る
臥
や
り
も
梓
弓
起
て
り
起
て

り
も
後
も
取
り
見
る
思
ひ
妻
あ
は
れ 

Ｌ 

こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
河
の
上
つ
瀬
に
斎

杙
を
打
ち
下
つ
瀬
に
真
杙
を
打
ち
斎
杙

に
は
鏡
を
懸
け
真
杙
に
は
真
玉
を
懸
け

真
玉
な
す
あ
が
思
ふ
妹
鏡
な
す
あ
が
思

ふ
妻
あ
り
と
言
は
ば
こ
そ
よ
家
に
も
行

か
め
国
を
も
偲
は
め 

 

Ｇ 

あ
ま
と
ぶ
鳥
も
使
ひ
そ
鶴
が
音
の 

聞

こ
え
む
時
は
わ
が
名
問
は
さ
ね 

Ｈ 

王
を
島
に
は
ぶ
ら
ば
船
余
り
い
帰
り
来

む
ぞ
わ
が
畳
ゆ
め
言
を
こ
そ
畳
と
言
は

め
わ
が
妻
は
ゆ
め 

Ｉ 

夏
草
の
あ
ひ
ね
の
浜
の
蠣
貝
に
足
ふ
ま

す
な
あ
か
し
て
通
れ 

 イ 

大
君
を
嶋
に
放
り
船
餘
り
い
還
り
来
む
ぞ

我
が
畳
斎
め
言
を
こ
そ
畳
と
言
は
め
我
が

妻
を
斎
め 

ウ 

天
飛
む
軽
嬢
子
甚
泣
か
ば
人
知
り
ぬ
べ
み

幡
舎
の
山
の
鳩
の
下
泣
き
に
泣
く 
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以
上
は
一
般
に
「
衣
通
姫
伝
説
」
と
呼
ば
れ
る
古
事
記
記
載
の
歌
を

中
心
に
、
そ
れ
に
相
当
す
る
日
本
書
紀
（「
１
」
と
す
る
）
と
嫉
妬
物
語

の
歌
を
中
心
に
し
た
物
語
（「
日
本
書
紀
２
」）、
さ
ら
に
古
今
集
の
歌
を

表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
記
号
は
本
文
に
筆
者
が
付
し
た
も
の
） 

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
古
事
記
で
は
Ａ
～
Ｌ
の
十
二
首
の
内
、

衣
通
姫
が
歌
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
は
Ｉ
と
Ｊ
の
二
首
。
日
本
書
紀
で
は

衣
通
姫
の
歌
は
三
首
の
内
、
一
首
も
な
い
。
つ
ま
り
、「
衣
通
姫
伝
説
」

は
軽
太
子
の
歌
を
軸
に
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
相
手
と
し
て
の
衣
通

姫
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
歌
か
ら
の
考
察
を
進
め
る
と
、
古
事
記

歌
謡
に
は
五
つ
の
歌
曲
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
「
し
ら
げ
歌
」
Ｂ
「
夷

振
の
上
歌
」
Ｄ
「
宮
人
振
」
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
「
天
田
振
」
Ｈ
「
夷
振
の
片

下
」
Ｋ
・
Ｌ
「
読
歌
」
と
な
り
、
歌
曲
名
の
付
か
な
い
歌
は
Ｃ
・
Ｉ
・

Ｊ
の
三
首
と
な
る
。
し
か
し
Ｃ
は
Ｄ
の
前
に
置
か
れ
劇
的
所
作
な
ど
を

考
慮
す
る
と
ま
る
で
劇
中
の
説
明
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
残
る
Ｉ
と

Ｊ
は
共
に
衣
通
姫
の
歌
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
事
記
に
お
い
て

こ
の
伝
説
の
中
で
突
然
「
衣
通
王
」
と
表
記
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。 

 

密
通
事
件
の
当
事
者
で
あ
る
衣
通
姫
の
歌
Ｉ
は
、
一
般
に
は
、
浜
辺

で
の
歌
垣
の
歌
、
あ
る
い
は
浜
辺
の
遊
女
の
歌
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

浜
辺
の
歌
垣
に
お
け
る
男
性
へ
の
誘
い
歌
と
考
え
る
説
が
多
く
、
特
に

第
二
句
の
「
あ
ひ
ね
の
浜
」
か
ら
「
相
寝
」
が
連
想
さ
れ
軽
太
子
と
の

関
係
、
伊
予
へ
の
経
路
か
ら
こ
こ
に
取
り
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

次
の
歌
Ｊ
は
通
い
婚
の
時
代
の
女
心
が
非
常
に
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る

歌
で
あ
る
。
特
に
終
句
の
「
待
つ
に
や
待
た
じ
」
は
恋
し
く
て
い
た
た

ま
れ
な
い
「
逢
い
た
い
」
と
い
う
思
い
が
強
く
心
に
響
い
て
く
る
句
で

あ
り
、
そ
れ
を
終
句
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
切
な
い
恋
慕
の
情
が
強

く
余
韻
と
し
て
残
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
伊
予
に
配
流
と
な

っ
た
愛
し
い
夫
、
軽
太
子
に
「
逢
い
た
い
」
と
思
う
場
面
に
ぴ
っ
た
り

な
歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

実
は
こ
の
歌
は
、
万
葉
集
巻
二
巻
頭
に
磐
姫
皇
后
（
以
下
イ
ハ
ノ
ヒ

メ
）
作
と
す
る
四
首
一
連
の
歌
群
の
第
一
首
と
同
歌
で
あ
る
。
万
葉
集

の
記
述
を
引
用
す
る
。
（
注
５
） 

 
 
 
 

難
波
高
津
宮
御
宇
天
皇
代 

 
 
 
 
 
 

磐
姫
皇
后
の
、
天
皇
を
思
ひ
て
作
り
ま
せ
る
御
歌
四
首 

 
 

八
五 

君
が
行
き
日
長
く
な
り
ぬ
山
た
づ
ね
迎
へ
か
行
か
む
待
ち
に
か

待
た
む 

 
 
 
 
 

右
の
一
首
の
歌
は
、
山
上
憶
良
臣
の
類
聚
歌
林
に
載
す
。 

 
 

八
六 

か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
磐
根
し
枕
き
て
死
な

ま
し
も
の
を 

 
 

八
七 

あ
り
つ
つ
も
君
を
ば
待
た
む
打
ち
靡
く
わ
が
黒
髪
に
霜
の
置
く

ま
で
に 
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八
八 

秋
の
田
の
穂
の
上
に
霧
ら
ふ
朝
霞
何
処
辺
の
方
に
わ
が
恋
ひ
や

ま
む 

 
 
 
 
 
 

あ
る
本
の
歌
に
曰
は
く 

 
 

八
九 
居
明
か
し
て
君
を
ば
待
た
む
ぬ
ば
た
ま
の
わ
が
黒
髪
に
霜
は
ふ

る
と
も 

 
 
 
 
 
 

右
の
一
首
は
古
歌
集
の
中
に
出
づ
。 

  
 
 
 
 
 
 

古
事
記
に
曰
は
く
「
軽
太
子
、
軽
太
郎
女
に
姧
く
。
故
、
そ
の
太
子

を
伊
予
の
湯
に
流
す
。
こ
の
時
、
衣
通
王
、
恋
慕
に
堪
へ
ず
し
て
追

ひ
往
く
時
の
歌
に
曰
は
く 

 
 

九
〇 

君
が
行
き
日
長
く
な
り
ぬ
山
た
づ
の
迎
へ
を
往
か
む
待
つ
に
は 

待
た
じ
（
こ
こ
に
山
た
づ
と
云
ふ
は
、
今
の
造
木
な
り
） 

 
 
 
 
 

と
い
へ
り
。
右
の
一
首
の
歌
は
古
事
記
と
類
聚
歌
林
と
説
ふ
所
同

じ
か
ら
ず
。
歌
の
主
も
ま
た
異
な
れ
り
。
因
り
て
日
本
紀
を
検
ふ

る
に
曰
は
く
「
難
波
高
津
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
大
鷦
鷯
天

皇
の
二
十
二
年
春
正
月
、
天
皇
、
皇
后
に
語
り
て
『
八
田
皇
女
を

納
れ
て
将
に
妃
と
な
さ
む
と
す
』
と
い
へ
り
。
時
に
皇
后
聴
さ
ず
。

こ
こ
に
天
皇
歌
よ
み
し
て
皇
后
に
乞
ひ
た
ま
ひ
し
く
云
々
。
三
十

年
秋
九
月
乙
卯
の
朔
の
乙
丑
、
皇
后
紀
伊
国
に
遊
行
し
て
熊
野
の

岬
に
到
り
て
其
処
の
御
綱
葉
を
取
り
て
還
り
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に

天
皇
、
皇
后
の
在
し
ま
さ
ざ
る
を
伺
ひ
て
八
田
皇
女
を
娶
き
て
宮

の
中
に
納
れ
た
ま
ひ
き
。
時
に
皇
后
、
難
波
の
済
に
到
り
て
、
天

皇
の
八
田
皇
女
を
合
し
つ
と
聞
か
し
て
大
く
こ
れ
を
恨
み
た
ま
ひ

云
々
。」
と
い
へ
り
。
ま
た
曰
は
く
「
遠
飛
鳥
宮
に
天
の
下
知
ら
し

め
し
し
雄
朝
嬬
稚
子
宿
祢
天
皇
の
二
十
三
年
春
三
月
甲
午
の
朔
の

庚
子
、
木
梨
軽
皇
子
を
太
子
と
し
た
ま
ひ
き
。
容
姿
佳
麗
し
く
、

見
る
者
自
ら
感
で
き
。
同
母
妹
軽
太
娘
皇
女
も
ま
た
艶
妙
。
云
々
。

遂
に
竊
か
に
通
け
、
す
な
は
ち
悒
し
き
懐
少
し
く
息
み
ぬ
。
二
十

四
年
夏
六
月
、
御
羹
の
汁
凝
り
て
氷
と
な
り
き
。
天
皇
異
し
び
て
、

そ
の
所
由
を
卜
へ
し
む
る
に
、
卜
者
の
曰
さ
く
『
内
の
乱
あ
り
。

け
だ
し
親
々
相
姧
け
た
る
か
云
々
。』
姧
と
い
へ
り
。
よ
り
て
太
娘

皇
女
を
伊
予
に
移
す
」
と
い
へ
り
。
今
案
ふ
る
に
二
代
二
時
に
こ

の
歌
を
見
ず
。 

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
万
葉
集
で
は
、
夫
で
あ
る
仁
徳
天
皇
の
還
幸
を

待
ち
わ
び
る
心
情
を
歌
っ
て
い
て
、
記
紀
の
嫉
妬
深
い
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
像

と
は
異
な
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
が
イ
ハ

ノ
ヒ
メ
の
歌
で
あ
る
と
の
理
解
は
古
代
に
お
い
て
も
確
定
さ
れ
て
い
た

訳
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
九
〇
の
左
注
に
注
目
す
る

と
、
む
し
ろ
編
者
は
山
上
憶
良
が
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
歌
と
す
る
八
五
の
歌

を
も
う
一
度
取
り
上
げ
、
古
事
記
と
類
聚
歌
林
と
の
伝
承
を
比
較
し
、
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さ
ら
に
日
本
紀
の
伝
承
を
も
検
証
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
歌
が
、
元

は
独
立
歌
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
仁
徳
天
皇
と
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
は
、
允
恭
天
皇
の
父
と
母
に
当
た
る
。 

 

さ
て
こ
こ
で
、
も
う
一
人
の
衣
通
姫
の
物
語
を
み
て
み
た
い
。
日
本

書
紀
二
を
み
る
と
、
①
と
④
が
衣
通
姫
の
歌
。
②
と
③
が
允
恭
天
皇
の

歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
①
の
歌
が
、
後
に
古
今
集
に
引

か
れ
る
衣
通
姫
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
男
女
の
恋
の
歌
の
遣
り
取

り
と
言
え
る
も
の
で
、
作
者
が
天
皇
と
衣
通
姫
で
な
く
て
も
成
立
す
る

内
容
の
で
あ
る
が
、
中
国
故
事
の
俗
信
で
古
代
の
恋
占
と
も
い
え
る
よ

う
な
「
蜘
蛛
の
行
い
」
や
「
な
の
り
そ
」
の
由
来
な
ど
が
歌
わ
れ
点
に
、

古
代
の
恋
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
、
時
代
を
経
た
現
代
で
も
興
味
を
引
く

歌
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
古
事
記
の
歌
群
の
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
歌
曲
名
が
記
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
宮
廷
歌
謡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
密
通
事
件
は
歌
と
共
に
宮
廷
内
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、 

こ
の
歌
を
通
し
て
平
安
朝
の
貴
族
達
は
「
衣
通
姫
伝
説
」
を
認
識
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
平
安
朝
の
貴
族
た
ち
は
、
正
史
で
あ
る
日
本
書
紀
を
読

ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
「
衣
通
姫
伝
説
」
は
古
事
記
歌

謡
と
共
に
伝
承
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
日
本
書
紀
の
弟
姫
こ
そ
が

「
衣
通
姫
」
で
あ
り
、
密
通
事
件
の
衣
通
姫
は
「
軽
大
郎
女
」
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
記
紀
両
書
の
記
述
か
ら
「
衣
通
姫
」
の

歌
と
明
記
さ
れ
る
の
は
記
Ｉ
・
Ｊ
と
紀
①
と
④
の
四
首
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
当
時
は
「
衣
通
姫
」
の
歌
は
紀
①
と
④
と
認
識
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

五
、
玉
津
島
神
社 

 

と
こ
ろ
で
、「
衣
通
姫
」
は
和
歌
の
浦
に
あ
る
玉
津
島
神
社
の
祭
神
と

し
て
知
ら
れ
る
。
和
歌
の
浦
は
万
葉
の
時
代
か
ら
歌
枕
と
し
て
知
ら
れ

る
場
所
で
あ
る
。 

 

玉
津
島
が
初
め
て
文
献
に
見
ら
れ
る
の
は
、
神
亀
元
（
７
２
４
）
年

の
こ
と
で
、
十
月
五
日
、
聖
武
天
皇
の
紀
伊
国
玉
津
島
行
幸
。
十
月
八

日
、
海
部
郡
玉
津
島
の
頓
宮
に
至
り
、
十
日
間
あ
ま
り
滞
在
し
た
（
注

６
）。
万
葉
集
に
は
、
随
行
し
た
山
部
赤
人
が
若
の
浦
や
玉
津
島
の
歌
を

作
っ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
天
平
神
護
元
（
７
６
５
）
年
の
称

徳
天
皇
、
延
暦
二
三
（
８
０
４
）
年
の
桓
武
天
皇
の
玉
津
島
行
幸
が
あ

っ
た
。 

 
社
伝
に
よ
れ
ば
、
光
孝
天
皇
（
注
７
）
の
夢
枕
に
衣
通
姫
が
現
れ
、

「
立
ち
か
え
り
ま
た
も
こ
の
世
に
跡
垂
れ
む
そ
の
名
う
れ
し
き
和
歌
の

浦
波
」
と
詠
ん
だ
の
で
衣
通
姫
を
玉
津
島
神
社
に
お
祀
り
し
た
と
あ
る
。 
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そ
れ
以
降
、
玉
津
島
神
社
は
、
住
吉
大
社
、
柿
本
神
社
と
並
ぶ
「
和

歌
三
神
」（
注
８
）
の
社
と
し
て
、
平
安
時
代
か
ら
天
皇
は
じ
め
宮
中
の

貴
族
、
歌
人
な
ど
和
歌
の
上
達
を
願
う
人
々
の
参
詣
や
和
歌
の
奉
納
が

行
わ
れ
、
信
仰
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
「
和
歌
三
神
」
の
一

人
で
あ
る
と
さ
れ
る
衣
通
姫
の
歌
は
、
実
際
こ
の
歌
と
記
紀
の
歌
を
合

わ
せ
て
も
た
っ
た
の
五
首
し
か
な
い
。「
和
歌
」
と
い
う
言
葉
に
引
か
れ

て
歌
の
神
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
衣
通
姫
の
歌
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
歌
と
い
え
ば
、
古
今
集
墨
滅
歌
で
あ
る
。「
和
歌
三
神
」
の
一
人

で
歌
聖
と
称
え
ら
れ
る
柿
本
人
麻
呂
の
歌
は
、
時
代
が
下
り
江
戸
時
代

に
な
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

衣
通
姫
の
歌
は
歌
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
前
述
の
よ
う
に
「
蜘
蛛
の
行

い
」
や
「
な
の
り
そ
」
と
い
う
語
、
さ
ら
に
は
「
玉
津
島
」
の
関
連
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。 

 

玉
津
島
神
社
に
は
他
に
「
稚
日
女
尊
」「
息
長
足
姫
尊
」「
明
光
浦
霊
」

が
祭
神
と
し
て
名
を
連
ね
る
。
神
功
皇
后
が
こ
の
地
・
和
歌
の
浦
の
玉

津
島
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
歌
」
と
の
関
係
性
が
全

く
見
い
だ
せ
な
い
。
住
吉
大
社
と
の
関
連
で
あ
ろ
う
か
。 

 

一
方
で
、『
肥
前
国
風
土
記
』
の
神
功
伝
承
に
玉
島
の
小
河
で
の
鮎
釣

り
に
関
す
る
伝
承
が
あ
る
。
佐
賀
県
唐
津
市
に
は
神
功
皇
后
が
裳
の
糸

を
垂
ら
し
て
鮎
を
釣
っ
た
と
い
う
そ
の
伝
承
地
が
玉
島
川
に
あ
り
、「
垂

綸
石
」
ま
で
存
在
す
る
。
そ
の
す
ぐ
近
く
、
川
に
面
し
て
「
玉
島
神
社
」

と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
社
が
あ
る
。
階
段
の
鳥
居
に
は
「
玉
島
神
社
」
で

は
な
く
「
神
功
皇
后
宮
」
と
刻
ま
れ
た
石
の
扁
額
が
あ
り
、
手
水
舎
で

は
鮎
の
口
か
ら
水
が
流
れ
、
そ
の
奥
に
は
釣
り
を
し
た
時
の
笹
竹
を
挿

し
た
も
の
が
根
付
い
た
と
言
わ
れ
る
笹
竹
の
一
群
が
あ
る
。
創
建
な
ど

は
詳
し
く
わ
か
ら
な
い
が
、
玉
島
川
の
中
流
か
ら
下
流
辺
り
の
「
玉
島

神
社
」
と
和
歌
の
浦
に
面
し
て
建
つ
「
玉
津
島
神
社
」
に
は
何
ら
か
の

関
連
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ

る
事
と
す
る
。 

 

こ
の
「
玉
島
神
社
」
の
西
側
に
は
か
の
有
名
な
褶
振
峰
（
鏡
山
）
が

あ
り
、
そ
こ
に
は
「
衣
の
袖
を
挙
げ
て
領
巾
を
振
っ
た
」
美
女
の
悲
恋

物
語
、
松
浦
佐
用
姫
の
物
語
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
衣
通
姫
伝
説
」
と

は
内
容
が
異
な
る
が
「
日
本
三
大
悲
恋
物
語
」
の
一
つ
「
松
浦
佐
用
姫

伝
説
」
に
は
、
禁
忌
を
犯
し
て
契
り
を
結
ん
だ
故
に
死
ぬ
運
命
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
女
性
の
姿
と
同
時
に
、
遠
く
離
れ
た
地
の
夫
を
思
う
女
性

の
姿
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

六
、
万
葉
仮
名
と
六
歌
仙 

 

古
今
集
真
名
序
を
み
れ
ば
、「
和
歌
仙
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の

は
柿
本
人
麻
呂
と
山
部
赤
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
「
六
歌
仙
」

と
称
さ
れ
る
僧
正
遍
照
、
在
原
業
平
、
文
屋
康
秀
、
喜
撰
法
師
、
小
野

小
町
、
大
伴
黒
主
は
古
今
集
編
纂
以
前
に
歌
人
と
し
て
名
が
通
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
風
暗
黒
時
代
と
呼
ば
れ
る
漢
詩
優
勢
の
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時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の
こ
と
を
片
桐
洋
一
氏
は
、「
公
的
に

は
漢
字
文
化
が
支
配
的
で
あ
っ
た
時
期
に
も
和
歌
は
存
在
し
て
い
た
。

公
の
場
で
は
な
く
、
恋
の
場
な
ど
、
男
と
女
の
接
点
で
は
和
歌
は
生
き

て
い
た
の
で
あ
る
。
…
摂
関
政
治
の
時
代
に
な
っ
て
く
る
と
、
後
宮
社

会
は
活
性
化
し
、
和
歌
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し

て
、
和
歌
の
伝
達
と
作
歌
事
情
の
伝
承
は
、
口
頭
で
行
わ
れ
る
か
『
女

手
』
と
言
わ
れ
る
『
か
な
』
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。」（「
…
」

は
筆
者
が
略
し
た
）（
注
９
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

・
や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
常
宮
と
仕
へ
奉
れ
る
雑
賀
野
ゆ
そ
が 

ひ
に
見
ゆ
る
沖
つ
鳥
清
き
渚
に
風
吹
け
ば
白
波
騒
ぎ
塩
干
れ
ば 

玉
藻
刈
り
つ
つ
神
代
よ
り
し
か
ぞ
貴
き
玉
津
島
山
（
九
一
七
） 

・
沖
つ
鳥
荒
磯
の
玉
藻
潮
干
満
ち
い
隠
り
行
か
ば
思
ほ
え
む
か
も 

（
九
一
八
） 

・
若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
無
み
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
渡 

る
（
九
一
九
） 

・
玉
津
島
磯
の
浦
廻
の
真
砂
に
も
に
ほ
い
て
行
か
な
妹
も
触
れ
け 

む
（
一
七
九
九
） 

 

こ
れ
ら
は
、
万
葉
集
記
載
の
玉
津
島
行
幸
に
随
行
し
た
山
部
赤
人
と

柿
本
人
麻
呂
の
歌
で
あ
る
。
海
を
隔
て
て
四
国
と
対
面
す
る
和
歌
の
浦

の
風
景
と
共
に
、
特
に
柿
本
人
麻
呂
一
七
九
九
の
最
終
句
「
妹
も
触
れ

け
む
」
が
、「
衣
通
姫
伝
説
」
を
連
想
さ
せ
柿
本
人
麻
呂
を
尊
敬
す
る
紀

貫
之
の
脳
裏
に
焼
き
付
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
漢
字
表
記
の
「
万

葉
仮
名
」
に
よ
っ
て
和
歌
を
書
い
た
時
代
の
歌
で
あ
っ
た
。 

万
葉
集
中
最
多
の
歌
を
載
せ
る
の
は
、
編
者
の
一
人
と
さ
れ
る
大
伴

家
持
、
次
い
で
柿
本
人
麻
呂
、
そ
し
て
大
伴
坂
上
郎
女
と
続
く
。
そ
の

柿
本
人
麻
呂
を
紀
貫
之
は
崇
拝
し
て
い
た
。
古
今
集
に
お
い
て
は
、
編

者
の
一
人
、
紀
貫
之
の
歌
が
最
多
で
、
女
流
歌
人
と
し
て
は
伊
勢
（
注

１
０
）
が
多
く
、
当
時
の
歌
人
の
中
で
も
伊
勢
は
群
を
抜
い
て
い
る
。 

つ
ま
り
古
今
集
編
纂
時
の
代
表
的
な
女
流
歌
人
は
、
伊
勢
と
思
わ
れ

て
い
た
。
小
野
小
町
は
そ
れ
以
前
の
女
流
歌
人
で
あ
り
、
片
桐
氏
の
言

葉
を
借
り
れ
ば
、「
万
葉
仮
名
」
と
呼
ば
れ
る
「
仮
名
」（
漢
字
）
で
歌

を
書
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
小
野
小
町
は
、
仁
明
朝
の
宮
廷

サ
ロ
ン
で
姉
と
共
に
更
衣
と
し
て
歌
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

七
、
紀
貫
之
の
「
衣
通
姫
」
像
―
―
小
町
へ 

紀
貫
之
は
古
今
集
撰
録
の
頃
は
ま
だ
三
十
代
と
思
わ
れ
、
貫
之
自
身

の
歌
も
「
知
巧
性
が
先
立
ち
過
ぎ
て
い
る
の
も
目
に
つ
く
」
と
言
わ
れ

る
。
貫
之
に
と
っ
て
、
三
十
代
で
得
た
勅
撰
集
編
纂
の
大
役
は
非
常
な

名
誉
で
あ
っ
て
、「
貫
之
が
歌
人
と
し
て
有
名
で
な
け
れ
ば
平
凡
な
下
級

貴
族
の
生
涯
を
送
っ
て
い
た
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
注
１
１
） 
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古
今
集
仮
名
序
で
、
紀
貫
之
は
小
野
小
町
の
歌
を
「
小
野
小
町
は
、

い
に
し
へ
の
衣
通
姫
の
流
な
り
。
あ
は
れ
な
る
や
う
に
て
、
つ
よ
か
ら

ず
。
い
は
ば
、
よ
き
女
の
な
や
め
る
と
こ
ろ
に
似
た
り
。
つ
よ
か
ら
ぬ

は
、
女
の
歌
な
れ
ば
な
る
べ
し
。
」
と
評
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
女
性
ら

し
い
歌
と
し
て
「
あ
は
れ
な
る
や
う
に
て
、
つ
よ
か
ら
ず
。
」
と
い
う
特

徴
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
「
衣
通

姫
の
流
れ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

こ
こ
で
仮
名
序
に
挙
げ
ら
れ
た
小
野
小
町
の
歌
を
見
て
み
る
。 

 

・
思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
さ
め
ざ 

ら
ま
し
を
（
五
五
二
） 

 
 
 

（
あ
の
人
の
こ
と
を
恋
し
く
思
い
な
が
ら
ね
寝
た
か
ら
、
あ
の
人
が 

夢
に
見
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
夢
だ
と
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
目
を 

覚
ま
す
な
ん
て
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
に
） 

・
色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り 

け
る
（
七
九
七
） 

 
 
 

（
色
に
あ
ら
わ
れ
ず
に
褪
せ
て
し
ま
う
も
の
は
、
世
の
中
の
人
の
心 

と
い
う
花
な
の
で
し
ょ
う
ね
） 

 
 

・
わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草
の
根
を
た
え
て
誘
う
水
あ
ら
ば
い
な 

む
と
ぞ
思
ふ
（
九
三
八
） 

 
 
 

（
つ
ら
い
思
い
で
過
ご
し
て
い
る
う
ち
に
、
我
が
身
が
嫌
に
な
っ
て 

し
ま
っ
た
の
で
、
根
の
無
い
浮
草
が
水
に
乗
っ
て
流
れ
て
行
く
よ
う 

に
、
私
も
誘
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
の
な
ら
都
を
去
ろ
う
か
と
思
っ 

て
い
ま
す
） 

 

こ
れ
ら
の
小
野
小
町
の
歌
か
ら
は
、
む
し
ろ
万
葉
女
流
歌
人
の
大
伴

坂
上
郎
女
を
連
想
す
る
。
な
ぜ
、
紀
貫
之
は
衣
通
姫
を
小
野
小
町
の
引

き
合
い
に
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
歌
人
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
小
野
小

町
と
古
代
宮
廷
で
美
人
の
誉
れ
高
い
悲
恋
の
主
人
公
、
衣
通
姫
の
イ
メ

ー
ジ
は
ど
の
よ
う
に
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

記
紀
・
万
葉
の
時
代
か
ら
時
を
経
て
漢
字
文
化
全
盛
の
時
代
に
、
そ

れ
で
も
男
女
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
恋
の
歌
は
「
万
葉
仮
名
」
の
よ
う
な

文
字
で
記
さ
れ
た
。「
か
な
文
化
」
が
興
り
、
そ
れ
ゆ
え
女
性
が
恋
の
歌

を
か
な
書
き
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
歌
を
交
わ
す
相
手
の
男
性
も
自
然

と
か
な
文
字
に
よ
っ
て
恋
の
歌
を
し
た
た
め
た
。
表
意
文
字
で
あ
る
漢

字
を
使
っ
た
「
万
葉
仮
名
」
で
は
、
歌
の
遣
り
取
り
で
文
字
を
読
ん
で

も
そ
の
心
情
は
伝
わ
り
に
く
い
。
む
し
ろ
表
音
文
字
の
「
か
な
」
で
あ

れ
ば
、
そ
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
心
情
も
伝
わ
っ
て
く
る
。「
大
和
言
葉
」

を
表
す
の
に
ぴ
っ
た
り
な
文
字
は
、
心
情
を
も
よ
く
表
し
、
そ
れ
ゆ
え

作
歌
に
は
う
っ
て
つ
け
の
文
字
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
紀
貫
之

が
和
歌
を
中
心
に
心
の
思
い
を
綴
る
に
相
応
し
い
文
字
で
、
つ
ま
り
日

記
を
「
か
な
」
で
書
く
た
め
に
し
た
た
め
た
『
土
佐
日
記
』
の
冒
頭
「
男
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も
す
な
る
日
記
と
い
う
も
の
を
、
女
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り
」
の

一
文
に
そ
の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
か
な
」
に
よ
っ
て
歌

を
、
日
記
を
書
く
た
め
に
は
女
性
に
仮
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

古
今
集
編
纂
の
頃
の
代
表
的
な
女
流
歌
人
と
し
て
は
伊
勢
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
紀
貫
之
に
と
っ
て
伊
勢
は
「
か
な
書
き
和
歌
」
の

代
表
で
あ
り
同
時
代
の
歌
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
伊
勢
へ
と
続
く
前
時
代

の
著
名
な
女
流
歌
人
と
し
て
紀
貫
之
は
小
野
小
町
を
取
り
上
げ
た
。
そ

し
て
更
に
遡
っ
て
衣
通
姫
へ
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
理
由
に
は
次
の
二
つ

の
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
に
は
、
姉
妹
で
天
皇
の
傍
に
召

さ
れ
た
妹
の
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
い
ま
一
つ
は
、
漢
字
を
駆
使
し

た
文
字
で
歌
を
作
っ
て
い
た
こ
と
。
つ
ま
り
、
前
時
代
の
「
仮
名
書
き

和
歌
」
の
女
流
歌
人
と
し
て
二
人
を
意
識
し
重
ね
あ
わ
せ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

天
皇
の
傍
ら
で
、
男
を
寄
せ
付
け
な
い
女
性
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

た
小
野
小
町
は
、「
待
つ
女
の
イ
メ
ー
ジ
」（
五
五
二
）
と
、「
人
の
心
の

花
」（
七
九
七
）
と
し
て
、
い
ず
れ
色
褪
せ
て
し
ま
う
と
い
う
不
安
と
、

「
都
を
離
れ
る
」（
九
三
八
）
心
情
と
を
歌
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
『
日
本

書
紀
』
の
衣
通
姫
の
姿
で
あ
り
、
人
を
惹
き
つ
け
る
艶
や
か
さ
を
持
つ

女
性
。
並
外
れ
た
容
色
で
あ
る
が
故
に
、
都
か
ら
離
れ
て
暮
ら
す
。
だ

か
ら
こ
そ
愛
し
い
人
に
い
つ
で
も
会
え
る
訳
で
は
な
い
。
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
抱
え
、
た
だ
愛
し
い
人
の
訪
れ

を
待
つ
身
の
衣
通
姫
。
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
恋
し
さ
を
募
ら
せ
、
来
ぬ

人
を
け
な
げ
に
も
悩
ま
し
く
待
つ
女
性
像
を
「
あ
は
れ
な
る
や
う
に
て
、

つ
よ
か
ら
ず
。
い
は
ば
、
よ
き
女
の
な
や
め
る
と
こ
ろ
に
似
た
り
。」
と

小
野
小
町
に
重
ね
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

紀
貫
之
は
、
恋
に
悩
み
、
物
思
い
に
耽
る
美
女
・
衣
通
姫
の
姿
を
そ

こ
に
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
野
小
町
は
「
よ
き
女
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に

後
の
世
に
語
り
継
が
れ
伝
説
と
な
っ
た
。
衣
通
姫
も
ま
た
、「
よ
き
女
」

ゆ
え
に
伝
説
と
な
っ
た
。
宮

中
で
そ
の
伝
説
は
語
ら
れ
、

和
歌
の
神
と
な
り
、
多
く
の

歌
人
に
信
仰
さ
れ
、
地
蔵
と

な
っ
た
。
京
都
左
京
の
願
海

山
法
性
覚
院
西
方
寺
は
関

白
藤
原
師
実
（
注
１
２
）
の

孫
、
経
宗
（
１
１
１
８
～
１

１
８
９
）
の
開
基
。
「
寺
伝

に
よ
れ
ば
、
允
恭
の
皇
后
の

妹
・
弟
姫
（
衣
通
姫
）
が
七

歳
の
時
、
疫
病
で
亡
く
な
り
、



26 

 

冥
土
で
生
身
の
地
蔵
を
拝
し

蘇
生
、
そ
の
報
恩
の
た
め
に

造
ら
れ
た
も
の
」
と
さ
れ
る

「
衣
通
姫
地
蔵
尊
」
が
祀
ら

れ
て
い
る
が
、
現
在
は
、
美

し
く
化
粧
さ
れ
た
そ
の
地
蔵

そ
の
も
の
が
衣
通
姫
で
あ
る

と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。 
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編
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潮
古
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ア
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新
潮
社
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九
九
〇
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。『
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勢
物
語
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一
頁
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注
１
０ 

生
没
年
未
詳
。
元
慶
元
（
八
七
七
）
年
頃
～
天
慶
元
（
九
三
八
）
年
以

降
ま
も
な
く
没
か
。
宇
多
天
皇
皇
后
温
子
に
仕
え
、
後
に
宇
多
天
皇
の

寵
を
得
て
、
寛
平
末
年
頃
皇
子
を
生
ん
だ
。
そ
の
後
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温
子
の
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で

あ
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勢
の
御
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勢
の
御
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が
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七
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九
〇
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年
温
子
崩
御
後
、
敦
慶
親
王
と
の
関
係
が

生
じ
中
務
が
生
ま
れ
て
い
る
。
伊
勢
が
記
し
た
と
さ
れ
る
仮
名
日
記
は

歌
合
日
記
の
先
駆
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
古
今
集
女
流
歌
人
の
筆
頭
。

三
十
六
歌
仙
の
一
人
。
（
注
１ 

三
十
二
～
三
十
三
頁
よ
り
抜
粋
） 

注
１
１ 

注
９
に
同
じ
。『
土
佐
日
記
』
七
三
頁
。 

注
１
２ 

長
久
三
（
１
０
４
２
）
～
康
和
三
（
１
１
０
１
）。
摂
政
太
政
大
臣
藤

原
頼
通
の
男
。
母
は
藤
原
種
成
女
の
祇
子
。
京
極
殿
・
後
宇
治
殿
と
号

す
。
従
一
位
摂
政
関
白
。
和
歌
に
優
れ
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
一
首
。

そ
れ
以
下
の
勅
撰
和
歌
集
に
十
六
首
が
入
首
。
家
集
に
『
京
極
関
白
集
』

（
他
撰
）
が
あ
る
。
完
本
は
現
存
せ
ず
、
十
六
首
分
の
断
簡
が
つ
た
わ

る
。
嘉
保
元
（
１
０
９
４
）
年
の
『
高
陽
院
七
番
歌
合
』
は
有
名
。『
京

極
関
白
記
』
が
あ
る
。
（
注
１
他
） 

 

な
お
、
写
真
は
小
町
塚
：
京
都
山
科
・
随
心
院
、
衣
通
姫
地
蔵
：
京
都
左
京
区
・

西
方
寺
に
て
筆
者
が
撮
影
し
た
。 


