
 
ま
ん
よ
う 

     
 

は
じ
め
に 

 
 

記
紀
に
登
場
す
る
衣
通
姫
は
、
和
歌
浦
に
あ
る
玉
津
島
神
社
（
以
下
玉
津
島
） 

の
祭
神
と
さ
れ
る
。
ま
た
衣
通
姫
は
歌
の
神
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
歌
の 

神
と
は
何
な
の
か
、
玉
津
島
は
な
ぜ
歌
の
神
を
祀
る
の
か
、
な
ぜ
衣
通
姫
が
歌 

の
神
な
の
か
な
ど
疑
問
は
尽
き
な
い
。
本
稿
で
は
疑
問
の
一
つ
一
つ
を
検
証
し 

な
が
ら
歌
の
神
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

一
、
歌
の
神 

 

「
歌
の
神
」
と
い
う
語
を
和
歌
関
係
の
辞
書
や
神
道
関
係
の
辞
書
等
で
調
べ 

て
み
る
と
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
古
来
ア
ニ
ミ
ズ
ム
信
仰
か
ら
八
百 

万
神
を
信
仰
す
る
日
本
に
お
い
て
「
歌
の
神
」
の
存
在
が
考
え
ら
れ
て
も
お
か 

し
く
は
な
い
。 

 

     

  

江
戸
時
代
の
書
『
和
歌
三
神
考
』（
注
１
）
の
中
に
「
歌
神
」
に
つ
い
て
の
考

察
が
あ
る
。
以
下
に
引
く
。 

お
を
よ
そ
何
の
神
と
い
ふ
は

上ア

古
其
事
の
始
を
開
き
た
る
神
を
其
事
の 

始
祖
と
し
て
何
の
神
と
は
云
也
。
古
今
集
貫
之
が
序
に
、
こ
の
う
た
あ 

め
つ
ち
の
ひ
ら
け
は
じ
ま
り
け
る
時
よ
り
い
て
き
に
け
り
。
し
か
は
あ 

れ
と
も
世
に
つ
た
は
る
事
に
久
か
た
の
あ
め
に
し
て
は
し
た
て
る
ひ
め 

に
は
し
ま
り
、
あ
ら
た
ま
の
つ
ち
に
し
て
は
す
さ
の
を
の
み
こ
と
よ
り 

そ
お
こ
り
け
る
と
あ
り
。
此イ

下
照
姫
、
素
盞
烏
命
は
歌
の
始
祖
な
れ
ば 

此
大
神
を
こ
そ
歌
の
神
と
は
云
べ
け
れ
。
此
大
神
を
ば
さ
し
お
き
て
俗 

説
に
惑
ひ
て
、
住
吉
、
玉
津
島
を
歌
の
神
と
す
る
は
ひ
か
事
也
。
人
ま 

ろ
は
歌
を
は
じ
め
た
る
人
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
堪
能
な
り
し
は
貫
之
も
う 

た
の
ひ
じ
り
也
と
い
ひ
け
れ
ば
歌
の
神
と
い
は
ん
と
す
じ
な
き
事
に
は 

あ
ら
じ
。
さ
れ
ど
も
か
の
し
た
て
る
姫
す
さ
の
を
の
命
の
大
神
は
上
古 

歌
の
神 

玉
津
島
神
社
の
祭
神
・
衣
通
姫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
部
智
子  



の
神
な
り 

人
麿
は
は
る
か
に
後
代
の
人
に
て
歌
を
よ
み
始
め
し
に
も
あ 

ら
ざ
れ
ば
、
歌
の
神
と
い
ふ
は
か
の
大
神
の
み
に
て
事
た
り
ぬ
べ
し
」 

（
訓
み
下
し
文
及
び
傍
線
部
は
筆
者
） 

 

こ
こ
で
は
「
歌
神
」
の
定
義
と
し
て
傍
線
ア
の
よ
う
に
い
い
、
傍
線
イ
の
よ 

う
に
、
下
照
姫
と
素
戔
嗚
命
を
「
歌
の
神
と
は
云
べ
け
れ
」
と
い
う
。
さ
ら
に 

「
住
吉
、
玉
津
島
を
歌
の
神
と
す
る
は
ひ
か
事
也
」
と
考
察
す
る
。
そ
の
中
で 

「
玉
津
島
」
に
つ
い
て
は
、 

「
此
神
社
は
紀
伊
国
海
部
郡
弱
浦
に
在
り
、
祭
る
神
は
衣
通
姫
也
」 

「
勝
れ
た
る
歌
を
巧
に
よ
み
た
ま
ひ
し
と
い
ふ
事
は
見
え
ず
何
故
に
よ
り

て
此
姫
を
歌
の
神
と
す
る
ぞ
」 

「
玉
津
島
の
神
を
ば
歌
の
神
也
と
思
は
る
は
あ
や
ま
り
な
り
」 

な
ど
と
考
察
し
て
い
る
が
、
そ
の
著
の
冒
頭
に
「
和
歌
三
神
と
云
は
住
吉
、
玉

津
島
、
人
麿
、
是
也 

此
事
い
つ
の
比
よ
り
始
る
に
や
詳
な
ら
ず
」
と
い
い
、

江
戸
期
に
は
「
玉
津
島
」
は
「
和
歌
三
神
」
の
一
柱
で
「
歌
の
神
」
と
し
て
広

く
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

そ
こ
で
、
「
和
歌
三
神
」
調
べ
て
み
る
と
、 

和
歌
の
守
護
神
と
し
て
、
和
歌
に
縁
深
い
神
や
す
ぐ
れ
た
歌
人
を
三
柱 

 
 

あ
げ
た
も
の
。
住
吉
三
神
と
し
て
表
筒
男
命
・
中
筒
男
命
・
底
筒
男
命
、

三
聖
と
し
て
人
丸
・
赤
人
・
衣
通
姫
を
あ
げ
（
諸
神
記
・
和
訓
栞
）
や
、

住
吉
社
・
玉
津
嶋
姫
社
・
天
満
宮
と
す
る
説
（
橘
窓
自
語
）
な
ど
あ
っ
て

一
定
し
な
い
。
仏
家
の
三
尊
に
擬
し
た
と
い
わ
れ
る
（
和
歌
三
神
考
）
。（
注

２
） 

と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
和
歌
の
守
護
神
と
し
て
、
和
歌
に
縁
深
い
神
や
す
ぐ
れ
た

歌
人
」
が
和
歌
三
神
で
あ
り
、
和
歌
に
縁
深
い
神
と
し
て
は
玉
津
島
姫
社
。
す

ぐ
れ
た
歌
人
と
し
て
は
衣
通
姫
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。 

 

二
、
玉
津
島
神
社
の
祭
神 

現
在
の
玉
津
島
の
祭
神
を
考
察
し
て
い
く
。 

和
歌
の
浦
に
あ
る
玉
津
島
の
祭
神
は
、
稚
日
女
尊
・
神
功
皇
后
・
衣
通
姫
・

明
光
浦
霊
で
あ
る
。
ま
ず
、
は
っ
き
り
と
玉
津
島
に
祭
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る

の
は
明
光
浦
霊
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。『
続

日
本
紀
』
の
神
亀
元
年
十
月
十
六
日
の
記
事
に 

…
次
の
よ
う
に
詔
し
た
。「
山
に
登
り
海
を
眺
め
る
の
に
、
こ
の
あ
た
り

は
最
も
良
い
。
わ
ざ
わ
ざ
遠
出
し
な
く
て
も
遊
覧
に
充
分
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
弱
の
浜
と
い
う
名
を
改
め
て
、
明
光
浦
と
し
、
守
戸
を
設
け
て
、

荒
れ
た
り
穢
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
ま
た
春
と
秋
の

二
回
、
官
人
を
派
遣
し
て
、
玉
津
島
の
神
と
明
光
浦
の
霊
に
供
物
を
供

え
祭
ら
せ
る
よ
う
に
せ
よ
」
と
。 

忍
海
手
人
大
海
ら
兄
弟
六
人
に
、
手
人
の
名
称
を
除
き
、
外
祖
父
で

あ
る
従
五
位
上
の
津
守
連
通
の
氏
姓
に
従
わ
せ
た
。（
注
３ 

傍
線
筆
者
） 

と
あ
る
。
こ
の
詔
か
ら
は
、
傍
線
の
よ
う
に
「
玉
津
島
の
神
」
の
存
在
を
認
め

て
い
る
こ
と
。「
明
光
浦
霊
」
は
こ
の
時
点
で
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、「
玉
津
島
の
神
」
は
他
の
祭
神
を
さ
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
祭
神
の
中
で
唯
一
神
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
稚
日
女
尊
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
神
功
皇
后
も
衣
通
姫
も
記
紀
に
伝
承
さ
れ
る
人



で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 
で
は
、
稚
日
女
尊
と
は
ど
ん
な
神
な
の
か
。
社
伝
や
丹
生
都
比
売
神
社
の
由

来
を
伝
え
る
『
丹
生
大
明
神
告
門
』（
注
４
）
に
は
稚
日
女
尊
は
天
照
大
御
神
の

妹
神
で
、
丹
生
都
比
売
命
の
こ
と
と
あ
る
。
稚
日
女
尊
に
つ
い
て
は
神
功
皇
后

紀
に
務
古
水
門
で
卜
し
、「
吾
れ
、
活
田
長
峡
国
に
居
ら
む
と
欲
す
」
と
あ
る
が
、

神
功
皇
后
と
の
関
係
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
（
注
５
）
に
詳
し
い
。
以
下

に
引
く
。 

 
 
 

息
長
帯
日
売
の
命
、
新
羅
の
国
を
平
け
む
と
欲
し
た
ま
ひ
て
下
り
坐
し

し
時
、
衆
の
神
に
祈
り
た
ま
ひ
き
。
そ
の
時
、
国
堅
め
ま
し
し
大
神
の
子
、

尓
保
都
比
売
の
命
、
国
の
造
石
坂
比
売
の
命
に
つ
き
て
、
教
へ
て
曰
り
た

ま
は
く
「
好
く
我
が
前
を
治
め
奉
ら
ば
、
我
こ
こ
に
善
き
験
を
出
し
て
、

比
々
良
木
の
八
尋
桙
根
の
底
不
附
国
、
越
売
の
眉
引
の
国
、
玉
匣
賀
々

益
国
、
苫
枕
有
宝
国
、
白
衾
新
羅
の
国
を
、
丹
の
浪
を
以
ち
て
平
伏
け

賜
は
む
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
か
く
教
へ
賜
ひ
き
。
そ
の
土
を
天
の
逆
桙

に
塗
り
た
ま
ひ
、
神
舟
の
艫
と
舳
に
建
て
た
ま
ふ
。
ま
た
御
舟
の
裳
と

御
軍
の
着
衣
を
染
め
た
ま
ひ
ぬ
。
ま
た
海
水
を
撹
き
濁
し
て
渡
り
賜
ふ

時
、
底
潜
る
魚
ま
た
高
く
飛
ぶ
鳥
ど
も
も
往
き
来
せ
ず
、
前
舳
を
舳
遮

る
る
も
の
な
し
。
か
く
て
新
羅
を
平
伏
け
已
訖
り
て
還
上
り
た
ま
ひ
ぬ
。

乃
ち
そ
の
神
を
紀
伊
の
国
の
管
川
な
る
藤
代
の
峰
に
鎮
め
奉
り
き
。（
傍

線
筆
者
） 

こ
こ
に
言
う
尓
保
都
比
売
の
命
は
丹
生
都
比
売
命
の
こ
と
で
、
傍
線
の
紀
伊

の
国
の
筒
川
な
る
藤
代
の
峰
と
い
う
の
は
頭
注
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
和
歌
山

県
伊
都
郡
高
野
町
上
筒
香
の
地
で
、
上
筒
香
と
富
貴
の
境
に
藤
代
の
峰
が
あ

る
。
そ
の
後
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
上
天
野
の
地
に
移
さ
れ
た
「
丹
生
都
比
売

神
社
」
を
さ
す
。
丹
生
都
比
売
は
そ
の
文
字
の
如
く
、
「
丹
を
生
み
出
す
女

神
」
の
こ
と
で
、
朱
砂
つ
ま
り
水
銀
の
女
神
の
こ
と
で
あ
る
。
（
注
６
） 

          

紀
の
川
上
流
高
野
山
の
西
に
あ
る
天
野
に
鎮
座
す
る
そ
の
神
が
、
な
ぜ
紀

の
川
の
河
口
に
位
置
し
た
玉
津
島
の
祭
神
と
な
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
こ
の
神
は
玉
津
島
の
一
つ
「
鏡
山
」
の
麓
に
鎮
座
す
る
塩
釜
神
社
（
右

写
真
）
で
古
く
は
「
輿
の
窟
」
と
い
わ
れ
た
場
所
に
毎
年
、
神
輿
を
筏
に
乗

せ
て
紀
の
川
（
吉
野
川
）
を
下
り
や
っ
て
来
て
、
そ
の
窟
に
安
置
さ
れ
禊
祓

を
し
て
、
戻
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。（
注
７
） 

 

神
功
皇
后
は
、
社
伝
に
よ
れ
ば
前
掲
の
『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
の
伝
承

か
ら
稚
日
女
尊
と
共
に
後
に
合
祀
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
一
般
的
に
は
、

神
功
皇
后
と
い
え
ば
、
住
吉
に
祀
ら
れ
る
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

次
に
衣
通
姫
に
つ
い
て
は
、
光
孝
天
皇
（
注
８
）
の
夢
枕
に
衣
通
姫
が
現

鏡山と塩釜神社（輿の窟） 鏡山と塩釜神社（輿の窟） 



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
に
お
祀
り
し
た
と
あ
る
。
こ
う
し

て
見
て
み
る
と
、
衣
通
姫
は
か
な
り
後
に
玉
津
島
に
祀
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
、
神
亀
元
年
の
時
点
で
玉
津
島
の
神
と
あ
る
の
は
稚
日
女
尊
か
或
い

は
神
功
皇
后
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
も
前
述
の
よ
う
に
神
功
皇

后
は
人
で
あ
る
の
で
、
神
と
言
え
る
の
は
、
稚
日
女
尊
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

は
た
し
て
、
水
銀
の
女
神
が
玉
津
島
の
神
な
の
か
。
そ
れ
は
否
で
あ
る
。
私

は
先
の
伝
承
か
ら
も
、
稚
日
女
尊
は
丹
生
都
日
売
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
て
、

玉
津
島
と
は
直
接
関
係
は
な
く
、
む
し
ろ
「
輿
の
窟
」
で
の
禊
祓
に
関
連
し

て
玉
津
島
の
一
つ
「
鏡
山
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
ま
た
別
の
視
点
か
ら
考
察
を
試
み
た
い
。
一
体
、
玉
津
島
と
は
何
な

の
だ
ろ
う
か
。 

 

三
、
山
部
赤
人
が
歌
っ
た
玉
津
島
の
景 

玉
津
島
を
決
定
的
に
知
ら
し
め
た
の
は
万
葉
歌
人
、
山
部
赤
人
そ
の
人
で

あ
る
。
前
に
挙
げ
た
『
続
日
本
紀
』
の
聖
武
天
皇
の
玉
津
島
行
幸
に
随
行
し

た
と
思
わ
れ
る
赤
人
の
歌
。 

・
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
島
清
き
渚
に
風
吹
け
ば
白
波
騒
ぎ
潮
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
島
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
）
（
注
９
） 

和
歌
の
浦
に
つ
い
て
、
そ
の
地
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
（
注
１
０
） 

当
時
、
紀
ノ
川
は
河
口
を
和
歌
の
浦
に
大
き
く
開
き
、
そ
こ
に
小
島
を
六

つ
浮
べ
て
い
た
。
そ
れ
が
玉
津
島
で
あ
っ
た
。
現
在
そ
れ
ら
は
妹
背
山
、

鏡
山
、
奠
供
山
、
雲
蓋
山
、
妙
見
山
、
船
頭
山
の
名
で
呼
れ
、
妹
背
山
一

つ
を
海
上
に
残
し
て
み
な
陸
地
化
し
て
い
る
。
し
か
し
千
三
百
年
昔
、
赤

人
が
「
神
代
よ
り
し
か
ぞ
貴
き
」
と
賛
え
た
玉
津
島
山
の
面
影
は
、
鏡
、 

奠
供
、
雲
蓋
の
三
つ
の
岩
山
に
も
今
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

           
こ
こ
に
は
、
河
口
か
ら
海
に
並
ぶ
六
つ
の
小
島
を
玉
津
島
と
呼
ん
だ
こ
と
。 

赤
人
の
い
う
「
玉
津
島
山
」
は
神
代
よ
り
貴
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う 

妹背山 

鏡山頂上から見た妹背山 

双子島と中ノ島 



こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
赤
人
の
長
歌
を
見
る
と
他
に
も
地
名
が
歌
い 

込
ま
れ
て
い
る
。
「
雑
賀
野
」
で
あ
る
。
そ
の
先
に
「
沖
の
島
」
が
あ
る
。 

地
理
的
に
は
「
雑
賀
野
」
は
現
在
の
和
歌
浦
町
西
北
に
接
す
る
一
帯
の
平
地 

と
い
う
。
そ
の
雑
賀
野
の
西
部
、
西
浜
一
帯
の
海
浜
を
「
雑
賀
浦
」
と
い
い
、

そ
の
西
南
部
に
雑
賀
崎
が
あ
る
。
現
在
は
そ
こ
に
灯
台
が
あ
り
海
を
航
行
す
る

船
の
安
全
を
守
っ
て
い
る
が
、
岬
の
上
は
平
た
く
そ
の
眼
下
に
は
小
さ
な
島
々

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
沖
つ
島
」
は
沖
に
あ
る
島
を
指
す
。
海
に
向
か
っ
て

右
手
に
は
沖
に
浮
か
ぶ
島
々
が
、
左
手
に
は
先
の
方
に
和
歌
の
浦
が
広
が
っ

て
い
る
。 

   

 

      

中
西
進
氏
は
、「
雑
賀
野
か
ら
う
し
ろ
に
見
え
る
沖
の
島
」
と
訳
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
「
離
宮
の
あ
る
雑
賀
野
の
う
し
ろ
に
見
え
る
」
と
解
さ
れ
る
、
離

宮
の
場
所
は
現
在
の
権
現
山
の
東
方
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
す
れ
ば
そ
の
辺
り

か
ら
離
宮
越
し
に
島
を
望
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
長
歌
に
は
「
雑
賀

野
ゆ
」
と
あ
り
、
同
じ
く
赤
人
の
「
田
子
の
浦
ゆ
」
と
同
じ
用
法
で
「
雑
賀
野

を
経
由
し
て
、
つ
ま
り
通
り
過
ご
し
て
離
宮
を
背
に
す
る
と
」
眼
前
に
は
若
浦

が
広
が
り
、
そ
こ
に
沖
に
並
ぶ
島
々
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
並
ぶ
六
つ
の

小
島
は
潮
が
引
く
と
ま
る
で
玉
の
よ
う
に
そ
こ
に
連
な
っ
て
見
え
る
。
潮
が
引

い
た
潟
は
ぬ
か
る
み
の
弱
々
し
い
土
地
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
周
囲
を
き
ら
き

ら
と
輝
か
せ
、
ま
さ
に
今
海
神
が
も
た
ら
し
た
「
玉
」
の
よ
う
な
島
々
が
並
び
、

そ
れ
は
ま
る
で
玉
の
緒
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
記
紀
神
話
に
も
あ
る

よ
う
に
、
潮
の
満
干
は
「
海
神
の
玉
」
に
よ
っ
て
起
さ
れ
る
。「
玉
」
は
海
神
の

持
ち
物
で
あ
り
、
霊
力
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
代
の
人
々

は
そ
の
風
景
を
殊
に
神
聖
な
も
の
と
し
て
誉
め
讃
え
た
の
で
あ
る
。
赤
人
の
い

う
「
神
代
よ
り
し
か
ぞ
貴
き
玉
津
島
山
」
と
は
そ
の
様
な
意
味
を
持
つ
も
の
で

あ
っ
た
。 

 

続
く
反
歌
は
、
神
聖
な
玉
津
島
山
の
潮
の
満
干
の
様
子
を
実
景
と
し
て
写
し

取
り
、
更
に
第
二
反
歌
で
は
、
大
き
な
動
き
を
あ
た
か
も
絵
画
の
よ
う
に
歌
い

あ
げ
た
。
犬
養
孝
氏
が
「
文
芸
的
な
風
土
を
創
作
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う

に
、
玉
津
島
は
神
代
以
来
の
神
聖
な
場
所
で
あ
り
、
人
々
の
称
賛
す
る
風
景
の

広
が
る
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
く
。 

先
程
の
説
明
に
は
続
い
て
「
此
の
万
葉
の
『
若
の
浦
』
は
、
平
安
時
代
に
入

雑賀埼 

雑賀埼と小島 向こうが和歌浦 



っ
て
『
和
歌
の
浦
』
と
な
り
、
歌
枕
の
代
表
と
し
て
近
世
の
終
り
ま
で
無
数
の

詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
生
む
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
若
の
浦
」
が
「
和
歌
」
と
結
び

付
き
、
歌
の
神
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
は
平
安
時
代
の
こ
と
で
あ
る
と
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

四
、
衣
を
通
す
光 

と
こ
ろ
で
、
允
恭
天
皇
の
伝
承
に
は
二
人
の
衣
通
姫
が
存
在
す
る
。
古
事
記

に
い
う
軽
太
子
と
密
通
事
件
を
起
こ
し
た
軽
大
郎
女
。「
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
）」（
注
１
１
）
と
皇
統
譜
に
、
ま
た
伝
承
の
中
で
「
衣
通

王
」
と
あ
る
。
今
一
人
は
、
允
恭
紀
に
登
場
す
る
皇
后
忍
坂
大
中
姫
の
妹
。「
『
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
」
（
注
１
２
）
と
あ
る
。
允
恭
天
皇
と
歌
の
や
り
取
り
を
す
る
の
は
、

書
紀
の
衣
通
姫
で
、 

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
、 

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 

 

（
歌
の
上
の
①
～
③
は
筆
者
が
付
し
た
） 

と
あ
っ
て
①
が
衣
通
姫
の
歌
で
②
と
③
は
允
恭
天
皇
の
歌
で
あ
る
。
①
の
歌
が

『
古
今
集
』
仮
名
序
に
載
る
。（
注
１
３
）
こ
の
歌
を
以
て
、
歌
の
神
と
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
。
玉
津
島
の
神
は
神
功
皇
后
を
歌
の
神
と
考
え
る
の
か
、
あ
る
い

は
、
衣
通
姫
を
歌
の
神
と
す
る
の
か
。 

 

神
功
皇
后
と
衣
通
姫
の
伝
承
に
関
す
る
共
通
点
を
み
て
み
る
と
、
ど
ち
ら

も
伝
承
さ
れ
る
歌
の
数
は
少
な
い
。
代
表
的
な
歌
は
、
神
功
皇
后
で
は
「
酒

楽
歌
」（
注
１
４
）
と
言
わ
れ
る
歌
。
衣
通
姫
は
上
記
①
の
「
蜘
蛛
の
行
い
」

の
歌
で
あ
る
。
「
酒
楽
歌
」
は
応
神
天
皇
が
禊
祓
の
儀
式
を
終
え
、
都
に
戻

る
の
を
待
っ
て
、
待
酒
を
醸
し
て
歓
待
し
た
宴
で
の
母
、
神
功
皇
后
の
歌
で

あ
る
。
歌
の
神
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
和
歌
三
神
」
の
住
吉
と
玉
津
島
に
つ

い
て
も
う
少
し
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 
五
、
和
歌
三
神
の
成
立 

 
『
和
漢
三
才
図
会
』（
注
１
５
）
に
は
、「
和
歌
三
神
」
は
住
吉
、
玉
津
島
、

柿
本
人
麻
呂
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
挙
げ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



玉
津
島
神 

 

在
紀
州
海
部
郡
弱
浦 

和
歌
三
神 

住
吉
大
明
神 

 

在
摂
津
住
吉
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 

柿
本
人
麿 

 

在
播
州
明
石
大
倉
谷 

 
 

住
吉
神 

住
吉
大
明
神
底
筒
男
中
筒
男
表
筒
男
三
神
也
同
祭
神
功
皇
后
以
為 

四
座
世
称
海
上
船
神
者
皇
后
征
伐
三
韓
時
現
于
海
上
使
舶
速
到
新
羅

地
因
祭
之
又
称
歌
神
和
歌
者
流
之
伝
授
也 

 
 
 
 

平
城
天
皇
幸
于
住
吉
御
製 

 
 

我
見
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
住
吉
の
峯
の
姫
松
幾
世
へ
ぬ
ら
ん 

 
 
 
 

明
神
示
現
曰 

 
 
 
 

む
つ
ま
し
と
君
は
し
ら
す
や
瑞
籬
の
久
し
き
世
よ
り
い
は
ひ
そ 

め
て
き 

玉
津
島
神 

玉
津
島
明
神
衣
通
姫
也
允
恭
天
皇
之
后
忍
坂
大
中
姫
之
妹
而
為
無
双

国
色
故
為
妃
別
造
宮
於
大
和
令
居
数
幸
臨
于
此
（
聖
武
天
皇
神
亀
元
年
玉

津
島
明
神
現
于
紀
州
衣
通
姫
是
也
） 

 
 
 
 
 
 

衣
通
郎
姫 

 
 

 
 

我
か
せ
こ
か
来
へ
き
宵
也
さ
さ
か
に
の
蜘
の
を
こ
な
ひ
こ
よ
ひ

し
る
し
も 

 
 
 
 
 
 

天
皇
御
製 

 
 

 
 

さ
さ
ら
か
た
錦
の
ひ
も
を
と
き
さ
け
て
あ
ま
た
は
ね
す
と
唯
一

よ
の
み 

 

柿
本
人
麻
呂 

人
丸
大
明
神
作
者
部
類
云
柿
本
太
夫
人
丸
（
太
夫
五
位
以
上
通
称
也
）
姓

氏
録
云
天
是
彦
押
人
命
之
後
裔
也
敦
光
讃
人
丸
像 

人
丸
者
持
統

文
武
両
朝
仕
臣
也
石
見
国
人
（
伝
詳
于
石
見
及
播
州
之
社
）
一
代
所
詠
和

歌
皆
秀
逸
（
多
載
万
葉
和
歌
集
） 
 

こ
こ
で
は
、
住
吉
と
玉
津
島
を
取
り
上
げ
る
。
住
吉
の
神
は
筒
之
男
三
神

で
そ
こ
に
祀
ら
れ
た
経
緯
を
伝
え
る
『
摂
津
国
風
土
記
』
逸
文
（
注
１
６
）

の
伝
承
を
以
下
を
挙
げ
る
。 

 
 

住
吉
と
称
ふ
所
以
は
、
昔
、
息
長
帯
比
売
の
天
皇
の
世
、
住
吉
の
大
神

の
現
出
れ
ま
し
て
、
天
の
下
を
巡
行
り
、
住
む
に
可
き
く
に
を
覓
ぎ
た

ま
ひ
け
り
。
時
に
沼
名
椋
の
長
岡
の
前
に
到
り
ま
し
、
前
と
は
、
今
の
神

宮
の
南
な
る
辺
、
こ
れ
そ
の
地
な
り
。
乃
ち
謂
り
た
ま
は
く
「
こ
は
実
に
住
む

に
可
き
国
な
り
」
と
の
た
ま
ひ
、
遂
に
讃
称
し
て
「
真
住
み
吉
き
住
み

吉
き
国
」
と
云
り
た
ま
ひ
け
り
。
仍
ち
神
社
を
定
め
つ
。 

 
 

 

今
、
俗
略
き
て
、
直
に
須
美
乃
叡
と
称
ふ
。 

こ
の
伝
承
か
ら
は
住
吉
神
は
自
ら
住
む
べ
き
場
所
を
求
め
た
と
あ
る
。
『
和

漢
三
才
図
会
』
で
は
、
神
功
皇
后
も
祭
り
四
座
で
あ
る
と
言
い
、
こ
れ
は
海

上
船
神
と
い
わ
れ
る
。
理
由
は
神
功
皇
后
の
新
羅
征
討
に
因
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
最
後
に
「
又
称
歌
神
和
歌
者
流
之
伝
授
也
」
と
あ
っ
て
、

歌
の
神
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 
次
に
玉
津
島
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
衣
通
姫
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
し
、
聖
武
天
皇
神
亀
元
年
に
玉
津
島
明
神
が
紀
州
に
現
れ
た
と
あ
り
、

『
続
日
本
紀
』
の
記
事
と
は
異
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
時
の
神
が
衣
通
姫
で



あ
る
と
す
る
の
も
異
な
る
伝
承
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
そ
の
よ
う
に
広

く
伝
承
さ
れ
、
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
（
Ａ
） 

 

一
体
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。 

 

記
紀
上
巻
の
イ
ザ
ナ
キ
神
の
禊
祓
で
化
生
し
た
筒
之
男
三
神
は
、
津
守
氏

の
祖
神
と
さ
れ
る
。
そ
の
津
守
氏
は
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
「
玉
津
島
の
神
と

明
光
浦
霊
に
供
物
を
供
え
祭
ら
せ
る
よ
う
に
」
と
の
詔
の
後
、
「
忍
海
手
人

大
海
ら
兄
弟
六
人
に
、
手
人
の
名
称
を
除
き
、
外
祖
父
で
あ
る
従
五
位
上
の

津
守
連
通
の
氏
姓
に
従
わ
せ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
玉
津
島
を
祭
る
氏
族
で

も
あ
る
。
平
安
以
降
和
歌
の
手
本
と
な
る
の
は
、
最
初
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
古

今
和
歌
集
』
で
あ
る
。
そ
の
『
古
今
集
序
註
』
（
注
１
７
）
に
は 

神
主
国
基
語
顕
季
卿
云

往マ

マ

吉
四
社
其
一
衣
通
姫
也
若
浦
玉
津
島
明
神

ト
申
是
也
昔
カ
シ
コ
ヲ
メ
テ
マ
シ
シ
ケ
ル
ユ
ヘ
ニ
ア
ト
ヲ
タ
レ
タ
マ

ヘ
ル
ト
ナ
ン
申
伝
タ
ル
ト
云
々 

と
あ
る
。
神
主
国
基
は
津
守
国
基
の
こ
と
。
康
平
三
（
一
〇
六
〇
）
年
、
三

九
代
の
住
吉
神
主
と
な
り
、
以
後
四
三
年
間
社
務
に
携
わ
っ
た
。
歌
道
家
津

守
家
の
祖
で
あ
る
。
歌
道
に
執
心
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
数
々

の
和
歌
説
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
顕
季
卿
は
藤
原
顕
季
の
こ
と
。
天
喜
三
（
一
〇
五
五
）
年
～
保
安

四
（
一
一
二
三
）
年
。
肉
親
縁
者
を
中
心
と
す
る
歌
壇
が
構
成
さ
れ
る
一
方
、

俊
頼
・
其
俊
ら
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。
初
め
て
人
麿
影
供
を
行
い
、
そ
の
画

像
と
と
も
に
歌
学
を
顕
輔
に
伝
え
、
和
歌
の
世
襲
的
専
門
家
職
の
緒
を
開
き
、

六
条
藤
家
の
基
礎
を
作
っ
た
人
物
で
あ
る
。 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
往
吉
四
社
其
一
衣
通
姫
也
若
浦
玉
津
島
明 

神
ト
申
是
也
」
で
あ
る
。
衣
通
姫
は
、
光
孝
天
皇
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
。
光
孝 

天
皇
の
御
代
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
在
位
す
る
８
８
４
～
８
８
７
年
の 

四
年
間
に
祭
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
神
が
住
吉
四
神
の
一
柱
と 

し
て
住
吉
に
祭
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
前
述
の
よ
う
に
国
基
は
１
０
６
０
年
か 

ら
１
１
０
３
年
ま
で
神
主
を
務
め
、
六
条
藤
家
の
藤
原
顕
季
に
は
住
吉
に
玉
津 

島
の
神
で
あ
る
衣
通
姫
が
祭
ら
れ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま 

り
、
１
０
６
０
年
以
降
に
津
守
国
基
に
よ
っ
て
玉
津
島
神
で
あ
る
衣
通
姫
を
住 

吉
に
神
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
歌
の
神
と
し
て
の
役
割
も
担
う
よ 

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

付
け
加
え
て
言
え
ば
、
人
麻
呂
は
『
古
今
和
歌
集
』
完
成
の
時
で
も
「
歌 

聖
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
歌
の
神
で
は
な
い
。
元
永
元
（
１
１
１
８
）
年 

６
月
１
６
日
、
歌
道
家
六
条
藤
家
に
よ
り
「
人
麻
呂
影
供
」
が
行
わ
れ
る
。 

こ
こ
か
ら
歌
の
神
へ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思 

わ
れ
る
。
さ
ら
に
文
治
２
（
１
１
８
６
）
年
、
歌
道
家
御
子
左
家
の
藤
原
俊 

成
が
住
吉
神
と
玉
津
島
神
を
平
安
京
の
私
邸
に
勧
進
し
て
、
新
玉
津
島
神
社 

を
創
建
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
中
世
の
都
で
和
歌
三
神
の
信
仰
が
広
く
伝
わ 

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
Ｂ
） 

 
『
古
今
和
歌
集
』
を
９
０
５
年
奏
上
、
９
１
２
年
完
成
と
し
て
、
以
下
に 

年
代
を
追
っ
て
、
表
に
ま
と
め
て
み
た
。 

 



以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
古
今
和
歌
集
』
以
前
に
玉
津
島
の
神
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
は
「
衣
通
姫
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
の
世
界
で
は
最
初
の
勅

撰
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
を
明
治
ま
で
手
本
と
し
て
い
た
。
歌
の
家
が

興
り
、
和
歌
三
神
が
定
着
す
る
が
、
平
安
末
期
に
は
既
に
衣
通
姫
は
歌
の
神

と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

住
吉
神
を
和
歌
と
結
び
付
け
て
記
載
す
る
古
い
も
の
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
『
石

見
女
式
』
で
「
歌
の
守
護
神
」
三
十
一
社
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。 

一
方
、
衣
通
姫
に
つ
い
て
は
『
古
今
和
歌
集
』
以
前
に
は
『
歌
経
標
式
』
、
ま 

た
『
和
歌
式
』
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
歌
そ
の
も
の
に
つ

い
て
で
あ
る
。（
注
１
８
）『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
、「
…
衣
通
姫
と
申
す
歌
よ
み
は

是
な
り
、
住
吉
に
べ
ち
の
神
に
て
お
は
し
ま
す
と
承
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。（
注

１
９
）
ま
た
、
少
し
下
っ
て
『
奥
義
抄
』
に
は
、「
…
住
吉
の
社
は
四
社
お
は
し

ま
す
。
南
社
は
此
衣
通
姫
也
。
玉
津
島
明
神
と
申
す
也
と
ぞ
津
守
国
基
は
将
作

に
語
り
申
し
け
る
」
と
あ
る
。（
注
２
０
）
以
上
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
一
一
〇

〇
年
以
降
に
「
和
歌
三
神
」
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
津
守
氏

に
よ
っ
て
祭
ら
れ
る
住
吉
と
玉
津
島
の
神
が
共
に
歌
の
神
と
な
っ
て
い
る
。（
Ｂ
） 

 
 六

、 

神
功
皇
后
と
衣
通
姫 

 

以
前
、
玉
津
島
に
つ
い
て
、
神
功
皇
后
の
伝
説
と
の
関
連
性
に
少
し
ふ
れ

た
（
注
２
１
）
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
肥
前
国
風
土
記
』
の
伝
承
で
「
玉

島
神
社
」
に
つ
い
て
述
べ
、
「
玉
島
神
社
と
鏡
山
」
「
玉
津
島
神
社
と
鏡
山
」

「
鏡
山
か
ら
の
風
景
の
類
似
」
に
つ
い
て
ふ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

以
下
の
伝
承
を
取
り
あ
げ
た
い
。
一
つ
目
は
『
土
左
国
風
土
記
』
逸
文
（
注

２
２
） 

 
 
 

吾
川
の
郡
。 

 
 
 

玉
島
。 

 
 
 

或
説
に
曰
ふ
。
神
功
皇
后
の
巡
国
し
た
ま
ひ
し
時
、
御
船
泊
て
て
、
皇

１
１
８
６
年 

１
０
５
５
～
１
１
２
３

年 １
０
６
０
～
１
１
０
３

年 ９
０
５
年
奏
上 

９
１
２
年
完
成
か 

８
８
４
～
８
８
７
年 

  

７
２
４
年 

御
子
左
家

．
．
．
．
の
藤
原
俊
成
が
住
吉
神
と
玉
津
島

神
を
自
邸
に
勧
請
し
て
新
玉
津
島
神
社
を
創

建
す
る
。 

六
条
藤
家

．
．
．
．
の
基
礎
を
作
っ
た
藤
原
顕
季
に
よ

り
「
人
麻
呂
影
供
」
が
行
わ
れ
る
。 

津
守
国
基
が
住
吉
の
神
主
と
な
り
、
歌
道
家

．
．
．

津
守
家

．
．
．
の
祖
と
な
る
。 

玉
津
島
よ
り
衣
通
姫
を
住
吉
に
神
と
し
て
勧

請
す
る
。 

『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
人
麻
呂
は
「
歌

聖
」
、
衣
通
姫
は
小
野
小
町
の
説
明
に
記
さ
れ

る
。 

光
孝
天
皇
在
位
期
間
、
衣
通
姫
が
垂
迹
し
玉

津
島
に
祭
ら
れ
る
。 

   

玉
津
島
神
が
祭
ら
れ
る
。 



后
、
島
に
下
り
た
ま
ひ
磯
際
に
休
息
し
た
ま
ひ
て
、
一
の
白
き
石
を
得

た
ま
ひ
き
。
団
な
る
こ
と
鶏
卵
の
如
し
。
皇
后
、
御
掌
に
安
き
た
ま
ふ

に
光
明
四
に
出
づ
。
皇
后
大
く
喜
び
た
ま
ひ
左
右
に
詔
し
て
曰
り
た
ま 

は
く
「
こ
は
海
神
の
賜
へ
る
白
の
真
珠
そ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、

島
の
名
と
せ
り
。
（
云
々
） 

こ
れ
は
土
佐
国
に
あ
る
玉
島
の
地
名
起
源
説
話
で
あ
る
。 

 

二
つ
目
は
、
『
豊
前
国
風
土
記
』
逸
文
（
注
２
３
）
で
あ
る
。 

 
 
 

田
河
の
郡
。 

鏡
山
。
郡
の
東
の
か
た
に
あ
り
。 

 
 
 

昔
者
、
気
長
足
姫
の
尊
、
こ
の
山
に
在
し
遥
か
に
国
形
を
覧
は
し
た

ま
ひ
、
勅
し
て
祈
り
て
云
り
た
ま
は
く
「
天
つ
神
地
の
祇
、
我
が
た

め
に
助
け
福
ひ
た
ま
へ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
便
ち
御
鏡
を
し
て
此

処
に
安
置
き
た
ま
ふ
。
そ
の
鏡
、
即
ち
石
と
化
為
り
現
も
山
の
中
に

あ
り
。
因
り
て
名
け
て
鏡
山
と
曰
ふ
。
（
已
上
） 

こ
れ
も
豊
前
国
の
鏡
山
の
地
名
起
源
説
話
で
あ
る
。
玉
津
島
に
も
鏡
山
が
あ 

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
神
功
皇
后
が
玉
津
島
の
祭
神
で
あ
る
こ
と
と
の
関 

係
を
考
え
る
糸
口
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
歌
の
神
と
し
て
の
神
功
皇
后
の 

姿
は
こ
こ
に
は
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

衣
通
姫
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
軽
太
子
と
の
密
通
事
件
が
伝
承
さ
れ
る
が
、

歌
の
神
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
歌
は
、
日
本
書
紀
伝
来
の
歌
で
あ
る
。
日
本
書
紀

の
伝
承
か
ら
は
、
歌
の
神
と
さ
れ
る
理
由
は
見
つ
か
ら
な
い
。 

 

１
、
「
衣
」
と
の
関
係 

 

神
功
皇
后
と
衣
通
姫
に
つ
い
て
、
玉
津
島
の
祭
神
と
な
っ
た
神
功
皇
后
の
伝

承
や
、
伊
予
国
と
衣
通
姫
の
伝
承
、
さ
ら
に
玉
島
神
社
と
神
功
皇
后
の
伝
承
を

も
う
一
度
よ
く
見
て
み
る
と
、
玉
島
や
鏡
山
の
地
名
起
源
伝
承
、
伊
予
国
と
の

関
わ
り
な
ど
が
み
え
て
く
る
。
（
Ｃ
） 

 

神
功
皇
后
に
は
、
神
懸
り
す
る
巫
女
と
し
て
の
伝
承
、
及
び
玉
に
関
す
る
伝

承
が
多
い
が
、
そ
の
他
に
、
伊
予
国
と
衣
の
伝
承
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
と
、

神
功
皇
后
と
衣
通
姫
と
が
近
い
関
係
に
見
え
て
く
る
。 

 

『
伊
予
国
風
土
記
』
逸
文
（
注
２
４
）
に
は
、
断
片
で
あ
る
が
次
の
記
述
が

あ
る
。 

 

「
橘
之 

嶋
尓
之
居
者 

河
遠 

不
曝
縫
之 

吾
下
衣
」
こ
の
歌
、
伊
予

の
国
の
風
土
記
が
如
き
は
、
息
長
足
日
女
の
命
の
御
歌
な
り
と
そ 

 

「
橘
の
島
に
い
る
の
で
、
河
が
遠
く
て
（
真
水
に
）
曝
さ
ず
に
こ
れ
を
縫
う
よ
。

私
の
下
衣
を
」
と
い
う
意
味
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

倉
林
正
次
氏
は
『
饗
宴
の
研
究
（
祭
祀
編
）
』
で
「
衣
と
神
事
」
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。（
注
２
５
）
そ
の
中
の
「
衣
幣
考
」
に
「
御
衣
を
対
象
と
す
る

神
事
」
と
し
て
鎮
魂
祭
を
あ
げ
る
。「
鎮
魂
祭
は
天
皇
の
霊
魂
に
関
す
る
呪
術
的

神
事
」
で
「
『
衝
宇
気
』
が
行
わ
れ
て
い
る
間
に
、
女
官
が
御
衣
の
入
っ
た
箱
を

手
に
し
、
座
の
中
央
に
進
み
出
て
、
そ
の
蓋
を
少
し
開
き
、
そ
の
拍
子
に
あ
わ

せ
て
、
こ
れ
を
上
下
に
振
り
動
か
す
」
と
い
う
。
天
皇
の
御
衣
を
対
象
と
し
て

の
呪
法
は
、
鎮
魂
祭
以
外
で
も
見
ら
れ
、
難
波
津
で
の
「
八
十
島
祭
」
と
い
う

一
種
の
禊
祓
の
神
事
で
は
、
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
典
侍
が
海
上
に
舟
を
出
し
、

神
祇
官
の
琴
に
合
わ
せ
て
、
天
皇
の
御
衣
を
入
れ
た
筥
を
開
き
、
波
の
上
で
振



り
動
か
す
と
い
う
儀
式
で
、
こ
れ
も
御
衣
を
も
っ
て
天
皇
ご
自
身
の
禊
祓
を
行

う
も
の
と
解
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
大
嘗
祭
」
や
「
八
十
島
祭
」
と
い
う

天
国
皇
即
位
に
か
か
わ
る
儀
式
に
「
衣
」
は
天
皇
ご
自
身
の
霊
魂
の
宿
る
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

神
楽
歌
「
宮
人
」
は
大
和
舞
の
神
歌
と
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
と
す
る
。
そ
れ

は
衣
歌
で
、
衣
に
よ
っ
て
神
霊
の
威
力
と
賞
め
讃
え
た
。
衣
が
霊
魂
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
「
神
衣
祭
」
は
タ
マ
フ
リ
の
効
果
の
籠

め
ら
れ
た
御
衣
が
天
皇
に
献
ら
れ
た
と
同
様
神
に
対
し
て
新
し
い
霊
魂
を
献
上

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
神
衣
奉
献
に
よ
っ
て
、
神
霊
の
復
活
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
先
の
神
功
皇
后
の
伝
承
は
、
天
皇
と
共
に
、

伊
予
国
で
何
ら
か
の
儀
式
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

 

ま
た
。
神
功
皇
后
の
伝
承
か
ら
は
「
玉
」
や
「
鏡
」
な
ど
呪
具
が
多
く
見
え
、

巫
女
と
し
て
の
性
格
が
読
み
と
れ
る
。 

 

一
方
、
衣
通
姫
の
伝
承
に
つ
い
て
考
え
る
。
「
衣
通
姫
」
と
記
さ
れ
る
の
は
、

日
本
書
紀
で
あ
っ
て
、
古
事
記
で
は
な
い
。
古
事
記
の
よ
う
に
、
軽
太
郎
女
は

突
然
「
衣
通
王
」
と
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
日
本
書
紀
で
の
密
通
事
件
は
、
允
恭

天
皇
存
命
中
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
衣
通
姫
」
は
、
衣
を
通
し
て
美
し
さ
が
透
け
て
見
え
る
ほ
ど
の
美
し
い
女

性
で
あ
る
と
記
紀
両
書
が
説
明
す
る
。
こ
れ
は
特
別
な
力
を
持
つ
女
性
を
意
味

し
て
い
て
、
そ
れ
は
巫
女
と
し
て
の
呪
力
を
表
す
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え

て
い
る
。『
古
事
記
』
で
は
衣
通
姫
は
伊
予
国
に
軽
太
子
を
追
い
か
け
、
そ
の
地

で
心
中
す
る
が
、
そ
の
時
の
「
読
歌
」
に
は
「
玉
」
や
「
鏡
」
な
ど
の
呪
具
を

歌
い
込
ん
で
い
て
、
儀
式
に
関
わ
る
歌
で
あ
る
事
が
想
像
に
難
く
な
い
。 

允
恭
紀
で
は
母
と
共
に
居
る
「
坂
田
」
か
ら
「
弟
姫
」
つ
ま
り
衣
通
姫
を
招

聘
し
「
藤
原
宮
」
の
住
ま
わ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
坂
田
」
は
古
代
豪

族
、
息
長
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
。 

「
坂
田
」
は
琵
琶
湖
の
湖
東
か
ら
湖
北
に
か
け
て
位
置
し
、
古
代
に
お
い
て

は
、
山
東
町
の
息
長
墓
、
近
江
町
の
息
長
古
墳
群
な
ど
の
古
墳
が
あ
り
、
地
名

と
し
て
は
、
允
恭
紀
の
こ
の
記
事
に
衣
通
郎
女
は
「
近
江
坂
田
」
に
い
た
と
い

う
の
が
古
く
、
応
神
記
の
坂
田
酒
人
君
や
継
体
紀
の
坂
田
大
跨
王
な
ど
地
名
に

ち
な
む
氏
族
名
や
人
名
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
推
古
紀
に
は
「
坂
田
郡
水
田
二
十

町
」
を
鞍
作
鳥
に
与
え
た
こ
と
や
、
天
智
紀
に
は
「
坂
田
郡
人
小
竹
田
史
身
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
坂
田
郡
が
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
壬
申
の
乱
の

展
開
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
「
息
長
氏
」
は
、
大
王
家
と
深
い
つ
な
が
り
を
も

つ
大
豪
族
で
、
天
武
十
三
（
６
８
４
）
年
の
八
色
の
姓
制
定
の
折
、
真
人
を
賜

っ
た
。
敏
達
天
皇
の
后
広
姫
の
出
身
氏
族
で
、
天
智
・
天
武
両
天
皇
が
皇
祖
と

仰
ぐ
押
坂
彦
入
大
兄
皇
子
を
生
み
、
そ
の
母
方
の
氏
族
と
し
て
、
天
武
朝
の
真

人
姓
を
賜
っ
た
皇
親
氏
族
で
あ
る
。
古
事
記
の
系
譜
に
は
開
化
記
以
降
、
息
長

宿
禰
王
、
息
長
田
別
王
、
息
長
日
子
王
な
ど
息
長
某
王
と
称
す
る
人
物
が
多
く

み
え
、
そ
の
女
や
外
孫
が
后
妃
と
な
っ
て
い
て
天
皇
家
と
親
密
な
関
係
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
息
長
宿
禰
王
の
女
で
、
仲
哀
天
皇
の
后
に
な
っ

た
息
長
足
姫
尊
こ
そ
が
神
功
皇
后
で
あ
り
、
応
神
天
皇
の
母
で
あ
る
。
ま
た
そ

の
応
神
天
皇
の
皇
子
、
若
野
毛
二
俣
王
と
息
長
弟
比
売
真
若
の
間
に
生
ま
れ
た

忍
坂
大
中
姫
は
允
恭
天
皇
の
后
と
な
り
、
そ
の
妹
で
あ
る
弟
姫
が
衣
通
姫
で
あ

る
。
（
注
２
６
） 



こ
の
よ
う
に
、
衣
通
姫
は
神
功
皇
后
と
関
連
が
あ
り
、
共
に
息
長
氏
出
身
で

巫
女
的
な
呪
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
天
皇
と
の
聖
婚

の
相
手
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
神
功
皇
后
は
神
懸
り
し
神
託
を
受
け
た
り
、
儀
式

を
行
っ
た
り
す
る
。
一
方
、
衣
通
姫
は
前
述
の
よ
う
に
、
即
位
前
の
軽
太
子
と

密
通
し
、
禁
忌
を
犯
す
と
い
う
原
形
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
允
恭
紀
が
あ

く
ま
で
の
密
通
事
件
の
人
物
が
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
と
す
る
の
は
、
天
皇
の
鎮

魂
祭
に
奉
仕
す
る
巫
女
「
衣
通
姫
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
推

測
さ
れ
る
。
允
恭
紀
の
こ
の
歌
を
見
て
み
る
と
「
蜘
蛛
の
行
い
」
に
よ
り
天
皇

の
訪
れ
を
予
感
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
皇
の
返
歌
に
は
「
あ
ま
た
は
寝
ず
と
唯

一
よ
の
み
」
と
ま
さ
に
一
夜
婚
を
思
わ
せ
る
詞
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。 

 
 
 

２
、
「
玉
」
と
の
関
係 

 

も
う
一
つ
、
神
功
皇
后
の
「
玉
」
に
関
す
る
伝
承
か
ら
も
考
察
を
加
え
た
い
。 

前
掲
の
『
土
左
国
風
土
記
』
逸
文
の
伝
承
で
あ
る
。
皇
后
が
鶏
卵
の
よ
う
な
白 

い
石
を
得
て
手
に
す
る
と
光
り
輝
い
た
。
そ
し
て
「
こ
れ
は
海
神
が
お
授
け
に 

な
っ
た
真
珠
だ
」
と
言
っ
て
そ
の
島
を
玉
島
と
名
付
け
た
と
あ
る
。
他
に
仲
哀 

紀
二
年
七
月
条
の
別
伝
に
「
皇
后
、
豊
浦
津
（
下
関
市
）
に
泊
り
た
ま
ふ
。
是 

の
日
に
、
皇
后
、
如
意
珠
を
海
中
に
得
た
ま
ふ
」
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神 

功
皇
后
に
は
「
玉
」
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
あ
る
。
特
に
有
名
な
伝
承
は
「
鎮
懐 

石
」
の
伝
承
で
あ
る
。 

 

桜
井
満
氏
は
『
古
代
伝
承
の
世
界
』「
神
功
皇
后
」
の
「
鎮
懐
石
の
伝
説
」（
注

２
７
）
の
中
で
、
応
神
天
皇
の
こ
と
を
「
そ
れ
は
ワ
タ
ツ
ミ
の
い
わ
ば
「
玉
依

姫
」
と
い
っ
て
よ
い
女
神
か
ら
聖
誕
し
た
御
子
と
み
て
よ
か
ろ
う
」
と
述
べ
ら

れ
天
之
日
矛
伝
承
の
「
赤
玉
」
な
ど
に
も
言
及
し
な
が
ら
「
応
神
天
皇
は
海
の

彼
方
か
ら
寄
り
着
い
た
タ
マ
か
ら
誕
生
し
た
と
い
う
話
が
鎮
懐
石
伝
説
の
原
形

だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
。
ま
た
「
神
功
皇
后
の
渡
海
前
後
」（
注
２
８
）

で
は
「
海
の
彼
方
か
ら
寄
り
来
る
石
は
、
タ
マ
の
象
徴
あ
る
い
は
依
代
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
を
伝
え
る
」
と
し
、
「
魂
ふ
り
の
呪
術
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
」

と
い
う
。
と
す
る
と
、
こ
の
玉
島
地
名
起
源
譚
は
、
海
神
か
ら
も
ら
っ
た
玉
、

つ
ま
り
海
の
彼
方
か
ら
神
の
魂
を
迎
え
た
水
辺
の
話
と
理
解
さ
れ
、
魂
振
り
の

儀
式
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

次
に
、
衣
通
姫
の
「
蜘
蛛
の
行
い
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
斎
藤
慎
一
郎
氏

は
『
蜘
蛛
』「
諸
橋
『
大
漢
和
』
に
蜘
蛛
を
覗
く
」（
注
２
９
）
の
中
に
、「
む
か

し
中
国
に
は
「
蜘
蛛
珠
」
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
ら
し
い
」
そ
れ
は
「
く
も
の

腹
か
ら
出
た
玉
」
を
い
い
、
『
癸
辛
雑
識
』
（
注
３
０
）
の
福
建
省
の
村
の
話
と

し
て
、
麻
布
を
織
る
婦
人
が
夜
毎
麻
を
水
瓶
の
水
に
浸
し
て
い
た
が
、
数
日
に

わ
た
っ
て
水
が
干
上
が
っ
た
。
不
思
議
に
思
っ
て
見
張
っ
て
い
る
と
、
真
夜
中

に
そ
れ
が
や
っ
て
来
て
水
を
飲
ん
だ
。
そ
の
身
は
月
の
ご
と
く
明
る
く
透
き
通

っ
て
、
光
が
部
屋
中
を
照
ら
し
て
い
た
。
観
察
す
る
と
一
匹
の
白
い
蜘
蛛
で
あ

っ
た
。
大
き
さ
は
五
斗
の
柳
籠
ほ
ど
も
あ
っ
た
。
婦
人
は
大
き
な
鶏
籠
で
白
蜘

蛛
を
捕
え
、
腹
を
割
い
て
み
る
と
、
中
か
ら
弾
丸
ほ
ど
の
玉
が
得
ら
れ
、
部
屋

中
を
明
る
く
照
ら
し
た
と
い
う
話
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

 
こ
こ
か
ら
は
、
白
い
大
き
な
蜘
蛛
は
明
る
く
光
る
玉
を
持
っ
て
水
を
飲
み
に

や
っ
て
く
る
神
秘
的
で
霊
妙
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
水
は
麻
布
を
織
る
婦
人
の

元
に
あ
り
、
そ
こ
に
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
話
か
ら
は
、
神
衣
を
織
る



巫
女
と
、
寄
り
来
る
玉
（
魂
）
と
い
う
構
図
が
読
み
と
れ
る
。
つ
ま
り
「
蜘
蛛

の
行
い
」
と
は
、
糸
を
掛
け
る
こ
と
で
は
な
く
「
光
り
輝
く
玉
が
女
性
の
元
に

に
や
っ
て
く
る
こ
と
」
を
い
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
糸
を
掛
け
る
も
の

に
つ
い
て
は
、『
易
林
』（
注
３
１
）
に
、
は
「
蜘
蛛
作
網
、
以
伺
行
旅
」
と
あ

っ
て
、
蜘
蛛
が
網
を
張
る
様
子
か
ら
旅
の
安
否
を
占
っ
た
と
紹
介
す
る
。
こ
の

歌
は
天
皇
の
訪
れ
（
客
人
神
の
寄
り
来
る
こ
と
）
を
占
う
こ
と
を
意
味
す
る
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
蜘
蛛
の
行
い
」
は
糸
を
掛
け
て
「
旅

の
安
否
を
占
っ
た
」
と
解
釈
す
る
よ
り
は
、「
蜘
蛛
珠
」
の
話
の
よ
う
に
「
明
る

く
光
る
玉
」
が
や
っ
て
来
る
と
解
釈
す
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
と

す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
、
歌
垣
な
ど
の
場
で
誰
で
も
が
歌
う
よ
う
な
歌
で
は
な
く
、

特
別
に
教
養
高
く
、
中
国
の
知
識
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
歌
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
「
玉
」
か
ら
も
神
功
皇
后
と
衣
通
姫
は
共
に
神
霊
の
寄
り
来

る
「
玉
依
姫
」
的
性
格
を
持
つ
巫
女
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

  
 

３
、
歌
う
こ
と 

 

こ
の
様
に
考
え
て
み
る
時
、『
古
今
集
序
註
』（
注
１
７
）
に
、「
住
吉
四
社

其
一
衣
通
姫
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
神
功
皇
后
と
衣
通
姫
と
が
同
一
視
さ
れ
た

り
、
混
同
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

少
な
く
と
も
二
人
は
共
に
巫
女
的
な
呪
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
巫
女
が
音
楽
や
歌
を
伴
っ
て
舞
い
祭
祀
を
行
う
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

神
事
の
中
で
歌
わ
れ
る
歌
そ
の
も
の
は
神
の
詞
で
あ
っ
た
り
、
呪
詞
で
あ
っ
た

り
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
や
が
て
そ
れ
は
、
儀
礼
と
切
り
離
さ
れ
た
場
で
も
歌
わ

れ
歌
垣
の
歌
や
宮
廷
歌
謡
と
し
て
伝
わ
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
和
歌

式
」
に
は
「
衣
通
比
咩
之
歌
被
管
弦
而
猶
存
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
衣
通
姫
の

歌
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
衣
通
姫
の
巫
女
と
し
て
の
原
形
を
残
し
な
が
ら
伝
え

ら
れ
る
密
通
事
件
の
一
連
の
歌
が
宮
廷
歌
謡
と
し
て
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

今
一
つ
、
伊
予
国
で
歌
わ
れ
た
儀
式
と
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
額
田
王

の
熟
田
津
の
歌
に
つ
い
て
、
森
朝
男
氏
は
、 

 
 

通
常
、
夜
の
船
出
は
あ
り
え
ぬ
。
沖
か
ら
霊
（
神
）
を
迎
え
る
水
辺
儀
礼

を
想
定
す
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
儀
礼
宴
で
、
神
迎
え
の
船

出
を
、
神
の
到
来
（
接
近
）
を
祝
う
意
図
か
ら
歌
い
出
し
た
も
の
と
見
た

い
。
月
の
出
も
潮
来
も
と
も
に
沖
か
ら
神
が
寄
り
来
る
兆
し
で
あ
り
、
船

を
出
し
て
神
を
迎
え
に
出
る
祭
祀
習
俗
も
あ
る
。
…
「
熟
田
津
」
も
、
ど

こ
に
も
あ
っ
た
地
名
で
、
本
来
、
沖
か
ら
寄
り
来
る
も
の
の
漂
着
す
る
聖

な
る
水
辺
を
意
味
し
た
ら
し
い
。
…
こ
こ
に
も
宴
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま

儀
礼
ま
た
は
祭
祀
で
あ
る
よ
う
な
自
然
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が
祭
祀
で
あ
り

な
が
ら
歌
を
歌
う
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。（
注
３
２ 

傍
線
及
び
…
は
筆
者
に
よ
る
） 

と
論
じ
て
い
る
。
祭
祀
の
場
で
巫
女
的
な
役
割
を
担
う
女
性
が
歌
を
歌
う
こ
と 

を
意
味
し
、
そ
う
考
え
る
中
で
、
神
功
皇
后
や
衣
通
姫
の
歌
と
の
結
び
つ
き
を 

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。 

  

最
後
に
、
前
に
示
し
た
よ
う
に
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
「
住
吉
神
」
に
は
「
又

称
歌
神
和
歌
者
流
之
伝
授
也
」
と
あ
る
が
、「
和
歌
は
之
の
流
れ
を
伝
え
授
く
也
」



と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
平
城
天
皇
御
製
歌
「
我
見
て
も 

… 

」
は
現

在
も
住
吉
大
社
で
神
楽
歌
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
「
又
歌

神
と
称
す
」
の
は
直
前
の
神
功
皇
后
を
さ
し
。「
和
歌
は
之
の
流
れ
」
つ
ま
り
神

功
皇
后
の
流
れ
で
あ
り
、
そ
れ
は
巫
女
に
よ
る
儀
礼
の
時
の
歌
を
「
伝
え
授
け

る
」
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、『
古
今
集
』
仮
名
序
で
紀
貫
之
が
小
野
小
町
を
「
古
へ
の
衣
通
姫
の
流

れ
」
と
い
う
の
も
、「
古
代
の
巫
女
と
し
て
の
衣
通
姫
の
流
れ
」
を
引
く
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
祭
祀
や
儀
礼
の
場
で
歌
わ
れ
た
歌
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ

る
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

  
 

終
わ
り
に 

 

玉
津
島
は
そ
の
景
が
風
光
明
媚
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
異
世
界
で
あ
る
海
と

の
境
界
線
で
あ
り
、
海
神
の
世
界
か
ら
打
ち
寄
せ
て
く
る
波
に
乗
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
「
玉
」
の
寄
り
来
る
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
た
場
所
と
言
え
よ
う
。 

「
和
歌
三
神
」
の
う
ち
、
住
吉
の
筒
之
男
三
神
は
ま
さ
に
海
に
出
現
し
、
神

功
皇
后
の
許
に
現
れ
た
。
そ
れ
は
、
祭
祀
の
中
で
海
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
玉
を

神
功
皇
后
が
受
け
取
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
祭
祀
の

中
で
歌
う
歌
は
巫
女
的
役
割
を
持
つ
女
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
歌

の
神
と
し
て
の
住
吉
神
と
は
、
神
功
皇
后
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
玉
津
嶋
神
は
衣
通
姫
を
い
う
が
、
海
神
の
世
界
で
あ
る
光
り
輝
く
海

か
ら
寄
り
来
る
玉
を
衣
通
姫
が
受
け
取
り
、
衣
を
通
し
て
そ
の
光
が
輝
く
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
聖
武
天
皇
は
、
海
か
ら
寄
り
来
る
玉

を
受
け
取
る
こ
と
の
出
来
る
場
所
に
行
幸
し
、
天
皇
と
し
て
の
即
位
の
儀
式
を

行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
聖
な
る
海
と
交
わ
る
境
界
で
あ
る
「
明
光
浦
霊
」

と
神
聖
な
玉
の
寄
り
来
る
「
玉
津
島
の
神
」
を
祭
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
二
神
は
、
共
に
息
長
氏
の
巫
女
で
あ
り
、
古
く
祭
祀
に
お
け
る
巫
女
に

よ
る
神
託
を
も
含
め
た
歌
を
も
っ
て
、
和
歌
に
縁
深
い
神
即
ち
歌
の
神
と
さ
れ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
「
和
歌
の
家
」
津
守
氏
や
後
の
六
条
藤

家
、
御
子
左
家
な
ど
に
よ
り
「
歌
の
神
」
が
信
仰
さ
れ
、
玉
津
島
の
神
は
衣
通

姫
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

注
記 

注
１ 

 

伊
勢
貞
丈
『
和
歌
三
神
考
』
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵 

国
文
学
研
究
資

料
館
デ
ジ
タ
ル
資
料 

天
明
四
年
正
月
十
四
日
の
奥
書
あ
り
。
天
明

四
年
は
１
７
８
４
）
１
７
８
４
年
。 

注
２ 

 

有
吉
保
編
『
和
歌
文
学
事
典
』
桜
楓
社 

昭
和
五
七
年 

注
３ 

 

宇
治
谷
孟
『
続
日
本
紀
（
上
）
全
現
代
語
訳
』
講
談
社
１
９
９
３
年 

注
４ 

 

丹
生
都
比
売
神
社
由
緒
書
に
よ
れ
ば
『
丹
生
大
明
神
告
門
』
は
天
平

時
代
に
書
か
れ
た
祝
詞
と
あ
る
。 

注
５ 

 

植
垣
節
也
編
『
風
土
記
』 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
『
播
磨
国

風
土
記
』
逸
文 

４
９
０
頁 

小
学
館 

２
０
０
６
年 

 

注
６ 

 

松
田
壽
男
『
古
代
の
朱
』 

筑
摩
書
房 

２
０
０
５
年 

に
詳
し
い

考
察
が
あ
る
。 

注
７ 

 

玉
津
島
神
社
由
緒
書
に
拠
る
。 

注
８ 

 

第
五
八
代
天
皇
。
天
長
七
（
八
三
〇
）
年
～
仁
和
三
（
八
八
七
）
年

元
慶
八
（
八
八
四
）
年
即
位
。
仁
明
天
皇
の
第
三
皇
子
。
古
今
集
に



二
首
。 

「
君
が
た
め
春
の
野
に
出
で
て
若
菜
つ
む
わ
が
衣
手
に
雪
は
ふ
り
つ 

つ
」
が
有
名
。 

注
９ 

 
中
西
進
『
万
葉
集 

全
訳
注
原
文
付
（
二
）
』 

講
談
社
文
庫 

２
０

０
６
年 

注
１
０ 

和
歌
山
市
の
案
内
板 

 
 
 
 

犬
養
孝
『
万
葉
の
旅
（
中
）
』
社
会
思
想
社 

１
９
７
９
年 

５
２
頁
～
「
…
い
ま
の
和
歌
浦
町
一
帯
は
当
時
す
べ
て
海
で
、
い
ま

も
妹
背
山
だ
け
が
入
江
の
島
と
し
て
の
こ
っ
て
い
る
が
、
船
頭
山
、

妙
見
山
、
雲
蓋
山
、
奠
供
山
、
鏡
山
の
丘
陵
も
当
時
は
海
中
の
島
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
玉
津
島
山
で
あ
ろ
う
。
…
」
と
あ
る
。 

注
１
１ 

武
田
祐
吉
訳
注 

中
村
啓
信
補
訂
・
解
説
『
新
訂
古
事
記 

付
現
代

語
訳
』
角
川
書
店 

昭
和
５
４
年 

注
１
２ 

黒
板
勝
美
編
『
日
本
書
紀 

中
巻
』
岩
波
書
店 

１
９
８
７
年 

 

注
１
３ 

高
田
祐
彦
訳
注
『
新
版
古
今
和
歌
集
』
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫 

注
１
４ 

大
久
保
正
『
古
事
記
歌
謡 

全
訳
注
』 

講
談
社
学
術
文
庫 

昭
和

５
６
年 

酒
楽
歌
の
語
釈
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（ 

）
内
は
筆
者
。 

 
 
 
 

「
待
酒
」
は
遠
方
か
ら
来
る
人
を
待
っ
て
用
意
す
る
酒
。「
常
世
」
は

海
の
彼
方
に
あ
と
信
じ
ら
れ
た
永
生
の
国
。
記
紀
の
神
話
で
は
、（
歌

詞
に
あ
る
）
少
名
毘
古
那
の
神
（
少
彦
名
の
命
）
は
、
海
の
彼
方
か

ら
天
の
羅
摩
の
船
に
乗
っ
て
こ
の
国
に
寄
り
来
、
大
国
主
命
の
国
作

り
を
助
け
た
後
に
「
常
世
国
」
に
帰
っ
て
行
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。 

注
１
５ 

『
和
漢
三
才
図
会
』 

巻
之
十
六 

芸
能
の
項
参
照
。 

 
 
 
 

江
戸
中
期
、
寺
島
良
安
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
日
本
の
類
書
（
百
科
事

典
）
正
徳
二
（
１
７
１
２
）
年
成
立
。 

注
１
６ 

植
垣
節
也
編
『
風
土
記
』 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
『
摂
津
国

風
土
記
』
逸
文 

４
２
４
頁 

小
学
館 

２
０
０
６
年 

 

注
１
７ 

法
橋
顕
昭
『
古
今
集
序
註
』（
『
群
書
類
従
』
巻
第
二
百
八
十
六
所
収
）

『
古
今
集
序
註
』
は
『
古
今
集
註
』
と
、
も
と
は
一
つ
の
も
の
。

寿
永
二
（
一
一
八
三
）
成
立
。 

注
１
８ 

佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻 

『
石
見
女
式
』
十
三

頁 

風
間
書
房 

昭
和
４
７
年 

 
 
 
 

同 

『
歌
経
標
式
』
宝
亀
三
（
７
７
２
）
年
成
立
。『
和
歌
式
』
は
『
孫

姫
式
』
と
言
わ
れ
１
０
世
紀
後
半
に
成
立
。 

注
１
９ 

佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻 

『
俊
頼
髄
脳
』
１
９

４
～
１
９
５
頁 

風
間
書
房 

昭
和
４
７
年 

１
１
１
２
年
成
立
か
。 

注
２
０ 

佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻
『
奥
義
抄
』
３
４
９
～

３
５
０
頁 

風
間
書
房 

昭
和
４
７
年 

１
１
２
４
～
１
１
４
４
年

成
立
。 

 
 
 
 

「
衣
通
姫 

序
云 

 
 
 
 

日
本
紀
云
、
稚
渟
毛
二
岐
皇
子
の
女
な
り
。
允
恭
天
皇
八
年
春
二
月

藤
原
に
お
は
し
ま
し
て
ひ
そ
か
に
そ
ど
ほ
り
姫
の
ふ
み
を
見
た
ま
ふ
。 

 
 
 
 
 

此
夕
、
衣
通
姫
み
か
ど
を
恋
ひ
た
て
ま
つ
り
て
ひ
と
り
ゐ
た
り
。

み
か
ど
の
み
ま
す
る
こ
と
を
し
ら
ず
し
て
よ
む
歌 

 
 
 
 
 
 

わ
が
せ
こ
が
く
べ
き
よ
ひ
な
り
さ
ゝ
が
に
の
く
も
の
ふ
る
ま
ひ

か
ね
て
し
る
し
も 



 
 
 
 

住
吉
の
社
は
四
社
お
は
し
ま
す
。
南
社
は
此
衣
通
姫
也
。
玉
津
島
明 

神
と
申
す
也
と
ぞ
津
守
国
基
は
将
作
に
語
り
申
し
け
る
」 

 
 
 

住
吉
と
玉
津
島
が
混
同
さ
れ
、
共
に
歌
の
神
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
、
片
桐
洋
一
氏
は
「
和
歌
神
と
し
て
の
住
吉
の
神
―
そ
の
成
り

立
ち
と
展
開
―
」
と
い
う
論
文
で
、「
私
は
玉
津
島
神
社
が
和
歌
の
浦

に
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
祭
神
に
神
功
皇
后
と
衣
通
姫
を
加
え
て
津

守
国
基
が
住
吉
第
四
の
社
に
勧
請
し
、
海
上
安
全
の
神
で
あ
る
住

𠮷𠮷

明
神
を
和
歌
の
神
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の

で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。 

注
２
１ 

拙
稿
「
衣
通
姫
の
流
れ
―
￤
小
野
小
町
へ
」
『
甲
南
国
文
』
第
６

３
号 

甲
南
女
子
大
学
国
文
学
会 

２
０
１
６
年 

 
 
 
 
 

『
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
。
（
抜
粋
） 

注
２
２ 

植
垣
節
也
編
『
風
土
記
』 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
『
土
左
国

風
土
記
』
逸
文 

５
１
６
頁 

小
学
館 

２
０
０
６
年 

 

注
２
３ 

植
垣
節
也
編
『
風
土
記
』 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
『
豊
後
国

風
土
記
』
逸
文 

５
５
０
頁 

小
学
館 

２
０
０
６
年 

 

注
２
４ 

植
垣
節
也
編
『
風
土
記
』 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
『
伊
予
国 

 

 
 
 
 

風
土
記
』
逸
文 

５
１
１
頁 

小
学
館 

２
０
０
６
年 

 
 

 
 

 

「
万
葉
集
一
三
一
五
の
作
者
未
詳
歌
に
『
湯
の
郡
』
の
条
に
、
神

功
皇
后
が
仲
哀
天
皇
と
共
に
伊
予
国
に
立
ち
寄
っ
た
と
あ
り
、
そ

の
時
の
歌
と
し
て
仮
託
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
」
と

頭
注
あ
り
。 

注
２
５ 

倉
林
正
次
『
饗
宴
の
研
究
（
祭
祀
編
）
』
６
８
３
～
７
３
７
頁 

桜
楓

社 

昭
和
６
２
年 

注
２
６ 

『
滋
賀
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系
２
５
「
坂
田
郡
」
の
項 

平
凡
社 

１
９
９
１
年 

 

坂
本
太
郎
・
平
野
邦
雄
監
修
『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』「
息
長
氏
」

の
項 

吉
川
弘
文
館 

 

平
成
２
年 

注
２
７ 

桜
井
満
『
古
代
伝
承
の
世
界
』「
神
功
皇
后
―
―
海
を
渡
る
―
―
」
８

３
～
９
４
頁 

お
う
ふ
う 

平
成
１
２
年 

注
２
８ 

桜
井
満
『
古
代
伝
承
の
世
界
』「
神
功
皇
后
の
渡
海
前
後
」
２
７
３
～

２
７
９
頁 

お
う
ふ
う 

平
成
１
２
年 



注
２
９ 

斎
藤
慎
一
郎
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史 

蜘
蛛
』
「
諸
橋
『
大
漢
和
』

に
蜘
蛛
を
覗
く
」
１
８
４
～
１
８
５
頁 

法
政
大
学
出
版
局 

２
０

０
２
年 

 

 
諸
橋
『
大
漢
和
』
巻
十 

４
３
～
４
４
頁 

「
蜘
蛛
珠
」
の
項 

注
３
０ 

注
２
９ 

諸
橋
『
大
漢
和
』
巻
十 

４
３
～
４
４
頁
に
同
じ
。 

 
 
 
 

『
癸
辛
雑
識
』（
き
し
ん
ざ
っ
し
き
）
南
宋
時
代
末
～
元
初 

周
密
（
１

２
３
２
～
１
２
９
８
）
が
撰
述
し
た
も
の
。 

注
３
１ 

注
２
９ 

諸
橋
『
大
漢
和
』
巻
十 

４
３
～
４
４
頁
に
同
じ
。 

 
 
 
 

『
易
林
』
前
漢
の
宣
帝
（
Ｂ
Ｃ
８
０
）
の
頃
に
、
易
学
者 

孟
喜
（
も

う
き
）
が
『
周
易
』
に
暦
を
配
置
し
た
の
が
最
初
。
弟
子
、
焦
延
壽

（
し
ょ
う
え
ん
じ
ゅ
）
の
『
焦
氏
易
林
』
に
な
っ
て
、
そ
の
弟
子
、

京
房
（
け
い
ぼ
う
）
の
『
京
房
易
』
な
ど
が
で
き
「
断
易
」
の
こ
と

が
「
五
行
易
」
と
な
る
。 

注
３
２ 

森
朝
男
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
』「
歌
垣
を
揺
れ
曳
く
宴
―
額
田
王
の
解

読
」
２
４
～
３
３
頁 

有
精
堂 

１
９
８
８
年 

 

 

そ
の
他
参
考
文
献 

Ａ 

下
中
彌
三
郎
編
『
神
道
大
辞
典
』
第
二
巻 

昭
和
５
６
年
複
製
第
九
刷 
臨 

川
書
店 

Ｂ 

村
瀬
憲
夫
・
三
木
雅
博
・
金
田
圭
弘
『
和
歌
の
浦
の
誕
生 

古
典
文
学
と 

玉
津
島
社
』
２
０
１
６
年 

清
文
堂 

Ｃ 

岡
本
堅
次
『
神
功
皇
后
』
日
本
歴
史
学
会
編
集 

吉
川
弘
文
館 

Ｃ 

伊
野
部
重
一
郎
『
記
紀
と
古
代
伝
承
』 

昭
和
６
１
年 

吉
川
弘
文
館 

  

こ
の
論
文
は
、
平
成
十
六
年
の
古
代
研
究
会
三
月
例
会
に
て
「
和
歌
三
神 

に
つ
い
て
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
下
敷
き
に
、
同
年
古
事
記
学 

会
四
月
例
会
に
お
い
て
、
同
じ
く
「
和
歌
三
神
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
口
頭 

発
表
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
玉
津
島
の
祭
神
に
絞
っ
て
考
察
、
加
筆
し
た
も
の 

で
あ
る
。
各
席
上
、
貴
重
な
ご
質
問
、
ご
教
示
、
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
白 

江
恒
夫
先
生
、
ま
た
菅
野
雅
夫
先
生
、
嵐
義
人
先
生
、
多
田
元
先
生
は
じ
め
、 

皆
様
方
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
折
に
示
し
て
い
た
だ
い
た
課 

題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
考
察
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 


