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史
か
ら
見
た
万
葉

「
五
節
舞
姫
を
見
て
よ
め
る
」
と
題
す
こ
の
歌
は
、
作
者
か
ら
す
る
と
、

平
安
初
期
、
仁
明
天
皇
（
八
三
四
～
八
五
○
）
の
新
嘗
な
い
し
大
嘗
祭
の

折
り
に
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

百
人
一
首
の
遍
昭
（
宗
貞
、
出
家
）
歌
と
し
て
周
知
で
あ
る
が
、
古
今

六
帖
「
雑
風
」
に
収
ま
り
、
二
世
紀
に
は
和
漢
朗
詠
集
「
妓
女
」
に
採

ら
れ
、
後
々
ま
で
貴
族
の
間
の
う
た
い
物
と
し
て
も
享
受
さ
れ
て
い
る
の

を
知
る
。
ま
た
鍋
島
家
本
「
東
遊
歌
（
裏
書
き
ご
に
「
倭
歌
」
と
し
て
載

せ
（
た
だ
し
五
句
「
し
ま
ら
と
ど
め
む
」
）
、
注
し
て

世
の
大
歌
と
称
す
る
も
の
、
其
の
類
尤
も
多
け
れ
ば
、
唯
だ
-
首
を

称
ぐ
。
其
の
音
同
じ
き
に
依
り
て
な
り
。

（１）

と
あ
る
。
一
二
世
紀
頃
に
は
、
二
月
新
嘗
祭
に
五
節
舞
に
な
ら
ん
で
行

な
わ
れ
る
「
大
歌
」
の
歌
詞
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら

れる。こ
の
歌
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
平
安
朝
の
宮
廷
人
た
ち
の
口
に
記
憶
さ

舞
姫
恋
歌

ｌ
歌
垣
か
ら
見
た
宮
廷
Ｉ

天
つ
風
雲
の
通
ひ
路
ふ
き
と
ぢ
よ
を
と
め
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
む

（
古
今
・
雑
歌
上
、
良
岑
宗
貞
）

１

れ
、
歌
曲
の
歌
詞
に
成
し
て
ま
で
享
受
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

「
五
節
舞
」
と
い
う
、
宮
廷
行
事
に
関
連
し
た
歌
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の

大
き
な
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
行
事
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
る
舞
姫
を
こ
の

世
の
も
の
な
ら
ぬ
天
女
に
見
立
て
る
趣
向
は
、
貴
族
た
ち
が
心
待
ち
に
し
、

賛
を
傾
け
て
仕
立
て
あ
げ
た
晴
れ
舞
台
の
、
変
遷
し
て
ゆ
く
「
今
め
か
し
」

さ
に
そ
の
都
度
マ
ッ
チ
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
、
「
大
歌
」
に
ま
で
適
用
で
き
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
の
歌
が
讃

め
歌
と
し
て
、
万
葉
集
の
次
の
よ
う
な
歌
群
に
連
な
る
し
く
み
を
有
し
て

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

藤
原
の
大
宮
つ
か
へ
あ
れ
つ
ぐ
や
処
女
が
友
は
と
も
し
き
る
か
も

（万葉１五三、未詳）

大
夫
は
御
猟
に
立
た
し
未
通
女
ら
は
赤
裳
す
そ
引
く
清
き
浜
ぴ
を

（同６一○○一、赤人）

住
吉
の
出
見
の
浜
の
柴
な
刈
り
そ
ね
未
通
女
ら
が
赤
裳
の
下
の
濡

れ
て
往
く
見
む
（
同
７
一
二
七
四
、
人
麻
呂
歌
集
）

い
づ
れ
も
「
雑
歌
」
に
分
類
さ
れ
、
宗
貞
歌
と
同
様
に
ヲ
ト
メ
を
よ
み

こ
む
。
こ
れ
ら
万
葉
歌
の
ヲ
ト
メ
は
森
朝
男
氏
が
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
」

と
み
な
さ
れ
た
、
「
大
宮
人
」
「
処
女
」
「
大
夫
」
な
ど
の
歌
こ
と
ば
の
類
と

猪
股
と
き
わ
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考
え
ら
れ
よ
う
。
森
氏
に
よ
れ
ば
、
行
幸
や
宴
の
場
で
大
宮
人
や
大
夫
・

ヲ
ト
メ
ら
の
姿
を
描
き
だ
す
と
こ
ろ
に
は
、
不
特
定
の
奉
仕
者
団
体
全
体

を
代
弁
な
い
し
第
三
者
的
に
叙
述
し
て
「
究
極
的
に
は
そ
の
行
幸
の
本
主

た
る
天
皇
を
讃
え
、
天
皇
の
行
幸
そ
の
も
の
を
祝
う
」
、
と
い
う
「
宮
廷
歌

（２）

人
の
表
現
の
型
式
」
が
認
め
ら
れ
た
。

い
ま
古
今
集
の
宗
貞
歌
も
、
舞
姫
を
天
女
に
比
し
て
讃
め
、
「
を
と
め
の

姿
し
ば
し
と
ど
め
む
」
、
と
ヲ
ト
メ
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
を
惜
し
ん

で
、
ひ
い
て
は
五
節
舞
の
場
そ
の
も
の
、
な
い
し
は
こ
の
場
の
「
本
主
」

た
る
天
皇
を
、
は
る
か
な
雲
居
へ
と
高
め
讃
め
た
た
え
る
も
の
、
と
考
え

られる。
宗
貞
歌
が
万
葉
以
来
の
宮
廷
讃
歌
の
「
型
式
」
を
ふ
ま
え
て
い
た
こ
と
。

こ
こ
に
は
、
万
葉
の
「
雑
歌
」
か
ら
古
今
の
「
雑
歌
」
へ
の
た
し
か
な
連

な
り
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
当
歌
が
宮
廷
の
中
で
延
々
と

伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
根
幹
に
か
か
わ
る
要
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ったか。
と
こ
ろ
が
、
「
天
つ
風
」
の
歌
の
次
に
並
べ
て
古
今
に
収
め
ら
れ
た
、
源

融
の
五
節
歌
と
の
関
連
で
考
え
る
と
、
讃
歌
は
に
わ
か
に
も
う
一
つ
の
相

貌
を
帯
び
て
く
る
。

五
節
の
朝
に
、
善
の
玉
の
落
ち
た
り
け
る
を
見
て
、
誰
が
な
ら
む

と
と
ぶ
ら
ひ
て
よ
め
る

主
や
誰
問
へ
ど
白
玉
言
は
な
く
に
さ
ら
ば
な
く
て
や
あ
は
れ
と
思
は

む
（
古
今
、
雑
歌
上
、
河
原
左
大
臣
）

五
節
舞
姫
全
員
に
等
し
く
「
あ
は
れ
」
と
心
動
か
さ
れ
た
、
そ
れ
ほ
ど

に
舞
姫
た
ち
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
、
と
い
う
の
も
ヲ
ト
メ
集
団
全
体
を
第

三
者
的
に
讃
め
る
万
葉
歌
と
通
じ
て
い
よ
う
。
一
方
で
、
「
主
や
誰
」
と
管

の
主
の
名
前
を
問
う
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
女
の
名
前
を
直
接
問
い
掛

け
る
歌
垣
歌
を
連
想
さ
せ
る
。
舞
姫
を
あ
た
か
も
恋
愛
の
対
象
た
る
ヲ
ト

メ
と
し
て
眺
め
る
「
異
性
」
の
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ふ
り
か

え
っ
て
、
「
を
と
め
の
姿
」
を
惜
し
む
宗
貞
歌
に
、
歌
垣
に
ま
で
つ
ら
な
る

恋
愛
の
要
素
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
。

宗
貞
歌
の
誕
生
し
た
仁
明
朝
は
、
古
代
前
期
か
ら
後
期
へ
の
大
き
な
変

動
期
で
あ
っ
た
。
こ
う
指
摘
す
る
小
島
菜
温
子
氏
に
よ
る
と
、
五
節
舞
の

儀
は
仁
明
朝
の
「
秘
儀
」
を
経
て
、
文
徳
か
ら
清
和
朝
に
あ
ら
た
な
制
度

化
が
は
か
ら
れ
た
ら
し
い
。
仁
明
朝
の
宗
貞
歌
の
「
神
々
し
い
ま
で
の
エ

ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
発
現
」
に
対
し
て
、
男
性
か
ら
の
「
異
性
へ
の
ま
な
ざ

し
」
を
特
色
と
す
る
源
融
歌
は
、
宗
貞
歌
よ
り
一
世
代
後
の
、
貞
観
期
（
清

和
朝
）
の
も
の
で
あ
っ
た
。
「
二
首
の
落
差
は
ま
た
、
五
節
を
め
ぐ
る
時
代
（３）

の
格
差
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
小
島
氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

氏
の
論
に
導
か
れ
つ
、
当
論
で
歌
の
側
か
ら
語
り
な
お
す
こ
と
を
試
み

る
な
ら
ば
、
融
の
歌
は
、
実
は
讃
歌
、
そ
れ
も
長
歌
で
は
な
く
、
短
歌
形

式
の
宮
廷
の
讃
め
歌
が
は
ら
み
つ
づ
け
て
き
た
歌
垣
的
な
要
素
を
、
「
秘

儀
」
の
場
か
ら
歌
の
場
へ
と
ふ
た
た
び
引
き
出
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
、
宗
貞
の
作
歌
も
、
仁
明
天
皇
そ
の

人
が
、
歌
垣
で
舞
う
ヲ
ト
メ
と
の
し
ば
し
の
交
歓
を
惜
し
む
恋
歌
と
よ
む

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歌
垣
に
立
つ
王
と
し
て
の
仁
明
天
皇
。
そ
れ
が
い
か
に
も
「
異
端
」
的

で
あ
る
の
は
、
歌
垣
の
場
が
決
し
て
記
紀
神
話
的
な
高
天
原
の
神
々
を
根

拠
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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ま
ず
は
、
古
今
の
「
を
と
め
の
姿
」
の
、
時
代
に
即
し
た
相
貌
を
た
ど

っ
て
み
よ
う
。

宗
貞
歌
の
ヨ
を
と
め
』
は
、
舞
姫
を
天
女
に
見
立
て
た
も
の
」
と
い
わ

（４）
れ
る
。
「
天
女
」
と
は
、
「
ひ
と
し
ほ
も
染
む
く
き
物
か
紫
の
雲
よ
り
ふ
れ

る
を
と
め
な
り
と
も
」
（
字
津
保
物
語
「
菊
の
宴
」
）
な
ど
の
ヲ
ト
メ
と
と

と
も
に
、
仏
典
に
登
場
す
る
吉
祥
天
女
や
弁
財
天
女
、
天
上
の
音
楽
を
か

な
で
雲
居
を
舞
う
妓
楽
天
女
の
姿
を
想
起
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
仁
明
天
皇
の
御
世
に
は
「
天
」
と
こ
の
世
を
通
う
と
い
う
意
味

で
の
「
天
つ
女
（
あ
ま
つ
め
）
」
は
、
仏
教
の
経
典
や
仏
教
美
術
に
表
さ
れ

た
も
の
ば
か
り
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。

仁
明
天
皇
の
四
○
の
賀
に
、
興
福
寺
の
大
法
師
ら
が
四
○
体
の
聖
像
を

造
作
し
奉
っ
て
い
る
（
続
後
紀
）
。
こ
れ
に
添
え
た
長
歌
に
み
え
る
「
天
つ

女
」
は
、
紫
雲
を
た
な
び
か
せ
飛
び
行
く
浦
島
の
女
も
、
領
巾
衣
を
着
て

飛
び
去
る
吉
野
の
熊
志
禰
の
女
も
、
仏
典
の
天
女
と
い
う
よ
り
は
、
不
老

長
寿
と
結
び
つ
き
、
神
仙
の
女
の
相
貌
を
帯
び
て
い
た
。

…
：
そ
が
中
に
大
海
の
白
波
分
け
て
常
世
島
国
な
し
た
て

て
到
り
住
み
聞
き
見
る
人
は
万
代
の
命
を
延
べ
つ
故
事

に
言
ひ
つ
ぎ
来
た
る
澄
の
江
の
淵
に
釣
せ
し
皇
の
民
浦

島
の
子
が
天
つ
女
に
釣
ら
れ
来
た
り
て
紫
の
雲
涯
引
き
て

片
時
に
将
て
飛
び
ゆ
き
て
是
ぞ
こ
の
常
世
の
国
と
語
ら
ひ

て
七
日
経
し
か
ら
限
り
な
く
命
あ
り
し
は
こ
の
島
に
こ

そ
あ
り
け
ら
し
み
吉
野
に
あ
り
し
熊
志
禰
天
つ
女
の
来
た

り
通
ひ
て
そ
の
後
は
誼
か
が
ふ
り
て
砒
礼
衣
著
て
飛
び
に
き

２

と
い
ふ
こ
れ
も
ま
た
こ
の
島
の
根
の
人
に
こ
そ
あ
り
き
と

言
ふ
な
れ
…
（
続
後
紀
、
嘉
祥
二
年
）

浦
島
子
は
「
天
つ
女
」
と
と
も
に
飛
び
行
き
、
七
日
常
世
の
国
で
過
ご

し
た
だ
け
で
限
り
な
い
命
を
得
、
熊
志
禰
の
も
と
に
は
「
天
つ
女
」
が
舞

降
り
飛
び
去
っ
た
。
「
聞
き
見
る
人
は
万
代
の
命
を
延
べ
つ
」
と
あ
る
か
ら
、

熊
志
禰
も
長
寿
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
故
事
」
の
あ
っ
た
国

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
仁
明
朝
は
万
代
で
あ
る
。
仁
明
天
皇
自
身
も
、
故
事
と

と
も
に
常
世
の
「
天
つ
女
」
ら
の
像
を
献
上
さ
れ
、
「
聞
き
見
る
人
」
と
な

っ
て
長
寿
を
約
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

僧
た
ち
は
、
決
し
て
無
常
の
理
を
説
い
た
り
、
嘆
じ
て
み
せ
た
り
は
し

な
い
。
四
○
の
賀
を
祝
い
、
延
命
を
祈
祷
し
て
「
金
剛
寿
命
陀
羅
尼
経
四

○
巻
」
の
写
経
・
四
万
八
千
巻
の
転
読
と
と
も
に
、
右
の
長
歌
や
像
を
献

上
し
た
。
仏
教
の
上
で
の
延
命
呪
法
は
、
呪
法
の
当
事
者
た
る
僧
た
ち
の

認
識
の
中
で
、
不
老
長
寿
の
神
仙
観
と
密
接
不
可
分
に
か
ら
ま
り
あ
う
の

（５）

だ
っ
た
。
仁
明
朝
が
、
天
皇
自
身
、
神
仙
思
想
に
深
く
傾
倒
し
、
天
皇
み

ず
か
ら
身
体
へ
の
仙
薬
の
摂
取
を
実
践
す
る
「
神
仙
志
向
の
突
出
す
る
、

異
端
的
な
時
代
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
小
島
菜
温
子
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
「
異
端
的
」
な
事
態
が
、
な
る
ほ
ど
こ
の
興
福
寺
僧

の
長
歌
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。

宗
貞
歌
が
誕
生
し
た
当
時
の
「
を
と
め
の
姿
」
に
は
、
天
皇
四
○
の
賀

の
、
飛
来
す
る
吉
野
の
「
天
つ
女
」
そ
の
ま
ま
の
よ
う
な
、
神
仙
の
女
の

相
貌
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
。
む
ろ
ん
羽
衣
を
着
て
空
を
飛
ぶ
仙
女
の
像

と
、
天
衣
を
纏
っ
て
天
空
を
往
く
仏
画
の
天
女
と
が
「
天
つ
女
」
の
認
識

の
も
と
混
清
し
あ
う
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
。

も
う
一
つ
、
天
皇
と
か
か
わ
る
神
仙
の
女
の
姿
が
、
ほ
か
で
も
な
い
五
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節
舞
の
起
源
伝
承
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
年
中
行
事
秘
抄
「
五
節
舞
参
入

並
び
に
帳
台
試
の
事
」
に
、
「
本
朝
月
例
に
云
は
く
」
（
平
安
中
期
頃
）
と

し
て
掲
載
さ
れ
る
も
の
。
仁
明
朝
よ
り
下
る
が
、
年
中
行
事
を
記
す
書
の

性
格
や
、
琴
歌
譜
と
い
、
７
大
歌
所
の
歌
謡
テ
キ
ス
ト
に
も
二
月
節
の
歌

と
し
て
所
収
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
奈
良
朝
末
か
ら
平
安
初
頭
に
は
成
立

し
て
い
た
と
す
る
説
に
従
う
こ
と
が
で
き
魂
。
現
代
語
訳
し
て
引
く
。

五
節
舞
は
、
浄
御
原
天
皇
が
お
製
り
に
な
っ
た
。
相
い
伝
え
て
云
う

に
は
、
天
皇
が
吉
野
宮
に
御
さ
れ
、
日
暮
に
琴
を
お
弾
き
に
な
ろ
う

と
試
楽
さ
れ
て
い
る
と
、
前
の
峰
の
下
よ
り
雲
気
た
ち
ま
ち
に
起
こ

り
、
「
高
唐
の
神
女
」
の
ご
と
き
が
髻
潔
と
し
て
あ
ら
わ
れ
曲
に
応
じ

て
舞
っ
た
。
た
だ
天
皇
の
み
に
見
え
て
他
の
人
に
は
見
え
な
か
っ
た
。

袖
を
挙
げ
る
こ
と
五
回
で
あ
っ
た
の
で
、
「
五
節
」
と
い
う
云
々
。
其

の
歌
に
日
う
こ
と
に
は
、

を
と
め
ど
も
、
を
と
め
さ
び
す
も
、
か
ら
た
ま
を
、
た
も
と
に

ま
か
し
、
を
と
め
さ
び
す
も

天
武
天
皇
が
見
た
「
高
唐
の
神
女
」
の
舞
姿
を
写
し
た
の
が
今
の
五
節

舞
で
あ
り
、
五
節
舞
の
歌
「
を
と
め
ど
も
、
を
と
め
さ
び
す
も
：
…
」
は

「
神
女
」
の
よ
う
な
今
の
舞
姫
を
讃
め
る
宮
廷
歌
謡
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の

伝
承
は
如
実
に
か
た
る
。
「
か
ら
た
ま
を
、
た
も
と
に
ま
か
し
」
の
歌
詞
に

描
か
れ
た
舞
姫
の
装
飾
、
「
唐
玉
」
は
「
高
唐
」
の
神
女
の
証
と
さ
へ
受
け

と
め
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
宗
貞
歌
の
「
を
と
め
」
が
、
直
接
こ
の
五

節
舞
歌
謡
の
歌
詞
を
ふ
ま
え
た
こ
と
は
、
有
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
古
今
の
「
を
と
め
の
姿
」
は
仙
女
と
し
て
異
人
種

的
な
相
貌
ま
で
も
帯
び
て
く
る
。
そ
う
い
え
ば
「
を
と
め
」
の
帰
路
た
る
（７）

「
雲
の
か
よ
ひ
路
」
は
、
「
漢
語
『
雲
路
』
に
当
た
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
起
源
伝
承
で
最
も
注
意
さ
れ
る
の
は
、
神
女
の
舞
姿

が
、
天
武
天
皇
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
（
「
独
入
天
唯
、
他
人
無
見
」
）
と

の
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
故
事
の
霊
妙
さ
を
表
す
ば
か
り
で
は
あ

うｏ→よい。
仙
女
は
天
皇
が
御
手
づ
か
ら
弾
く
琴
の
音
色
に
吊
ら
れ
て
不
思
議
な
雲

と
と
も
に
出
現
し
た
。
女
の
出
現
と
と
も
に
吉
野
の
宮
は
さ
な
が
ら
神
仙

世
界
の
様
相
を
呈
す
る
。
が
、
そ
の
世
界
は
琴
弾
き
の
当
事
者
た
る
天
皇

と
神
女
と
の
、
た
だ
二
人
で
構
成
さ
れ
る
密
や
か
な
世
界
で
あ
り
、
舞
姫

を
「
見
る
」
こ
と
の
で
き
る
の
は
本
来
天
皇
だ
け
な
の
だ
、
と
起
源
伝
承

は
か
た
っ
て
い
る
の
だ
。

と
な
れ
ば
「
を
と
め
ど
も
、
を
と
め
さ
び
す
も
、
…
・
・
」
と
唐
玉
を
手

に
巻
く
舞
姿
を
う
た
い
、
舞
を
讃
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
天
皇
そ
の

人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本
朝
月
例
を
引
用
し
た
年
中

行
事
秘
抄
は
、
「
を
と
め
ど
も
、
を
と
め
さ
び
す
も
」
の
五
節
舞
の
歌
を
決

し
て
「
御
歌
」
、
天
皇
の
う
た
っ
た
歌
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
読

め
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
本
朝
月
例
を
引
く
書
に
は
明
ら
か
に
「
其

の
時
帝
御
歌
を
よ
み
給
へ
り
」
（
御
代
始
抄
）
な
ど
と
天
武
の
作
に
擬
す
の

は
、
宮
廷
歌
謡
の
起
源
語
り
と
し
て
、
十
分
起
こ
り
得
る
こ
と
な
の
だ
。

そ
し
て
吉
野
宮
で
天
皇
が
琴
を
弾
き
、
女
が
舞
い
、
女
の
舞
姿
を
見
て

天
皇
が
う
た
う
、
五
節
舞
起
源
伝
承
そ
っ
く
り
の
伝
承
が
、
よ
り
古
く
は

今
日
、
和
歌
と
し
て
き
わ
め
て
日
本
的
な
優
雅
さ
を
か
も
し
て
い
る
か
に

み
え
る
僧
正
遍
昭
の
歌
は
、
仁
明
朝
の
「
異
端
」
の
中
に
あ
っ
て
、
大
陸

の
風
を
お
お
い
に
受
け
止
め
て
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

３
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雄
略
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

雄
略
天
皇
が
吉
野
の
宮
に
行
幸
し
、
吉
野
川
の
浜
に
有
っ
た
「
形
姿
美

麗
」
な
「
童
女
」
と
「
婚
」
し
て
、
宮
に
帰
っ
た
。
後
に
ま
た
吉
野
に
行

幸
し
て
そ
の
「
童
女
」
の
遇
っ
た
所
に
留
ま
り
、

其
処
に
大
御
呉
床
を
立
て
、
そ
の
御
呉
床
に
坐
し
ま
し
て
、
御
琴
を

弾
か
し
て
、
そ
の
嬢
子
に
舞
せ
し
め
た
ま
ひ
き
。
か
れ
そ
の
嬢
子
好

く
舞
へ
る
に
よ
り
て
、
御
歌
作
し
た
ま
ひ
き
。
そ
の
歌
、

あ
ぐ
ら
ゐ
の
か
み
の
み
て
も
ち
ひ
く
こ
と
に
ま
ひ
す
る
を

み
な
と
こ
よ
に
も
か
も

「
か
み
の
み
て
も
ち
ひ
く
こ
と
に
」
と
、
琴
弾
き
の
動
作
を
三
人
称
的

に
叙
事
し
て
い
て
も
、
神
た
る
雄
略
天
皇
自
身
の
「
御
作
」
と
し
て
当
然

の
ご
と
く
納
得
す
る
神
話
的
論
理
が
、
こ
こ
に
は
働
い
て
い
る
。
「
か
み
」

の
手
に
よ
っ
て
弾
く
琴
に
こ
そ
舞
姫
は
現
わ
れ
、
「
か
み
」
の
歌
声
に
よ
っ

て
こ
そ
舞
姫
は
舞
っ
た
。
「
あ
ぐ
ら
ゐ
の
」
の
歌
は
い
わ
ば
「
神
の
自
叙
」

で
あ
り
、
「
神
」
自
身
が
自
ら
と
聖
な
る
結
婚
を
遂
げ
る
べ
き
「
巫
女
」
を

讃
め
る
歌
と
み
る
こ
と
が
で
き
魂
。

舞
人
が
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ヲ
ト
メ
で
あ
る
こ
と
を
称
賛
さ
れ
る

の
は
彼
女
た
ち
が
舞
を
見
る
者
に
と
っ
て
の
聖
な
る
求
愛
の
対
象
だ
っ
た

か
ら
な
の
だ
。
宗
貞
の
歌
も
ま
た
、
作
者
名
を
伏
せ
れ
ば
そ
の
ま
ま
天
皇

自
身
の
歌
と
よ
む
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
宗
貞
歌
の
「
を
と
め
」
が
、

五
節
舞
の
歌
謡
を
引
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

天
つ
風
雲
の
通
ひ
路
吹
き
と
じ
よ
を
と
め
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
む

こ
の
歌
は
「
神
」
た
る
天
皇
自
身
が
、
「
神
婚
」
の
相
手
た
る
巫
女
を
讃

め
る
型
式
に
連
な
っ
て
い
る
。
仁
明
天
皇
が
巫
女
を
、
聖
な
る
結
婚
の
場

に
瞬
時
で
も
引
き
止
め
て
お
こ
う
と
し
た
歌
と
よ
め
る
。

さ
き
に
森
朝
男
氏
の
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
」
を
援
用
し
、
天
皇
へ
の

奉
仕
者
を
描
写
し
て
、
そ
の
場
な
い
し
そ
の
場
の
「
本
主
」
た
る
天
皇
を

讃
め
る
宮
廷
讃
歌
の
型
式
を
ふ
ま
え
る
も
の
、
と
述
べ
た
。
た
し
か
に
そ

う
な
の
だ
が
、
天
皇
（
神
）
を
讃
め
る
こ
と
が
、
反
転
し
て
天
皇
（
神
）

自
身
の
「
自
叙
」
と
な
る
と
い
う
し
く
み
は
、
歌
を
よ
む
と
き
に
つ
き
も

の
で
も
あ
っ
た
。
古
橋
信
孝
氏
に
よ
れ
ば
、
歌
を
う
た
う
と
き
、
う
た
い

（９）

手
は
「
共
同
性
」
す
な
わ
ち
「
神
」
の
側
に
転
位
す
る
、
と
い
う
。
宗
貞

歌
が
、
「
異
端
」
の
時
代
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
後
々
ま
で
平
安
宮
廷
の
中
で

う
た
わ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
単
に
仁
明
朝
へ
の
讃
歌
で
あ
る

こ
と
を
超
え
て
、
平
安
宮
廷
の
「
共
同
性
」
な
る
も
の
へ
リ
ン
ク
し
、
「
共

同
性
」
を
常
に
造
り
出
し
続
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
仁
明
朝
の
五
節
舞
姫
の
「
姿
」
か
ら

す
れ
ば
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
「
天
」
へ
と
帰
る
べ
き
異
人
種
的
な
ま
で
の
存

在
は
、
天
皇
で
は
な
く
舞
姫
の
側
で
あ
る
。
歌
で
「
讃
め
る
」
こ
と
で
こ

そ
、
相
手
は
「
神
」
へ
と
高
め
ら
れ
、
よ
み
手
の
側
も
「
神
」
の
位
置
へ

と
転
位
す
る
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
こ
こ
で
こ
だ
わ
り
た

い
の
は
、
仁
明
朝
の
五
節
歌
の
場
合
、
天
皇
が
高
天
原
と
い
う
「
天
」
に

連
な
る
「
神
」
で
あ
る
こ
と
と
、
舞
姫
が
「
天
つ
女
」
た
る
「
神
」
で
あ

る
こ
と
と
は
、
同
じ
く
「
天
」
を
出
自
と
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
似
て

非
な
る
「
天
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

仁
明
天
皇
は
、
記
紀
神
話
的
な
高
天
原
と
は
異
質
な
「
天
」
を
神
仙
思

想
に
認
め
た
か
ら
こ
そ
、
効
果
の
未
だ
危
ぶ
ま
れ
る
、
未
だ
典
薬
寮
の
管

轄
外
の
仙
薬
を
、
摂
取
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

互
い
に
異
質
な
「
神
」
に
連
な
る
者
ど
う
し
が
向
き
合
い
、
男
が
「
を

と
め
の
姿
」
を
讃
め
る
歌
を
よ
む
ｌ
や
っ
と
、
歌
垣
と
の
連
な
り
の
糸
口
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「
か
み
の
を
と
こ
」
と
「
か
み
の
を
と
め
」
が
登
場
す
る
伝
承
が
、
常

陸
国
風
土
記
の
歌
垣
の
地
、
「
童
子
女
の
松
原
」
の
松
の
木
に
ま
つ
わ
っ
て

書
き
記
さ
れ
て
い
る
（
香
島
郡
）
。
二
人
は
別
々
の
土
地
の
「
か
み
」
を
祀

る
男
女
で
あ
っ
た
。

く
に
ひ
と

古
、
年
少
き
童
子
あ
り
き
。
｛
俗
、
加
味
乃
乎
止
古
・
加
味
乃
乎
止
売

と
い
ふ
｝
男
を
、
那
賀
の
寒
田
の
郎
子
と
称
ひ
、
女
を
海
上
の
安
是
の

嬢
子
と
号
く
。
…
：
蝿
歌
の
会
｛
俗
、
宇
太
我
岐
と
い
ひ
、
又
、
加
我

砒
と
い
ふ
｝
に
、
魑
遁
に
相
遇
へ
り
…
：

男
女
は
歌
を
う
た
い
交
わ
し
、
「
遊
の
場
」
を
避
け
て
松
の
下
で
「
手
携

は
り
、
膝
を
役
ね
、
懐
を
陳
べ
、
償
を
吐
」
き
、
夜
の
開
け
る
の
も
忘
れ

て
し
ま
っ
た
。
も
は
や
歌
垣
の
夜
が
尽
き
て
二
人
し
て
「
天
暁
日
明
」
に

曝
さ
れ
る
と
、
そ
の
ま
ま
「
松
樹
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
古
よ
り
名
付
け

ら
れ
た
郎
子
の
「
奈
美
松
」
、
嬢
子
の
「
古
津
松
」
は
今
に
ま
で
伝
わ
る
、

１とい箒７．
二
人
の
主
人
公
を
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
コ
・
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
メ
と
称
す
る
「
俗
」

に
つ
い
て
は
、
こ
の
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
神
に
つ
か
え
る
神
職
者
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
た
し
か
に
祭
祀
者
の

役
名
に
「
ヤ
ヲ
ト
メ
・
ヤ
ヲ
ト
コ
」
（
高
橋
氏
文
）
な
ど
が
あ
り
、
ヲ
ト
メ
・

ヲ
ト
コ
の
呼
称
と
共
同
体
の
神
祭
祀
の
場
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
そ
う

だ
。
だ
が
改
め
て
注
目
す
べ
き
は
、
二
人
が
出
身
地
を
異
に
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
男
女
が
神
職
者
で
あ
る
な
ら
、
男
は
那
賀
郡
寒
田
の
土
地
の
、

女
は
海
上
郡
安
是
の
土
地
の
、
由
来
を
異
に
す
る
別
々
の
神
を
祭
祀
し
て

が
開
い
て
き
た
で
あ
る
、
フ
か
。

４

（、）

い
た
は
ず
だ
。
歌
垣
は
、
異
な
る
共
同
体
の
神
を
祀
る
者
ど
う
し
の
出
会

い
に
こ
そ
起
源
付
け
ら
れ
て
い
た
。

カ
ミ
ノ
ヲ
ト
コ
・
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
メ
に
つ
い
て
は
、
別
の
考
え
方
も
で
き

る
。
こ
の
「
俗
」
の
言
葉
を
伝
え
る
の
は
、
歌
垣
の
行
な
わ
れ
る
海
辺
の

松
原
の
地
。
松
原
の
中
に
は
、
ナ
ミ
松
・
コ
ツ
松
と
い
う
（
夫
婦
木
の
よ

う
な
奇
形
の
木
か
）
が
立
っ
て
、
歌
垣
で
の
男
女
の
交
わ
り
が
そ
の
夜
の

間
だ
け
許
さ
れ
る
畏
怖
す
べ
き
タ
ブ
ー
で
あ
る
こ
と
を
刻
印
す
る
。
そ
し

て
ナ
ミ
松
・
コ
ツ
松
の
い
わ
れ
が
、
「
昔
、
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
コ
と
カ
ミ
ノ
ヲ
ト

メ
が
い
て
．
…
・
」
と
い
う
よ
う
に
か
た
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
カ
ミ
」
と

は
、
こ
の
歌
垣
に
立
つ
者
こ
そ
が
祀
る
、
男
女
一
対
の
「
カ
ミ
」
だ
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

一
夜
の
逢
瀬
を
遂
げ
、
子
孫
を
残
す
こ
と
も
な
く
木
に
変
化
し
て
し
ま

っ
た
男
女
神
の
話
は
、
一
共
同
体
の
内
部
の
へ
特
定
の
血
筋
が
伝
え
る
神

話
と
し
て
は
、
管
理
者
を
考
え
に
く
い
。
寒
田
郡
と
海
上
郡
と
の
中
間
地

点
、
境
の
地
に
立
つ
樹
木
に
ま
つ
わ
る
伝
説
な
ど
を
管
理
伝
承
す
る
の
は
、

共
同
体
の
司
祭
者
と
は
別
の
次
元
に
立
つ
者
の
仕
業
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
う
し
た
境
界
祭
祀
を
う
た
い
込
め
る
の
が
、
次
の
歌
で
あ
っ
た

ろ、７。
い
や
ぜ
る
の
あ
ぜ
の
こ
ま
つ
に
ゆ
ふ
し
で
て
わ
を
ふ
り
み
ゆ

も
あ
ぜ
こ
し
ま
は
も

郎
子
が
ヲ
ト
メ
ヘ
向
け
て
う
た
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
伝
承
の
主
人
公

の
歌
と
し
て
は
、
木
綿
を
垂
ら
し
て
「
振
る
」
祭
祀
の
叙
事
を
利
用
し
て
、

女
が
自
分
を
「
振
り
見
」
る
所
作
に
転
じ
、
あ
な
た
が
私
の
こ
と
を
こ
そ

「
見
」
た
の
を
し
っ
か
り
キ
ャ
ッ
チ
し
た
よ
、
と
い
う
歌
と
解
せ
よ
う
。

そ
の
時
「
あ
ぜ
の
こ
ま
つ
」
と
は
、
女
の
故
郷
た
る
安
是
の
地
に
立
つ
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松
と
な
ろ
う
か
。
だ
が
歌
垣
の
場
所
が
「
松
原
」
で
あ
り
、
ナ
ミ
松
・
コ

ツ
松
の
存
在
を
考
え
る
と
、
ど
う
も
、
現
在
歌
垣
の
場
に
生
え
る
安
是
の

ヲ
ト
メ
の
化
し
た
コ
ツ
松
を
う
た
う
と
解
す
く
き
ょ
う
に
思
わ
れ
る
。
コ

ツ
松
に
木
綿
を
垂
れ
て
振
る
と
は
、
御
神
木
た
る
コ
ツ
松
に
ま
つ
わ
る
祭

祀
を
叙
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
目
前
の
女
を
、
祭
祀
に
ま
つ
わ
る
伝
承

上
の
「
形
容
端
正
」
な
ヲ
ト
メ
と
見
な
し
て
「
あ
ぜ
こ
し
ま
」
と
呼
び
掛

け
る
。
歌
垣
の
場
に
伝
え
ら
れ
た
歌
に
は
、
歌
で
こ
の
場
に
ま
つ
わ
る
伝

承
を
語
り
つ
つ
、
現
在
の
男
女
を
伝
承
上
の
男
女
と
み
な
す
こ
と
で
「
讃

め
る
」
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
た
の
で
あ
る
。

カ
ミ
ノ
ヲ
ト
コ
の
歌
に
「
報
」
え
た
嬢
子
の
歌
。

、
う
し
を
に
は
た
た
む
と
い
へ
ど
な
せ
の
こ
が
や
そ
し
ま
が
く

り
わ
を
み
さ
ぱ
し
り
し

本
文
の
決
定
か
ら
問
題
の
あ
る
歌
だ
が
、
「
潮
に
は
立
た
む
」
も
「
八
十

島
隠
り
」
も
、
歌
垣
の
人
中
に
立
つ
様
を
表
し
て
い
る
と
い
う
土
橋
寛
氏

（Ⅱ）

の
説
に
従
え
る
。
そ
の
人
垣
の
中
か
ら
「
汝
背
の
子
」
が
「
我
」
こ
そ
を

選
ん
で
く
れ
た
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
は
汲
み
取
れ
る
。
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
コ
の

歌
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
後
の
世
の
ヲ
ト
コ
の
歌
と
し
て
も
そ
の
ま
ま
通
用

す
る
歌
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
コ
と
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
メ
の
歌

を
か
け
合
う
歌
垣
の
間
だ
け
、
人
々
は
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
と
成
る
こ
と
が

できた。
歌
垣
の
歌
が
男
女
の
間
の
贈
答
歌
の
切
り
返
し
表
現
や
反
語
、
椰
楡
な

ど
の
巧
み
さ
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
点
に
は
注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

以
上
の
よ
、
フ
に
男
女
の
間
で
互
い
に
相
手
が
立
派
な
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
で

あ
る
こ
と
を
「
讃
め
」
た
り
、
集
団
の
中
か
ら
こ
の
ヲ
ト
コ
こ
そ
、
こ
の

ヲ
ト
メ
こ
そ
と
選
び
出
す
歌
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な

い・他
に
一
例
だ
け
あ
げ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
次
の
問
答
歌
は
男
集
団
の
間

で
の
掛
け
合
い
で
あ
ろ
う
が
、
野
を
往
く
七
人
の
ヲ
ト
メ
の
中
か
ら
、
す

か
さ
ず
先
頭
の
一
人
の
ヲ
ト
メ
を
選
ぶ
。

や
ま
と
の
た
か
さ
じ
の
を
な
な
ゆ
く
を
と
め
ど
も
た
れ
を

し
ま
か
む

か
つ
が
つ
も
い
や
さ
き
だ
て
る
え
を
し
ま
か
む

（
神
武
記
、
一
五
・
一
六
）

「
七
行
く
」
は
、
地
の
文
に
は
「
七
媛
女
」
が
「
遊
び
行
く
」
と
記
さ

れ
て
お
り
、
ヲ
ト
メ
ど
う
し
・
ヲ
ト
コ
ど
う
し
群
れ
て
「
遊
行
」
す
る
所
（吃）

作
は
歌
垣
で
の
特
徴
的
な
歌
舞
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
、
旧
稿
に
述
べ
た
。

ヲ
ト
メ
・
ヲ
ト
コ
と
称
さ
れ
る
時
、
人
は
身
を
飾
り
た
立
て
て
共
同
体
の

外
へ
出
、
歌
垣
の
場
を
「
遊
行
」
す
る
状
態
に
あ
る
。
ヲ
ト
メ
、
と
呼
ぶ

だ
け
で
、
ヲ
ト
メ
と
し
て
の
身
繕
い
や
仕
草
を
想
起
さ
せ
る
、
称
賛
の
意

が
込
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
人
の
身
体
が
男
・
女
と
い
う
性
差
を
纏
う
こ

と
へ
の
称
賛
で
あ
る
。
ヲ
ト
メ
の
語
源
が
「
変
若
女
」
、
常
に
若
く
変
じ
て

老
い
る
こ
と
の
な
き
女
に
あ
る
と
し
た
の
は
折
口
信
夫
で
あ
っ
た
が
、
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
か
な
り
古
く
か
ら
ヲ
ト
メ
の
語
の
裏
側
に
は
人
が
常
に

性
的
存
在
で
あ
り
続
け
る
こ
と
の
困
難
さ
が
付
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
歌
で
こ
そ
関
係
を
作
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
た
寒
田
男
と
安

是
女
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
と
し
て
、
年
老
い
る
と
い
う
年
月

を
経
過
す
る
こ
と
な
く
、
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
の
ま
ま
木
に
変
じ
た
。
ゆ
え

に
、
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
コ
・
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
メ
と
呼
ば
れ
た
の
だ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
歌
垣
の
場
が
、
永
遠
の
恋
と
不
老
不
死
と
を
結
び
付

け
る
実
現
不
可
能
な
ほ
ど
の
ロ
マ
ン
的
な
空
間
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
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同
時
期
、
互
い
に
異
邦
人
た
る
男
女
の
、
偶
然
の
出
会
い
と
た
ま
さ
か

の
恋
が
、
万
葉
集
の
中
に
、
神
仙
證
的
色
彩
を
装
い
つ
つ
登
場
す
る
。

「
松
浦
河
に
遊
ぶ
」
序
な
ら
び
に
贈
答
歌
群
（
５
八
五
三
～
八
六
○
）
、

竹
取
翁
と
九
人
の
神
仙
の
娘
子
の
贈
答
（
略
三
七
九
一
～
三
八
○
二
）
、
吉

野
の
味
稲
が
柘
枝
仙
媛
に
与
え
た
と
い
う
歌
（
３
三
八
五
）
。
詳
述
の
機
会

は
別
に
持
た
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
い
ず
れ
も
神
仙
の
ヲ
ト
メ
と
の
接
触
の

背
景
に
歌
垣
の
土
壌
が
窺
え
る
。
吉
田
宜
の
「
松
浦
の
仙
媛
の
歌
に
和
へ

た
る
歌
」
で
は
、
「
仙
媛
」
を
「
天
を
と
め
」
と
称
賛
し
て
い
て
、
古
今
の

「
を
と
め
の
姿
」
が
こ
の
あ
た
り
に
胚
胎
し
た
の
を
知
る
。

き
み
を
ま
つ
ま
つ
ら
の
、
フ
ら
の
を
と
め
ら
は
と
こ
よ
の
く
に
の
あ
ま

を
と
め
か
も

（万葉５八六五）

こ
れ
ら
に
は
直
接
、
長
寿
を
得
た
な
ど
の
表
現
は
な
い
が
、
ヲ
ト
メ
と

接
触
し
、
ヲ
ト
メ
ヘ
の
恋
歌
を
よ
み
か
け
る
間
だ
け
は
、
自
分
（
男
）
の

側
も
不
老
不
死
の
神
仙
世
界
へ
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
る
い
は
、

仙
女
が
自
分
た
ち
の
集
う
場
に
や
っ
て
来
て
く
れ
る
こ
と
で
、
そ
こ
は
風

流
な
男
の
「
み
や
び
」
の
場
と
な
る
と
考
え
た
（
万
葉
６
一
○
一
六
）
。
宮

の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
古
代
の
宮
廷
人
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
。
常
陸
国

風
土
記
の
童
子
女
松
原
伝
承
は
、
こ
と
に
二
人
の
男
女
の
密
会
場
面
に
過

剰
な
ま
で
に
筆
を
尽
く
し
、
四
六
餅
耀
の
美
辞
麗
句
を
書
き
連
ね
て
い
る
。

歌
垣
の
要
素
の
う
ち
の
な
に
か
が
、
漢
文
修
辞
に
よ
っ
て
消
え
去
っ
た
。

同
時
に
、
こ
こ
に
は
斎
藤
英
喜
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
共
同
体
内
部
で
は

語
り
継
ぎ
得
な
い
話
は
ま
さ
に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
書
か
れ
る
し
か

（⑱）

な
か
な
い
」
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。

５

へ
し
く
れ
な
ゐ
の
あ
か
も
す
そ
び
き
を
と
め
ら
は
…
：

（
同
、
Ⅳ
三
九
七
三
、
池
主
）

前
二
首
は
先
に
触
れ
た
「
松
浦
河
に
遊
ぶ
」
歌
々
の
中
の
二
首
、
後
二

首
は
、
森
朝
男
氏
の
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
」
に
属
す
る
ヲ
ト
メ
を
よ
む

も
の
。
神
仙
の
女
の
美
し
さ
は
宮
廷
の
行
幸
の
場
に
出
た
ヲ
ト
メ
に
重
な

る
よ
う
に
し
て
よ
ま
れ
て
い
る
。
両
者
に
共
通
し
た
美
し
さ
、
そ
れ
は
歌

垣
の
場
に
出
た
ヲ
ト
メ
の
「
や
ま
と
の
、
た
か
さ
じ
の
を
、
な
な
ゆ
く
、

を
と
め
ど
も
、
た
れ
を
し
ま
か
む
」
（
神
武
記
、
一
五
）
と
い
っ
た
姿
に
求

め
ら
れ
よ
う
。
河
瀬
に
「
立
ち
」
、
水
辺
や
春
野
を
玉
裳
な
い
し
紅
の
裳
の

裾
を
引
い
て
往
く
ヲ
ト
メ
の
美
は
、
右
の
神
武
記
歌
謡
と
同
様
、
所
属
す

る
共
同
体
か
ら
「
遊
行
」
し
て
い
る
ゆ
え
の
、
未
知
な
る
異
邦
の
女
の
美

な
の
だ
。
む
ろ
ん
、
「
人
の
祖
の
未
通
女
児
居
え
て
守
る
」
（
ｕ
二
三
六
○
）
、

「
を
と
め
ら
が
さ
な
す
い
た
と
を
」
（
５
八
○
四
）
と
い
っ
た
ヲ
ト
メ
も

廷
人
ら
は
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
理
想
世
界
と
し
て
の
神
仙
世
界
を
、

記
憶
の
底
に
あ
る
、
あ
る
い
は
消
滅
し
つ
つ
あ
る
、
歌
垣
の
場
を
基
底
に

置
い
て
享
受
し
た
の
だ
。

で
は
、
神
仙
の
ヲ
ト
メ
の
姿
と
、
宮
廷
に
仕
え
る
ヲ
ト
メ
の
姿
と
が
一

致
し
て
い
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

ま
つ
ら
が
わ
か
わ
の
せ
ひ
か
り
あ
ゆ
つ
る
と
た
た
せ
る
い
も
が
も
の

す
そ
ぬ
れ
ぬ

鳴
呼
見
の
浦
に
船
乗
り
為
ら
む
憾
嬬
ら
が
珠
裳
の
す
そ
に
し
ほ
み
つ

ら

む

か

（

同

、

１

四

○

）

…
：
春
の
野
に
す
み
れ
を
つ
む
と
し
ろ
た
へ
の
そ
で
お
り
か

ま
つ
ら
が
わ
か
わ
の
せ
は
や
み
く
れ
な
ゐ
の
も
の
す
そ
ぬ
れ
て
あ
ゆ

か

つ

る

ら

む

（

同

、

八

六

二

）

（万葉５八五五）
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あ
る
。
が
、
前
者
は
「
守
る
山
」
を
導
く
序
詞
の
中
に
、
後
者
は
八
十
矛

神
の
神
語
の
詞
章
を
引
用
す
る
文
脈
に
あ
っ
た
。
宮
廷
の
行
幸
や
野
遊
び

の
場
に
出
た
、
万
葉
人
に
と
っ
て
の
「
現
代
」
の
ヲ
ト
メ
の
姿
は
、
歌
垣

で
の
ヲ
ト
メ
の
姿
に
重
ね
ら
れ
る
の
だ
。
「
黒
牛
方
塩
干
の
浦
を
紅
の
玉
裾

す
そ
延
き
往
く
は
誰
が
妻
」
（
同
、
９
一
六
七
二
）
な
ど
は
、
「
海
石
榴
の

八
十
の
街
に
相
へ
る
子
や
誰
」
（
Ⅱ
三
一
○
二
の
趣
向
で
あ
り
、
か
つ
、

か
の
古
今
の
源
融
の
「
主
や
誰
問
へ
ど
…
：
」
を
予
想
さ
せ
よ
う
。

そ
も
そ
も
歌
垣
を
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
の
「
往
き
集
う
」
場
所
と
し
て
こ

そ
見
い
だ
し
た
の
は
、
都
か
ら
地
方
を
訪
れ
た
官
人
の
視
線
で
あ
る
（
９

一
七
三
九
）
・
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
所
属
す
る
表
現
空
間
と
し
て
の
宮
廷

の
根
拠
が
、
つ
い
に
は
各
氏
族
の
共
同
体
の
神
に
は
求
め
ら
れ
ず
、
異
邦

人
ど
う
し
の
男
女
が
歌
で
関
係
を
作
り
成
す
歌
垣
の
場
に
こ
そ
求
め
ら
れ

る
こ
と
を
発
見
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
「
遊
行
」
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
ヲ
ト

メ
の
美
し
さ
は
、
「
遊
行
女
婦
」
の
存
在
に
凝
縮
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
万
葉
歌
の
世
界
を
背
景
に
、
宮
廷
に
と
っ
て
の
「
神
」
た
る

べ
き
天
皇
自
身
が
歌
垣
に
注
目
す
る
、
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
。
天
平

六
年
（
七
三
四
）
朱
雀
門
で
の
聖
武
天
皇
隣
席
の
歌
垣
、
そ
の
子
、
称
徳

が
神
護
景
雲
四
年
（
七
七
○
）
三
月
、
道
鏡
の
故
郷
由
義
の
宮
で
行
な
っ

た
歌
垣
で
あ
る
（
続
紀
）
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
女
帝
主
催
の
歌
垣
に
は

ヲ
ト
メ
の
語
が
見
い
出
せ
た
。

を
と
め
ら
に
を
と
こ
た
ち
そ
ひ
ふ
み
な
ら
す
に
し
の
み
や

こ
は
よ
る
ず
よ
の
み
や

ヲ
ト
メ
集
団
に
ヲ
ト
コ
集
団
が
「
立
ち
添
ふ
」
身
体
の
エ
ロ
ス
的
躍
動
。

こ
れ
は
歌
垣
の
本
質
を
み
ご
と
に
掴
み
取
っ
た
詞
章
で
は
な
い
か
。
特
定

の
共
同
体
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
歌
垣
の
場
は
、
つ
い
に
天
皇

の
目
前
に
囲
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
か
。
い
や
、
歌
舞
の
さ
な
か
に
ヲ
ト

メ
と
ヲ
ト
コ
が
接
触
し
あ
う
歌
垣
の
場
の
叙
事
を
宮
讃
め
へ
と
転
じ
る
こ

の
歌
の
し
く
み
は
、
「
み
や
こ
」
が
歌
垣
の
空
間
に
こ
そ
建
都
さ
れ
る
べ
き

こ
と
を
示
す
は
ず
だ
。

由
義
宮
の
歌
垣
に
参
加
し
た
の
は
、
帰
化
系
の
葛
井
・
船
・
津
・
文
・

武
生
・
蔵
六
氏
の
男
女
二
三
○
人
、
そ
ろ
い
の
青
摺
り
の
細
布
の
衣
に
紅

の
長
紐
を
垂
れ
て
い
た
と
い
、
フ
。
そ
ろ
い
の
衣
服
は
、
天
皇
を
前
に
し
て
、

氏
族
を
異
に
し
た
男
女
が
そ
の
氏
族
ご
と
の
差
異
を
無
化
さ
れ
て
、
た
だ

ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
と
呼
ば
れ
る
あ
る
意
味
で
は
平
等
な
存
在
と
成
っ
て
い

（川）

る
こ
と
を
表
現
す
る
。
新
都
「
に
し
の
み
や
こ
」
は
、
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ

か
ら
成
る
歌
垣
の
人
垣
に
よ
っ
て
踏
み
固
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す

る
、
歌
垣
の
宮
廷
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
ば
か
り
は
、
称
徳
女
帝
は
高
天
原
を
出
自
と
す
る
こ
と
な
く
、

ち
ょ
う
ど
あ
の
童
子
女
松
原
の
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
コ
・
カ
ミ
ノ
ヲ
ト
メ
の
よ
う

に
、
「
各
共
同
体
の
尽
き
る
処
」
・
「
各
共
同
体
が
他
の
共
同
体
ま
た
は
そ
の

（旧）

成
員
た
ち
と
接
触
す
る
」
市
や
歌
垣
の
発
生
地
点
（
西
郷
信
綱
）
に
立
つ

「
カ
ミ
」
と
し
て
、
各
氏
族
た
ち
の
固
有
神
の
「
間
」
に
、
屹
立
す
る
。
同

天
皇
が
「
里
中
踏
歌
」
を
厳
し
く
禁
断
し
て
い
た
（
天
平
神
護
二
年
正
月

一
四
日
、
類
聚
三
代
格
）
の
は
、
歌
垣
が
、
歌
垣
の
カ
ミ
た
る
天
皇
の
も

と
で
行
な
う
べ
き
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
・

歌
垣
の
王
、
称
徳
天
皇
。
彼
女
が
恭
仁
新
都
に
お
い
て
、
自
身
の
身
体

を
舞
姫
と
化
し
て
五
節
舞
を
舞
っ
た
こ
と
が
あ
る
（
続
紀
、
天
平
一
五
年

五
月
五
且
の
は
、
な
に
や
ら
因
縁
め
い
て
い
る
。
そ
の
舞
姿
が
「
群
臣
」

ら
に
神
仙
の
女
と
も
天
女
と
も
見
ら
れ
た
で
あ
る
壱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
旧

（旧）

稿
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、
礼
楽
思
想
に
の
っ
と
っ
た
実
施
で
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あ
っ
た
が
、
女
性
皇
太
子
の
存
在
も
、
自
身
が
五
節
を
舞
う
こ
と
に
お
い

て
礼
楽
思
想
を
臣
下
に
示
す
と
い
う
王
の
あ
り
か
た
も
、
後
代
に
は
継
承

さ
れ
得
な
い
過
剰
な
突
出
と
し
て
あ
っ
た
。
今
、
か
つ
て
舞
姫
で
あ
っ
た

天
皇
が
、
西
都
を
、
高
天
原
の
神
々
の
系
譜
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
根
拠
を

持
つ
、
歌
垣
の
場
に
立
つ
宮
廷
と
し
て
表
現
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
天
皇

の
行
為
と
し
て
は
「
異
端
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
年
八
月
、
称
徳
天
皇
崩

御
。
西
の
都
は
「
万
代
の
宮
」
ど
こ
ろ
か
、
一
瞬
に
し
て
消
え
た
。

垣
武
天
皇
の
延
歴
一
六
年
（
七
九
八
）
・
一
七
年
に
な
る
と
歌
垣
的
集
会

の
禁
断
は
、
「
男
女
無
別
」
が
問
題
と
さ
れ
、
「
禁
断
会
集
之
時
男
女
混
雑
」

と
も
特
筆
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
類
聚
三
代
格
）
。
宮
廷
行
事
と
し
て
の
踏

歌
も
ま
た
「
男
踏
歌
」
「
女
踏
歌
」
と
男
女
別
立
て
と
な
り
、
男
女
立
ち
添

う
歌
垣
の
本
質
は
去
勢
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
か
わ
っ
て
五
節
舞
姫
と

天
皇
と
の
恋
が
、
あ
ら
た
に
歌
垣
的
エ
ロ
ス
の
場
を
現
出
し
よ
う
と
す
る

の
が
、
「
異
端
」
と
さ
れ
る
神
仙
の
王
、
仁
明
天
皇
の
御
世
な
の
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
土
橋
寛
校
注
、
岩
波
古
典
体
系
『
古
代
歌
謡
集
』
（
昭
三
二
）
に
よ

（
４
）
小
町
谷
照
彦
訳
注
『
古
今
和
歌
集
」
旺
文
社
文
庫
（
昭
五
七
）
。

（
５
）
辰
巳
正
明
「
和
歌
ｌ
万
葉
集
と
古
今
集
と
の
あ
い
だ
」
『
万
葉
集
と

中
国
文
学
第
一
二
笠
間
撰
書
（
平
五
）
、
参
照
。

（
６
）
三
橋
健
「
五
節
舞
起
源
伝
説
考
」
『
国
学
院
雑
誌
』
九
一
’
七
（
昭

五二。

（
２
）
森
朝
男
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
』
有
精
堂
（
昭
六
三
）
。

（
３
）
小
島
菜
温
子
「
宮
廷
と
神
仙
」
『
都
と
村
』
古
代
文
学
講
座
３
、
勉

誠社（平六）。

る
。

（
７
）
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
、
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
体
系
『
古

今和歌集』（平一）。

（
８
）
神
の
自
叙
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
英
喜
「
表
現
と
し
て
の
『
古
事
記
』

ｌ
う
た
・
地
の
文
・
詞
」
『
成
城
国
文
』
七
（
昭
五
九
）

（
９
）
古
橋
信
孝
『
古
代
和
歌
の
発
生
』
東
京
大
学
出
版
会
（
昭
六
三
）

面
）
斎
藤
英
喜
「
人
目
人
言
と
歌
垣
ｌ
万
葉
相
聞
歌
論
の
た
め
に
」
『
森

淳
司
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
」
幹
林
書
房
（
平
七
）

（
Ⅱ
）
土
橋
寛
、
注
１
に
同
じ
。

（
皿
）
猪
股
「
遊
行
と
歌
垣
」
『
古
代
文
学
」
二
九
（
平
二
・

（
昭
）
斎
藤
英
喜
、
注
皿
に
同
じ
。
呉
哲
男
「
〈
う
た
い
手
〉
の
発
生
」
『
国

文
学
」
（
平
一
・
一
）
を
ふ
ま
え
て
の
見
解
で
あ
ろ
う
。

（
Ｍ
）
武
田
佐
知
子
『
古
代
国
家
の
形
成
と
衣
服
制
』
吉
川
弘
文
館
（
昭

五九）・

（
喝
）
西
郷
信
綱
「
市
と
歌
垣
」
『
文
学
』
（
昭
五
五
・
四
）
。

（
焔
）
猪
股
「
〈
神
女
〉
降
臨
ｌ
天
平
一
五
年
五
月
五
日
の
宮
廷
か
ら
」
『
日

本
文
学
」
四
一
’
五
（
平
四
）
。
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