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天
の
羽
衣
考

　
　
―
天
皇
は
な
ぜ
天
の
羽
衣
を
着
る
の
か
―

山
岡
敬
和

　
　
　

は
じ
め
に

　

私
は
前
の
論
考
に
お
い
て
、
天
皇
が
大
嘗
祭
に
お
け
る
悠
紀
殿
・
主
基

殿
で
の
神
事
斎
行
に
先
立
っ
て
、
廻
立
殿
に
お
い
て
沐
浴
す
る
際
に
、
天

の
羽
衣
を
着
る
こ
と
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。そ
の
様
子
は
、例
え
ば『
江

記　

天
仁
元
（
一
一
〇
八
）
年
大
嘗
会
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
　

�

時
刻
、
主
殿
寮
、
御
湯
を
供
し
、
先
ず
下
に
水
を
取
り
、
次
に
御
湯

七
度
入
れ
る
。
次
に
御
湯
殿
人
顕
隆
右
手
を
以
て
御
湯
を
合
わ
せ
、

神
殿
の
方
に
向
ひ
御
湯
を
七
度
攪か

き
遣や

る
。
次
に
盖ふ
た

を
張
る
。
次
に

御
湯
之
を
取
る
由
を
奏
す
。主し
ゅ

上じ
ょ
う

渡
御
す
。次
に
盖
を
撤の
ぞ

き
、主
上
、

御
帷
か
た
び
ら

を
着
な
が
ら
、
御
槽
に
下
ら
し
め
給
ふ
。（
中
略
）
次
に
御
背

を
三
度
摩
で
奉
り
、
次
に
御
帷
を
槽
中
に
於
い
て
脱
ぎ
捨
て
、
他
の

御
帷
を
着
て
拭
ひ
御お
は

す
。
次
に
御
河
薬
を
供
す（

1
（

。

こ
こ
で
「
主
上
」
＝
天
皇
が
着
た
ま
ま
入
浴
し
、
そ
し
て
湯
桶
の
中
で
脱

ぎ
変
え
る
帷
子
に
つ
い
て
は
、『
江
（
家
）
次
第
抄
』（
一
条
兼
良
著
、

一
四
八
一
年
没
）
が
伝
え
る
神
今
食
（
大
嘗
祭
と
祭
式
構
成
は
同
一
）
の
説
明
を
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見
る
と
、

　
　

�

主
上
、
御
天
の
羽
衣
（
御
湯ゆ

帷
か
た
び
ら

也
、
縫
殿
寮
献
た
て
ま
つ

る
所
）
を
著
し
、

御
槽
に
下
る
。
先
づ
御
湯
を
以
て
、
神
殿
の
方
に
向
か
ひ
、
七
度
之

を
灑そ
そ

ぐ
。
次
に
三（

不

明

（

杓
令
御
、
即
ち
槽
中
に
於
て
羽
衣
を
脱
ぎ
、
更
に

内
蔵
寮
献
る
所
の
御
湯
帷
を
著
し
、
自
ら
槽
よ
り
登
り
給
ふ（

（
（

。

と
あ
り
、
湯
帷
子
の
名
が
「
天
の
羽
衣
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
前
稿
に
お
い
て
、
そ
の
天
の
羽
衣
を
天
皇
が
着
る
理
由
に
つ
い

て
、
先
ず
―
―
大
嘗
祭
と
は
天
照
大
神
を
招
い
て
、
神
饌
を
親
供
す
る
と

と
も
に
、
天
皇
自
ら
も
食
す
る
祭
祀
で
あ
る
―
―
と
定
義
し
た
上
で
、

―
―
そ
の
天
照
大
神
へ
の
親
供
に
先
立
っ
て
、
天
皇
が
天
照
大
神
の
御み

饌け

都つ

神
で
あ
る
豊
受
大
神
へ
と
身
を
変
え
る
必
要
、
あ
る
い
は
そ
の
神
格
を

持
つ
必
要
が
あ
り
、
天
の
羽
衣
を
着
た
の
で
は
な
い
か
―
―
と
の
私
見
を

述
べ
た（

3
（

。
そ
し
て
『
江
記
』
が
「
御
湯
殿
人
顕
隆
」
の
名
を
上
げ
て
い
る

よ
う
に
、
そ
の
沐
浴
に
山
蔭
中
納
言
の
子
孫
が
立
ち
会
う
理
由
の
考
察
を

中
心
に
し
て
持
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
天
皇
が
天
の
羽
衣
を
着
る
こ
の
理
由
が
妥
当
で
あ
る

の
か
ど
う
か
、
今
一
度
検
証
す
る
た
め
に
、
天
の
羽
衣
を
中
心
に
論
じ
て

ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
尚
、
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
引
用
資
料
の
年
代
が
重

要
な
た
め
、
推
定
で
き
る
範
囲
で
併
記
す
る
こ
と
に
し
た（

（
（

。

　
　
　

そ
の
１　

織
女

　

大
嘗
祭
の
沐
浴
の
記
録
に
「
天
の
羽
衣
」
の
名
が
最
初
に
登
場
す
る
の

は
、
九
七
〇
年
前
後
の
成
立
と
さ
れ
る
源
高
明
の
『
西
宮
記
』
だ
ろ
う（

（
（

。

そ
の
「
大
嘗
祭
」
の
項
目
に
お
い
て
、

　
　

�

主
殿
（
寮
）、
御
湯
を
供
す
。
大
鍔
を
以
て
御
湯
を
沸
か
す
。（
悠
紀
・

主
基
）
両
国
（
御
湯
）
船
を
進ま
ゐ
ら

す
。
天
皇
、
天
の
羽
衣
を
着
し
、
之

に
浴
す
こ
と
、
常
の
如
し
。

と
、
そ
の
名
に
言
及
し
て
い
る
。

　

一
方
、「
天
の
羽
衣
」
と
い
う
語
の
初
出
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、『
近
江

国
風
土
記
』
逸
文
「
近
江
の
国
伊
香
小
江
」（
十
四
世
紀
に
成
立
し
た
『
帝
王

編
年
記
』
が
載
せ
る
逸
文
で
あ
る
が
、
上
代
文
献
の
要
素
が
強
い
と
さ
れ
る
）
の
条
で

あ
る
。
古
老
の
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
そ
の
内
容
は
、

　
　

�「
天
の
八や
を
と
め女

、
俱と
も

に
白
鳥
と
為な

り
、
天
よ
り
降
り
て
、
江
の
南
の
津

に
浴
す
」
の
を
見
て
い
た
伊
香
刀
美
が
「
其
の
形
奇
異
、
因
り
て
若も
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し
是こ
れ

神
人
か
と
疑
ひ
」
確
か
め
に
行
く
と
、
天
女
の
美
し
さ
に
心
を

奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
密
に
白
犬
を
使
っ
て
八
番
目
の
天
女
「
弟を
と

」
の

「
天
衣
」
を
盗
ま
せ
る
（
以
下
後
半
部
）。

　
　

�

天
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
「
天
女
弟
女
」
は
伊
香
刀
美
の

妻
と
な
り
、「
意
美
志
留
」
以
下
二
男
二
女
を
設
け
る
。
そ
の
後
天

女
は
「
天
の
羽
衣
を
捜
し
取
り
、
着
て
天
に
昇
」
っ
て
行
き
、
伊
香

刀
美
は
地
上
に
残
さ
れ
悲
嘆
に
暮
れ
る（

6
（

。

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
《
天
人
女
房
譚
》、
或
い
は
《
白
鳥
乙

女
伝
説
》
と
呼
ば
れ
る
話
型
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
二
重
傍
線
を
付
し
た
前
半
の
「
天
衣
」
と
、

後
半
の
「
天
の
羽
衣
」
の
用
字
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
廣
岡
義

隆
は
、
後
半
部
は
後
に
補
綴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、「
天
衣
」
か

ら
「
天
の
羽
衣
」
へ
の
変
容
は
、『
遊
仙
窟
』
に
お
い
て
「
天
衣
」
に
「
ア

マ
ノ
ハ
コ
ロ
モ
」
と
訓
み
を
当
て
て
い
る
こ
と
が
介
在
し
た
、
と
指
摘
し

て
い
る（

7
（

。
そ
し
て
そ
の
訓
点
は
、
歌
語
「
天
の
羽
衣
」
か
ら
の
影
響
を
受

け
定
着
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
際
廣
岡
が
「
天
の
羽
衣
」
の
初
出
と
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
の

は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

　
　

�

し
つ
機は
た

に
天
の
羽
衣
織
り
か
け
て　

彦
星
を
待
つ
秋
は
ま
さ
れ
り

（『
論
春
秋
歌
合
』
６
番　

豊
主
）

歌
の
内
容
は
、
秋
に
は
織
女
が
倭し

文ず

を
織
る
機は
た

で
「
天
の
羽
衣
」
を
織
り

な
が
ら
、
彦
星
の
訪
れ
を
待
つ
の
で
、
春
よ
り
も
優
っ
て
い
る
、
と
い
う

も
の
で
、
七
夕
を
題
材
に
し
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
載
せ
て
い
る
『
論

春
秋
歌
合
』
は
黒
主
・
豊
主
に
仮
託
し
た
凡
河
内
躬
恒
の
自
歌
合
と
も
さ

れ
、
成
立
は
「
躬
恒
存
命
の
延
喜
末
年
（
九
二
二
）
頃
以
前（

8
（

」
と
さ
れ
て

い
る
。

　

そ
の
躬
恒
は
も
う
一
首
、
織
女
の
衣
を
「
天
の
羽
衣
」
と
詠
ん
で
い
る
。

　
　

明
け
ゆ
け
ば
露
や
お
く
ら
む
織た
な
ば
た女

の　

天
の
羽
衣
お
し
し
ぼ
る
ま
で

（『
躬
恒
集
』
31（
番
歌
）

彦
星
と
の
別
れ
の
涙
と
朝
露
と
で
、
織
姫
の
「
天
の
羽
衣
」
は
ひ
ど
く
濡

れ
て
い
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
躬
恒
は
織
女
の
衣
を
「
天
の
羽
衣
」

と
す
る
発
想
を
何
か
ら
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

七
夕
伝
説
の
原
形
を
伝
え
て
い
る
と
さ
れ
る
の
は
、
中
国
明
の
時
代
の

『
月
令
廣
義
（
七
月
令
）』
が
引
用
す
る
梁
の
殷い
ん

芸う
ん

（
五
二
九
年
没
）
が
著

し
た
『
小
説
』
の
一
節
で
あ
る（

（
（

。
そ
こ
に
は
、
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�

天
河
の
東
、
織
女
有
り
、
天
帝
の
子
な
り
。
年
年
機
杼
も
て
役
に
労

め
、
雲
錦
の
天
衣
を
織
り
成
す
。

と
あ
る
。
こ
の
逸
話
が
日
本
に
伝
わ
り
、『
遊
仙
窟
』
と
同
様
に
「
天
衣
」

を
「
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
」
と
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
織
女
の
衣
を

「
羽
衣
」
と
解
す
る
た
め
に
は
、
織
女
が
鳥
の
よ
う
に
飛
ぶ
と
い
う
発
想

が
必
要
で
あ
る
。

　

例
え
ば
雁
の
場
合
、

　
　

�

ほ
こ
ろ
び
て
別
る
る
雁
の
ふ
る
さ
と
は　

今
は
縫
ふ
ら
む
天
の
羽
衣

（『
う
つ
ほ
物
語
』「
あ
て
宮
」
の
巻　

九
七
〇
年
か
ら
九
九
九
年
頃
ま
で
に
は
成

立
か
）

と
あ
り
、「
羽
を
傷
め
て
帰
っ
て
行
く
雁
の
た
め
に
、
雁
の
故
郷
で
は
今

頃
天
の
羽
衣
を
縫
っ
て
い
る
」
と
、「
天
の
羽
衣
」
が
雁
の
飛
行
の
た
め

の
衣
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、

　
　

�

い
に
し
へ
も
契
り
て
け
り
な
う
ち
は
ぶ
き　

飛
び
立
ち
ぬ
べ
し
天
の

羽
衣
（『
後
撰
和
歌
集
』
111（
番
歌　

九
五
一
年
撰
集
開
始
、
成
立
年
未
詳
）

　
　

�

空
に
飛
ぶ
天
の
羽
衣
得
て
し
が
な　

憂
き
世
の
中
に
か
く
も
の
こ
さ

じ
（『
古
今
和
歌
六
帖
』
ざ
ふ
の
こ
ろ
も　

33（8
番
歌　

九
七
六
年
か
ら
九
八
三
年
、

ま
た
は
九
八
七
年
の
間
に
成
立
か
（
（1
（

。）

な
ど
の
歌
も
同
様
で
あ
り
、「
天
の
羽
衣
」
が
「
飛
び
立
ち
」、
あ
る
い
は

「
空
に
飛
ぶ
」も
の
と
し
て
当
時
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

だ
が
、
天
の
川
の
ほ
と
り
で
牽
牛
と
の
逢
瀬
を
待
つ
織
女
は
、「
伊
香

小
江
」
の
天
女
の
よ
う
に
白
鳥
に
身
を
変
え
た
り
、
昇
天
し
た
り
は
し
な

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
織
女
と
《
天
人
女
房
譚
》

と
の
結
合
で
あ
る
。

　
『
袖
中
抄
』（
一
一
九
〇
年
頃
成
立
か
）
に
お
い
て
顕
昭
は
、
曾
禰
好
忠

（
一
〇
〇
〇
年
頃
没
か
）
の
歌
、

　
　

�

よ
さ
の
海
に
き
つ
つ
な
れ
に
し
乙
女
子
が　

天
の
羽
衣
干
し
つ
ら
む

や
ぞ
（『
好
忠
集
』
1（（
番
歌
）

の
解
説
に
、
次
の
よ
う
な
伝
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
　

��

昔
近
江
国
よ
ご
の
海
に
織
女
下
り
て
、
水
浴あ

み
給
ひ
け
る
に
、
そ
こ
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な
り
け
る
男
行
き
合
ひ
て
、
脱
ぎ
置
き
け
る
天
の
羽
衣
を
取
り
た
り

け
れ
ば
、
織
女
え
帰
り
昇
り
給
は
で
、
軈や

が

て
其
の
男
の
妻
に
成
り
て

居
に
け
り
。
子
ど
も
生
み
続
け
て
年と
し

来ご
ろ

に
成
り
け
れ
ど
も
、
元
の
天

上
へ
昇
ら
む
の
心
ざ
し
失
せ
ず
し
て
、
常
に
は
音
を
の
み
泣
き
て
明

か
し
暮
ら
し
け
る
に
、
此こ

の
男
の
物
へ
ま
か
り
け
る
（
あ
ひ
だ
）
に
、

此
の
生
み
た
る
子
の
物
の
心
知
る
程
に
成
り
た
り
け
る
が
、
何
事
に

母
は
か
く
泣
き
給
ふ
ぞ
と
云
ひ
け
れ
ば
、
し
か
じ
か
の
事
初
め
よ
り

云
ひ
け
れ
ば
、
此
の
子
、
父
の
隠
し
置
き
た
り
け
る
天
の
羽
衣
を
取

り
い
だ
し
た
り
け
れ
ば
、
母
悦
び
て
其そ
れ

着
て
飛
び
上
り
に
け
り
。
上

り
け
る
時
に
此か
く

契
り
け
る
事
は
、
我
は
か
か
る
身
に
て
あ
れ
ば
、
お

ば
ろ
け
に
て
は
あ
ふ
ま
じ
。
七
月
七
日
ご
と
に
下
り
て
此
の
海
の
水

を
浴あ

ぶ
べ
し
。
其そ

の
日
に
な
ら
ば
相
待
つ
べ
し
と
て
、
母
子
共
に
別

れ
の
涙
を
な
む
流
し
け
る
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
さ
て
其
の
子
孫
は
今
ま

で
有
る
と
な
む
申
し
侍
り
た
る（
（（
（

。

『
袖
中
抄
』
の
成
立
は
躬
恒
が
生
き
た
時
代
よ
り
も
三
〇
〇
年
近
く
下
る

の
だ
が
、
織
女
の
衣
を
「
天
の
羽
衣
」
と
表
現
す
る
根
底
に
は
、
こ
の
よ

う
に
空
か
ら
地
上
へ
と
、
そ
し
て
ま
た
空
へ
と
飛
行
す
る
織
女
の
姿
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
そ
の
「
天
の
羽
衣
」
を
着
た
天
皇
は
織
女
へ

と
変
身
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
照
大
神
と
織
女
と
い
う
こ
と
で
す
ぐ
に
思

い
出
さ
れ
る
の
は
、
須
佐
之
男
命
が
殺
害
し
た
天
照
大
神
に
仕
え
る
「
天

の
服
織
女
」
で
あ
ろ
う
（『
古
事
記
』
上
巻
）。
だ
が
大
嘗
祭
に
お
い
て
天
皇

が
織
女
、
し
か
も
牽
牛
を
待
つ
女
に
変
わ
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
織
女
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
た
織
女
で
は
な
い
も
の
の
、
同
様
に
大
嘗
祭
と
の
関
連
が
低
い
も
の

と
し
て
、
次
の
二
例
も
挙
げ
て
お
き
た
い
。

○�

『
伊
勢
物
語
』
17
段
「
紀
の
有
常
」（
成
立
時
期
未
詳
、
在
原
業
平
の
没
年

八
八
〇
年
頃
か
ら
『
拾
遺
和
歌
集
』
成
立
頃
ま
で
段
階
的
に
成
立
し
た
か
）

（
四
十
年
連
れ
添
っ
た
妻
が
尼
に
な
っ
て
姉
の
許
へ
と
行
く
の
に
際
し
て
、
夫
で
あ
る
紀

有
常
は
貧
し
い
た
め
何
も
し
て
や
れ
な
い
の
で
、
友
人
に
援
助
を
求
め
る
と
、
衣
服
な

ど
と
一
緒
に
歌
が
送
ら
れ
て
き
て
）

　
　

�

年
だ
に
も
十
と
て
四
つ
は
経
に
け
る
を　

い
く
た
び
君
を
た
の
み
来

ぬ
ら
む

か
く
言
ひ
や
り
た
り
け
れ
ば
、（
有
常
が
返
歌
し
て
）

　
　

�

こ
れ
や
こ
の
天
の
羽
衣
む
べ
し
こ
そ　

君
が
み
け
し
と
た
て
ま
つ
り

け
れ

　

こ
の
例
で
の
「
天
の
羽
衣
」
は
同
音
の
「
尼
」
を
響
か
せ
な
が
ら
、「
こ
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れ
が
あ
の
天
の
羽
衣
な
ん
で
す
ね
」
と
、
友
人
の
贈
っ
て
く
れ
た
衣
に
感

謝
し
て
、
ま
る
で
天
人
が
着
る
衣
の
よ
う
だ
と
、
賞
賛
し
た
表
現
と
な
っ

て
い
る
。

○
『
蜻
蛉
日
記
』
巻
末
歌
集
（
作
者
藤
原
道
綱
の
母　

没
年
九
九
五
年
）

　
　

�

尚
侍
の
殿
、「
天
の
羽
衣
と
い
ふ
題
を
よ
み
て
」
と
聞
こ
え
さ
せ
た

ま
へ
り
け
れ
ば
、

　
　
　

�

濡
れ
衣
に
あ
ま
の
羽
衣
結
び
け
り　

か
つ
は
藻
塩
の
火
を
し
消
た

ね
ば

こ
の
歌
は
「
恋
し
て
る
と
い
う
噂
は
濡
れ
衣
の
は
ず
な
の
に
、
恋
の
火
を

消
さ
な
い
た
め
に
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
「
あ
ま
の
羽
衣
」
は
「
海あ

人ま

」
と
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
て
、「
漁
師
が

濡
れ
た
衣
に
天
の
羽
衣
を
結
び
付
け
て
し
ま
っ
た
」と
表
現
す
る
こ
と
で
、

噂
が
広
ま
っ
た
状
態
を
天
の
羽
衣
を
着
て
昇
天
し
た
状
態
と
掛
け
て
比
喩

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
わ
か
り
に
く
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
二
首
で
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
天
の
羽
衣
」
が
―
―
「
尼
」

や
「
海
人
」
の
衣
―
―
と
い
う
意
味
と
響
き
合
う
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の

な
ら
、
厳
重
な
神
事
で
あ
る
大
嘗
祭
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
は
ず
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
例
は
「
天
の
羽
衣
」
が
大
嘗
祭
に

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
の
時
代
に
、
和
歌
の
修
辞
と
し
て
生
ま
れ

た
発
想
で
あ
り
、
大
嘗
祭
と
の
関
連
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
大
嘗
祭
と
関
連
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
が
、「
天
の
羽

衣
」
が
有
す
る
飛
ぶ
機
能
で
あ
る
。

　

そ
の
働
き
に
着
目
し
て
「
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
と
空
を
自
在
に
飛
行
で

き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
と
し
て
、「
天
の
羽
衣
」

は
「
地
上
か
ら
天
上
に
昇
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
主
張
す
る
の
は
西
郷
信
綱
で
あ
る（
（1
（

。
そ
し
て
西
郷
は
そ
の
昇
天
の

前
提
と
し
て
、「
現
に
大
嘗
祭
は
地
上
で
の
祭
り
で
は
な
く
、
高
天
の
原

で
の
行
事
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
廻
立
殿
で
の
沐
浴
を
通
し
て
「
高
天

原
の
身
分
へ
と
変
わ
っ
た
」
天
皇
は
、
悠
紀
殿
・
主
基
殿
に
お
い
て
天
照

大
神
と
聖
な
る
稲
を
共
食
し
、
神
座
に
臥
し
て
「
天
照
大
神
の
子
と
し
て

生
誕
す
る
こ
と
に
よ
り
、天
皇
と
し
て
の
資
格
を
身
に
つ
け
る
の
で
あ
る
」

と
主
張
す
る
。

　

だ
が
も
し
そ
う
考
え
た
場
合
、
悠
紀
殿
・
主
基
殿
の
そ
れ
ぞ
れ
の
神
事

に
先
立
ち
、
天
皇
が
天
の
羽
衣
を
二
度
着
る
理
由
が
説
明
で
き
な
い
。
一

度
着
て
昇
天
し
す
で
に
高
天
の
原
に
い
る
は
ず
の
天
皇
が
、
主
基
殿
の
神

事
に
際
し
て
再
び
天
の
羽
衣
を
着
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
理
由
の

説
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
悠
紀
殿
で
の
神
事
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終
了
と
と
も
に
天
皇
が
地
上
へ
と
降
り
立
っ
た
と
し
た
場
合
、
そ
の
際
に

も
当
然
「
天
の
羽
衣
」
を
着
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
天

の
羽
衣
」
の
昇
天
・
飛
行
の
機
能
と
廻
立
殿
で
の
着
用
は
直
接
の
関
係
は

な
い
と
考
え
る
。

　
　
　

そ
の
２　

仙
人

　

そ
こ
で
再
び
『
遊
仙
窟
』
の
「
天
衣
」
の
例
を
確
認
す
る
と
、

　
　

�

古
老
相
ヒ
傳
ヘ
テ
云
ハ
ク
、
此
ハ
是
神
仙
の
窟イ
ハ
ヤ

な
り
。
人
の
跡
は

及マ
ウ

テ
ク
ル
コ
ト
罕マ
レ

ニ
シ
テ
、
鳥
の
洛ミ
チ

ノ
ミ
ソ
纔ワ
ツ
カ

に
通
フ
メ
ル
。
毎ツ
ネ

ニ
香
シ
キ
菓
ク
タ
モ
ノ・

瓊タ
マ

の
枝
有
リ
、
天
ノ
衣
ハ
コ
ロ
モ

錫ナ
マ
リ

の
鉢
、
自
然
ト
浮

キ
出
ツ
、
何イ
ツ
ク

從
り
シ
テ
至
ル
ト
イ
フ
こ
と
を
知
ら
不す

。（
（1
（

と
あ
り
、『
遊
仙
窟
』
で
は
、
神
仙
境
に
お
い
て
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
浮

か
び
出
る
「
天
衣
」
に
、「
ア
マ
ノ
ハ
コ
ロ
モ
」
と
訓
読
を
当
て
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
神
仙
境
の
天
衣
、
す
な
わ
ち
仙
人
が
着
る
衣
を
「
天
の
羽

衣
」
と
す
る
発
想
は
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
先
ず
『
竹
取
物
語
』（
成
立
時
期
は
未
詳
、
紀
貫
之
没
九
四
五
年
頃
ま

で
に
は
成
立
か
（
（1
（

）
の
用
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
月
の

住
人
で
あ
る
天
人
達
が
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。

　
　

�

天
人
の
中
に
、
持
た
せ
た
る
箱
あ
り
。
天
の
羽
衣
入
れ
り
。
ま
た
あ

る
は
、
不
死
の
薬
入
れ
り
。（
一
人
の
天
人
が
か
ぐ
や
姫
に
薬
を
勧
め
た
後
、

天
の
羽
衣
を
着
せ
よ
う
と
す
る
と
）、
そ
の
時
に
、
か
ぐ
や
姫
、「
し
ば
し

待
て
」
と
い
ふ
。
か
ぐ
や
姫
「
衣
着
せ
つ
る
人
は
、
心
異こ
と

に
な
る
な

り
と
い
ふ
。
物
一
言
い
ひ
置
く
べ
き
こ
と
あ
り
け
り
」
と
い
ひ
て
、

文
書
く
。（
中
略
）

　
　
　
　

�

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ　

君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で

け
る

　
　

�

と
て
、
壺
の
薬
そ
へ
て
、
頭
中
将
呼
び
寄
せ
て
奉
ら
す
。
中
将
に
、

天
人
と
り
て
伝
ふ
。
中
将
取
り
つ
れ
ば
、
ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ

た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁
を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
思お
ぼ

し
つ
る
こ

と
も
失
せ
ぬ
。こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、物
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、

車
に
乗
り
て
、
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
の
ぼ
り
ぬ
。

と
あ
り
、「
天
の
羽
衣
」
を
着
る
こ
と
で
「
心
異
」
な
状
態
、
す
な
わ
ち
「
い

と
ほ
し
、
か
な
し
」
と
い
う
人
と
し
て
の
「
物
思
ひ
」
を
失
く
し
て
、「
月

の
都
の
人
」
と
な
り
月
へ
と
帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
例
と

は
異
な
り
、
か
ぐ
や
姫
は
「
飛
ぶ
車
」
に
乗
っ
て
帰
る
た
め
、『
竹
取
物
語
』
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の
「
天
の
羽
衣
」
に
は
飛
ぶ
機
能
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
天
の
羽
衣
」

が
「
不
死
の
薬
」、
及
び
憂
い
の
無
く
な
る
状
態
な
ど
と
と
も
に
描
か
れ

て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
安
藤
重
和
は
中
国
文
献
に
見
え
る
仙
人
の
描
写

と
の
類
似
を
指
摘
し
た
後
、

　
　

�

天
人
（
仙
人
）
の
正
装
た
る
「
羽
衣
（
う
い
）」
を
着
せ
ら
れ
、
か

ぐ
や
姫
は
「
心
異
に
」
な
り
人
情
を
離
れ
て
天
人
（
仙
人
）
と
な
っ

た
。（
中
略
）
竹
取
物
語
の
「
天
の
羽
衣
（
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
）」
と

は
「
羽
衣
（
う
い
）」
の
翻
訳
語
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

と
述
べ
て
い
る（
（1
（

。

　

で
は
、「
天
の
羽
衣
」
が
仙
人
の
正
装
と
し
た
場
合
、
大
嘗
祭
に
お
い

て
天
皇
は
仙
人
と
な
っ
て
天
照
大
神
を
迎
え
る
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
僅
か
な
関
連
性
を
示
す
の
は
、『
平
家
物
語
』
巻
三
「
御
産
」

の
記
事
で
あ
る
。

　

安
徳
天
皇
が
誕
生
し
た
際
に
、平
重
盛
が
中
宮
徳
子
の
許
に
参
上
し
て
、

　
　

�

金
銭
九
十
九
文
、
皇
子
の
枕
元
に
お
き
、「
天
を
も
ッ
て
父
と
し
、

地
を
も
ッ
て
母
と
さ
だ
め
給
へ
。
御
命
は
方
士
東
方
朔
が
齢
を
た
も

ち
、
御
心
は
天
照
太
神
入
り
か
は
ら
せ
給
へ
」
と
て
、
桑
の
弓
、
蓬

の
矢
に
て
、
天
地
四
方
を
射
さ
せ
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
皇
子
に
対
し
て
、
そ
の
命
が
仙
人

東
方
朔
、
そ
し
て
心
が
天
照
大
神
で
あ
る
こ
と
を
願
い
予
祝
し
て
い
る
。

こ
の
重
盛
の
言
葉
は
、
同
様
に
安
徳
天
皇
の
出
産
状
況
を
詳
述
す
る
『
山

槐
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
言
葉
な
の
で
、『
平
家
物
語
』
独
自
の
発
想
な

の
だ
ろ
う
か
。

　

東
方
朔
は
本
来
前
漢
時
代
武
帝
に
仕
え
た
政
治
家
で
あ
る
が
、
李
白
は

「
玉
壺
吟
」
に
お
い
て
東
方
朔
を
、「
世
人
識
ら
ず
東
方
朔
、
大
隠
、
金
門
、

是
れ
謫
仙
」、
つ
ま
り
罪
を
犯
し
た
た
め
に
仙
宮
か
ら
追
わ
れ
た
謫
仙
人

と
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
を
彼
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る（
（1
（

。
謫
仙
人
と
い
う
設

定
は
、
か
ぐ
や
姫
が
「
罪
を
つ
く
り
給
へ
り
け
れ
ば
、
か
く
賤
し
き
お
の

れ
（
竹
取
の
翁
）
が
も
と
に
、
し
ば
し
お
は
し
つ
る
な
り
」
と
し
て
い
る

の
と
同
じ
発
想
で
あ
り
、
東
方
朔
の
罪
に
関
し
て
は
『
唐
物
語
』
が
、
西

王
母
の
「
三
千
年
に
一
度
な
る
桃
を
三
度
ま
で
盗
め
る
罪
に
よ
り
て
、
し

ば
ら
く
人
間
に
下
さ
れ
た
る（
（1
（

」
と
し
て
い
る
。
西
王
母
の
桃
を
盗
む
故
事

は
、
天
長
十
（
八
三
三
）
年
に
行
わ
れ
た
仁
明
天
皇
の
大
嘗
会
、
そ
の
主

基
殿
の
標ひ
ょ
う（

飾
り
と
し
て
の
目
印
）
に
「
王
母
仙
桃
を
偸
む
童
子
（
東
方
朔
）」

（『
続
日
本
後
記
』
巻
第
二
）
と
し
て
飾
ら
れ
て
お
り
、
神
仙
譚
を
背
景
と
し

て
天
皇
の
御
世
、
及
び
御
命
の
永
遠
性
を
寿
い
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
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誕
生
し
た
ば
か
り
の
天
皇
に
、
不
老
不
死
の
命
と
天
照
大
神
の
心
を
望
む

発
想
は
、
大
嘗
祭
の
目
的
と
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
。

　

前
の
織
女
に
関
し
て
も
、
そ
の
永
遠
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
（1
（

の
だ
が
、

「
天
の
羽
衣
」
が
仙
衣
と
し
て
不
死
の
要
素
を
持
つ
こ
と
は
、

　
　

雲
別わ

く
る
天
の
羽
衣
う
ち
着
て
は　

君
が
千
歳
に
あ
は
ざ
ら
め
や
は

（『
後
撰
和
歌
集
』
136（
番
歌
）

の
歌
か
ら
も
窺
え
る
。
そ
の
た
め
湯
殿
で
天
皇
が
「
天
の
羽
衣
」
を
着
る

こ
と
で
仙
人
と
な
り
、
自
ら
の
治
世
が
永
遠
に
続
く
こ
と
を
自
身
で
予
祝

し
て
い
る
、と
い
う
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。た
だ
し
、

そ
の
姿
で
天
照
大
神
を
迎
え
食
事
す
る
理
由
、
並
び
に
二
度
同
じ
行
為
を

繰
り
返
す
理
由
は
説
明
で
き
な
い
の
だ
が
…
…
。

　
　
　

そ
の
３　

月
読
命（

（1
（

　

さ
て
、
か
ぐ
や
姫
は
自
ら
を
「
お
の
が
身
は
、
こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら

ず
、
月
の
都
の
人
な
り
」
と
発
言
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
天
の
羽
衣
」
を

着
る
こ
と
で
、「
月
の
都
の
人
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
が
、
日
本
神

話
に
お
い
て
「
月
の
都
の
人
」
を
象
徴
す
る
の
は
月
読
命
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
黄
泉
国
か
ら
戻
っ
た
伊
耶
那
伎
が
禊
ぎ
し
た
際
、「
左

の
御
目
を
洗
ひ
し
時
に
、
成
れ
る
神
の
名
は
天
照
大
御
神
、
次
に
、
右
の

御
目
を
洗
ひ
し
時
に
、
成
れ
る
神
の
名
は
月
読
命
（『
古
事
記
上
巻
』）」
と

あ
る
よ
う
に
、
月
読
命
は
伊
耶
那
伎
の
禊
ぎ
か
ら
誕
生
し
、「
日
に
配な
ら

べ

て
天
の
事
を
知
ら
す
べ
し
（『
日
本
書
紀
』
一
書
第
十
一　

月
夜
見
尊
）」
と
、

日
の
神
天
照
大
神
の
対
と
し
て
天
に
配
さ
れ
る
月
の
神
で
あ
る
。
そ
し
て

『
万
葉
集
』
に
、

　
　

�

天
橋
も　

長
く
も
が
な　

高
山
も　

高
く
も
が
な　

月
読
の　

持
て

る
を
ち
水　

い
取
り
来
て　

君
に
奉
り
て　

を
ち
得
て
し
か
も

（
3（（（
番
歌
）

と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
不
死
の
薬
を
意
味
す
る
「
若を

変ち

（
復
）
水
」

の
持
ち
主
と
も
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
月
読
命
と
「
天
の
羽
衣
」
を
直
接
結
び
付
け
る
も
の
は
何
も

な
い
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』（
八
〇
四
年
成
立
）
は
伊
勢
神
宮
の
別
宮
で
あ

る
月
讀
宮
に
関
し
て
、

　
　

�
御
形
、
馬
に
乗
る
男
神
、
紫
の
御
衣
を
著
し
、
金
作
り
の
太
刀
、
之
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を
佩お

ぶ（
11
（

。

と
、
そ
の
装
束
を
「
紫
の
御
衣
」
と
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
月
読
命
は
父
伊
耶
那
伎
か
ら
「
汝な

が
命
は
、
夜よ
る

之の

食を
す

国く
に

を
知
ら

せ
」
と
「
夜
の
食
す
国
」
の
統
治
を
委
任
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
表
現
は
『
古

事
記
』
の
こ
の
場
面
に
し
か
見
ら
れ
な
い
た
め
、
一
般
的
に
は
「
食を

す
」

を
「
治
む
」
の
尊
敬
語
と
解
し
て
「
夜
の
世
界
の
こ
と（
1（
（

」
と
か
、「
夜
を

治
め
る
国（
11
（

」
と
か
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
「
夜
の
」
を
冠
さ
な
い
「
食
国
」
に
関
し
て
、
折
口
信
夫
は

「
食
」
と
い
う
字
義
通
り
に
「
食
ふ
」
の
尊
敬
語
が
原
義
で
あ
る
と
し
て
、

　
　

�

日
本
の
こ
と
を
、
を
す
く
に
と
ほ
め
る
が
、
直
譯
す
れ
ば
、
天
の
神

の
「
お
あ
が
り
に
な
る
國
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
卽
「
お
あ
が
り

に
な
る
も
の
を
作
る
國
」
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う（
11
（

。

と
し
て
い
る
。
も
し
「
夜
の
食
す
国
」
に
も
こ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る

と
す
る
と
、
天
照
大
神
が
「
お
あ
が
り
に
な
る
」
初
穂
を
献
じ
る
大
嘗
祭

と
の
繋
が
り
は
深
く
、
一
考
に
値
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
実
際
の
「
食
国
」
の
使
用
例
を
確
認
す
る
と
、『
続
日
本
紀
』

に
お
い
て
新
帝
へ
の
譲
位
、
あ
る
い
は
改
元
を
告
げ
る
宣
命
の
中
で
多
用

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
持
統
天
皇
か
ら
文
武
天
皇
へ
の
皇
位
継
承
を
伝

え
る
宣
命
第
１
詔
（
六
九
七
年
）
に
お
い
て
は
、

　
　

�

高
天
原
に
事
始
め
て
、
遠と
ほ

天す
め

皇ろ

祖き

の
御
世
、
中
・
今
に
至
る
ま
で
に
、

天
皇
が
御
子
の
あ
れ
坐ま

さ
む
い
や
継
々
に
、
大
八
嶋
国
知
ら
さ
む

次つ
ぎ
て

と
、
天
つ
神
の
御
子
な
が
ら
も
、
天
に
坐
す
神
の
依よ
さ

し
奉
り
し

随ま
に
ま

に
、
こ
の
天あ
ま

津つ

日ひ

嗣つ
ぎ

高た
か

御み

座く
ら

の
業
と
、
現あ
き
つ
み
か
み

御
神
と
大
八
嶋
国
知

ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
命
（
持
統
天
皇
）
の
、
授
け
賜
ひ
負
せ
賜
ふ
貴

き
高
き
広
き
厚
き
大お
ほ
み
こ
と命

を
受
け
賜
り
恐
か
し
こ
み

み
坐
し
て
、「
こ
の
食
国

天
下
を
調と
と
の

へ
賜
ひ
平
げ
賜
ひ
、
天
下
の
公お
ほ
み
た
か
ら民
を
恵
う
つ
く
し

び
賜
ひ
撫

で
賜
は
む
」
と
な
も
、
神
な
が
ら
思
し
め
さ
く
と
詔
り
た
ま
ふ
（
新
）

天
皇
が
大
命
を
、
諸
も
ろ
も
ろ

聞
き
た
ま
へ
と
詔
る（
11
（

。

と
あ
り
、
持
統
天
皇
の
言
葉
を
受
け
て
文
武
天
皇
が
「
食
国
天
下
」
を
「
調

へ
平
ぐ
」
す
な
わ
ち
乱
れ
な
く
治
め
、
そ
の
「
食
国
」
に
暮
ら
す
「
天
下

の
公
民
」
を
「
恵
び
撫
づ
」
す
な
わ
ち
慈
し
み
大
切
に
す
る
と
の
「
神
な

が
ら
」
の
決
意
を
述
べ
て
い
る
。
同
時
期
施
行
さ
れ
て
い
る
班
田
収
授
法

に
お
い
て
「
公
民
」
は
口
分
田
の
班
給
を
受
け
た
農
民
を
指
す
の
で
、「
食

国
」
は
彼
ら
が
耕
作
を
行
う
田
畑
農
地
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、他
の
用
例
の
中
に「（
天
皇
が
）聞
こ
し
看
す
食
国（
第
４
・
（3
詔
）」、
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「
吾
孫
の
命
の
知
ら
さ
む
食
国
（
第
1（
・
（3
詔
）」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、「
聞

こ
し
看
す
」・「
知
ら
す
」
は
と
も
に
「
治
む
」
の
尊
敬
語
で
あ
る
た
め
、

そ
の
後
に
続
く
「
食
国
」
を
「
天
皇
が
お
治
め
に
な
る
農
地
・
国
土
」
と

訳
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、「
食
国
」
が
語
り
出
さ
れ
る
文
脈
で
あ
る
。

第
１
詔
に
お
い
て
は
、
高
天
原
を
始
発
に
皇
祖
神
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

連
綿
と
続
く
日
本
国
の
統
治
者
と
し
て
、「
天
つ
神
の
御
子
」
た
る
天
皇

が
「
天
つ
神
」
か
ら
委
託
さ
れ
て
き
た
「
天
津
日
嗣
高
御
座
」
が
宣
言
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
後
の
宣
命
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

　
　

�

○
遠と
ほ

皇す
め

祖ら
き

の
御
世
を
始
め
て
、
天
皇
が
御
世
御
世
、
天
つ
日
嗣
と
高

御
座
に
坐
し
て
此
の
食
国
天
下
を
撫
で
賜
ひ
慈
し
び
賜
ふ
事
（
第
３

詔
）

　
　

�

○
高
天
原
ゆ
天
降
り
坐
し
し
天
皇
が
御
世
を
始
め
て
、
中
・
今
に
至

る
ま
で
に
、
天
皇
が
御
世
御
世
、
天
つ
日
嗣
高
御
座
に
坐
し
て
治
め

賜
ひ
慈
し
び
賜
ひ
来
る
食
国
天
下
の
業
（
第
４
詔
）

な
ど
と
定
型
句
化
し
た
中
で
、「
食
国
」は「
天
つ
日
嗣
高
御
座
に
坐
し
て
」

治
め
「
慈
し
ぶ
」
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
天
つ
日
嗣
高
御
座
」

は
「
天
の
日
（
或
い
は
神ひ

・
霊ひ

）
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
天
皇
位
」
を
意

味
し
て
い
て
、
そ
の
「
天
つ
日
嗣
」
が
「
食
国
」
と
連
動
し
て
使
わ
れ
て

い
る
の
は
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
唯
一
の
「
食
国
」
の
使
用
例
、
応
神

天
皇
の
条
で
も
同
じ
で
あ
る
。

　

応
神
天
皇
は
年
の
若
い
宇う

遅ぢ

能の

和わ

紀き

郎い
ら
つ

子こ

に
皇
位
を
継
が
せ
よ
う
と

し
て
、

　
　

�

大お
ほ

山や
ま

守も
り
の

命み
こ
と

は
、
山
海
の
政
を
為せ

よ
。
大お
ほ
さ
ざ
き
の雀

命み
こ
と

は
、
食
国
の
政

を
執
り
て
白ま
を

し
賜
へ
。宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
、天
津
日
継
を
知
ら
せ
。

と
、
三
貴
子
そ
れ
ぞ
れ
の
統
治
領
域
を
分
け
る
。
こ
こ
で
は
「
天
つ
日
嗣
」

は
宇
遅
能
和
紀
郎
子
へ
、「
食
国
」
の
統
治
は
大
雀
命
へ
と
分
け
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
の
後
宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
亡
く
な
り
、
結
局
大
雀
命
が

「
天
つ
日
嗣
」
を
承
け
て
仁
徳
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た

応
神
天
皇
の
崩
御
後
、
大
山
守
命
が
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
、
宇
遅

能
和
紀
郎
子
へ
の
皇
位
継
承
は
正
統
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
簡
略
に
示
す
と
、

天
つ
日
継
＝
宇
遅
能
和
紀
郎
子
（
死
）、
食
国
の
政
＝
大
雀
（
天
つ

日
継
＝
天
皇
）、
山
海
の
政
＝
大
山
守
（
不
満
・
反
乱
）
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と
な
る
。

　

一
方
持
統
天
皇
が
文
武
天
皇
に
譲
位
し
た
宣
命
第
１
詔
で
は
、
亡
く

な
っ
た
草
壁
皇
子
の
子
で
あ
る
文
武
天
皇
が
即
位
す
る
に
当
た
っ
て
、
天

武
天
皇
の
異
母
皇
子
達
が
反
対
者
と
し
て
居
た（
11
（

。
す
な
は
ち
、

天
つ
日
継
＝
草
壁
（
死
）、
食
国
の
政
＝
文
武
（
天
つ
日
継
＝
天
皇
）、

（
山
海
の
政
）
＝
他
の
皇
子
（
不
満
）

と
な
り
、「
天
つ
日
継
」
と
「
食
国
」
と
の
関
係
が
両
者
重
な
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
食
国
」
は
「
天
つ
日
嗣
高
御
座
」
に
あ
っ
た

皇
位
継
承
者
の
死
と
と
も
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
死
者
の
跡
を
継
ぐ
者

が
慈
愛
を
も
っ
て
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

そ
し
て
こ
こ
に
『
万
葉
集
』
の
歌
、

　
　

�

天
地
の　

神
相
う
づ
な
ひ　

皇す
め

祖ろ
き

の　

御み

霊た
ま

助
け
て　

遠
き
代
に　

か
か
り
し
こ
と
を　

朕わ

が
御
代
に　

顕
は
し
て
あ
れ
ば　

食
す
国
は�

栄
え
む
も
の
と
（
（0（（
番
歌
一
部
抜
粋
）

を
置
い
て
み
る
と
、「
食
国
」
は
「
皇
祖
の
御
霊
」
の
「
助
け
」
に
よ
り
「
栄

え
」る
の
で
あ
り
、し
た
が
っ
て「
天
つ
日
嗣
高
御
座
に
坐
し
て
」「
食
国
」

を
慈
愛
す
る
主
体
は
、
代
々
の
天
皇
の
御
霊
で
あ
り
、
特
に
直
前
に
亡
く

な
っ
た
前
の
皇
位
継
承
者
の
御
霊
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の

御
霊
た
ち
の
加
護
の
も
と
に
「
天
の
下
」
に
現
れ
出
る
の
が
「
食
国
」
で

あ
り
、
そ
の
「
食
国
」
を
治
め
ら
れ
る
の
は
そ
の
御
霊
た
ち
に
繋
が
る
天

皇
だ
け
だ
と
、
政
権
内
部
の
反
対
勢
力
に
対
し
て
自
ら
の
正
統
性
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
山
海
の
政
」
と
「
食
国
の
政
」
の
対
と
し

て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
食
国
」
へ
の
慈
し
み
と
し
て
実
際
に
行
わ
れ
た
文
武
天
皇
の

政
策
は
「
田
祖
・
雑
徭
并
せ
て
庸
の
半な
か
ば

を
免ゆ
る

す
。
ま
た
今
年
よ
り
始
め

て
三
箇
年
、
大お
ほ
ち
か
ら税

の
利く
ぼ
り

を
収
め
ず
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
仁
徳
天
皇
が
国

見
し
て
「
今
よ
り
三
年
に
至
る
ま
で
、
悉
く
人
民
の
課え
つ
き役
を
除お

け
」
と
し

た
政
策
と
重
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
「
食
国
」
と
は
現
実
の
稲
作
地
耕

作
地
の
上
に
仮
構
さ
れ
た
、「
天
皇
の
御
霊
た
ち
が
集
い
、
加
護
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
国
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
月
読
命
が
命
じ
ら
れ
た
「
夜
之
食
国
」
に
戻
る

と
、
伊
耶
那
伎
に
よ
る
天
照
大
神
、
月
読
命
、
そ
し
て
須
佐
之
男
命
へ
の

統
治
分
担
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
応
神
天
皇
の
三
貴
子
へ

の
統
治
分
担
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
照
大
神
の
高
天
原

は
「
天
つ
日
嗣
」
の
始
ま
り
で
あ
り
、
そ
の
天
照
大
神
に
対
し
て
乱
暴
を
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働
く
須
佐
之
男
命
は
海
原
、
そ
し
て
「
天
つ
日
嗣
」
の
死
を
承
け
現
れ
る

の
が
「
食
国
」
で
あ
る
。
だ
が
天
照
大
神
の
死
は
天
の
岩
屋
戸
内
に
籠
る

こ
と
が
象
徴
す
る
太
陽
と
し
て
の
死
で
あ
る
た
め
月
読
命
は
太
陽
を
失
っ

た
「
夜
之
食
国
」
の
統
治
者
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
と
、

高
天
原
（
天
つ
日
嗣
）
＝
天
照
大
神
（
日
の
死
）、
夜
の
食
国
＝
月

読
命
、
海
原
＝
須
佐
之
男
命
（
反
乱
）

と
な
り
、
月
読
命
の
「
食
国
」
統
治
は
天
照
大
神
の
天
の
岩
屋
戸
か
ら
の

出
現
と
と
も
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
後
神
話
上
に
月
読
命
が

二
度
と
現
れ
な
い
理
由
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
月
読
命
と
大
嘗
祭
と
の

直
接
の
関
係
は
な
い
と
考
え
る
。

　
　
　

そ
の
４　

豊
受
大
神

　

で
は
最
後
に
、
前
稿
に
お
い
て
天
皇
が
そ
の
神
格
を
身
に
つ
け
る
と
し

た
豊
受
大
神
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
ず
そ
の
神
話
を
次
に
あ
げ

る
。

　

丹
後
国
丹
波
郡
比
治
山
の
頂
に
あ
る
真
奈
井
に
、
水
浴
び
に
舞
い
降
り

た
天
女
達
。
そ
の
一
人
の
「
衣
と
裳
」
を
和
奈
佐
の
翁
夫
婦
が
隠
し
て
、

強
引
に
養
女
と
す
る
。十
数
年
一
緒
に
暮
ら
す
間
に
天
女
は
酒
を
醸
造
し
、

そ
れ
を
売
っ
た
翁
夫
婦
は
裕
福
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
突
然
翁
夫
婦

は
天
女
に
向
か
っ
て
、「
汝
は
吾
が
児
に
非
ず
、
暫し
ま
ら

く
借
り
て
住
め
り
。

い
で
早と

く
出
で
去ゆ

き
ね
」
と
申
し
渡
し
、
彼
女
を
追
い
出
す
。
そ
の
た
め

地
上
を
流
離
す
る
こ
と
に
な
っ
た
天
女
は
、「
天
の
原
振
り
放さ

け
見
れ
ば

霞
立
ち　

家
路
惑
ひ
て
行
方
知
ら
ず
も
」
と
、
そ
の
悲
し
み
の
心
を
う
た

う
。
そ
し
て
竹
野
の
郡
船
木
の
里
奈
具
の
村
に
至
り
、「
此
処
に
我
が
心

な
ぐ
し
く
成
り
ぬ
」
と
こ
の
村
に
留
ま
り
、
食
物
神
（
稲
霊
）
豊ト
ヨ

宇ウ

加カ

能ノ

女メ

と
し
て
鎮
座
し
た
の
で
あ
っ
た（
11
（

。

　

前
稿
で
は
疑
問
点
に
触
れ
な
い
ま
ま
、
こ
の
天
女
の
神
格
を
獲
得
し
た

と
結
論
付
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
先
ず
問
題
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
一

点
目
は
、
豊
宇
加
能
女
の
衣
が
「
天
の
羽
衣
」
で
は
な
く
、「
衣
と
裳
」

と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
女
が
空
か
ら
降
り
、
ま

た
姉
達
が
空
へ
と
昇
っ
て
い
る
た
め
「
天
の
羽
衣
」
を
着
て
い
た
と
み
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
二
点
目
は
、
こ
の
天

女
が
「
天
の
羽
衣
」
を
失
い
、
地
上
を
流
離
し
た
果
て
に
稲
の
神
と
し
て

祀
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
皇
が
「
天
の
羽
衣
」
を
着
て
も
、
す
ぐ

さ
ま
豊
宇
加
能
女
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能

に
す
る
の
は
、「
天
の
羽
衣
」
が
豊
宇
加
能
女
を
象
徴
す
る
呪
衣
だ
っ
た

か
ら
と
言
う
し
か
な
い
。
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一
方
こ
の
女
神
の
神
格
を
必
要
と
し
た
と
み
る
最
大
の
理
由
は
、
豊ト
ヨ

宇ウ

加カ

能ノ

女メ

が
天
照
大
神
の
御み

饌け

都つ

神
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。『
止
由
気
宮
儀

式
帳
』（
八
〇
四
年
成
立
）
は
、
天
照
大
神
が
夢
告
に
お
い
て
、

　
　

�

吾
、
高
天
原
に
坐
し
て
見
し
、
ま
ぎ
賜
ひ
し
処
に
鎮
り
坐
し
ぬ
。
然

る
に
吾
一
所
の
み
坐
せ
ば
、
甚
だ
苦
し
。
加
え
て
以
て
大
御
饌
も
安

く
聞
こ
し
食
し
坐
さ
ず
。
故
に
丹
波
国
比
治
の
真
奈
井
に
坐
す
我
が

御
饌
都
神
、
止ト

由ユ

気ケ

太
神
を
我
が
許
に
欲
す（
11
（

。

と
雄
略
天
皇
に
託
宣
し
、
そ
の
結
果
、
ト
ヨ
ウ
カ
ノ
メ
を
天
照
大
神
の
御

饌
都
神
ト
ユ
ケ
の
神
と
し
て
外
宮
に
迎
え
た
上
で
、
ト
ヨ
ウ
ケ
大
神
と
し

て
祀
っ
て
い
る
と
伝
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
豊
ウ
カ
・
豊
ウ
ケ
・
豊
ケ
と
、

穀
物
や
食
物
の
豊
作
に
関
わ
る
神
々
が
一
柱
の
神
へ
と
集
合
し
た
の
で
あ

ろ
う（
11
（

。

　

そ
の
豊
受
大
神
が
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
三
節
祭
、
す
な
わ
ち
六
月
・

十
二
月
の
月
次
祭
、
及
び
神
嘗
祭
に
お
い
て
、「
亥
の
時
に
始
ま
り
、
丑

の
時
に
至
る
。
朝
の
大
御
饌
、
夕
の
大
御
饌
二
度
間
を
置
い
て
供
奉
。
此

を
由
貴
と
号
す
」
と
、
天
照
大
神
へ
の
由
貴
大
御
饌
供
進
を
行
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

大
嘗
祭
の
主
た
る
目
的
を
―
―
天
照
大
神
を
招
い
て
、
神
饌
を
親
供
す

る
と
と
も
に
、
天
皇
自
ら
も
食
す
る
祭
祀
―
―
と
し
た
場
合
、
そ
れ
に
最

も
必
要
な
存
在
は
や
は
り
天
照
大
神
の
御
饌
都
神
で
あ
る
豊
受
大
神
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。し
か
も
由
貴
の
朝
の
大
御
饌
・
夕
の
大
御
饌
が
悠
紀
殿
・

主
基
殿
の
神
事
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（
11
（

。
し

た
が
っ
て
、
天
皇
は
豊
受
大
神
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
大
御
饌
供
進
に
臨
む

た
め
に
、
二
度
「
天
の
羽
衣
」
を
着
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

従
来
の
大
嘗
祭
、
特
に
「
天
の
羽
衣
」
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
説
明

が
最
も
欠
け
て
い
た
の
は
こ
の
点
、
す
な
わ
ち
な
ぜ
天
皇
は
二
度
に
渡
っ

て
「
天
の
羽
衣
」
を
着
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
説
明
で
あ
っ
た
。
こ
の

理
由
の
説
明
が
可
能
に
な
る
の
は
、
天
皇
が
豊
受
大
神
に
な
る
と
想
定
し

た
場
合
だ
け
で
あ
り
、
前
の
二
つ
の
問
題
点
を
考
慮
し
て
も
、
や
は
り
こ

の
神
の
神
格
を
必
要
と
し
た
と
い
う
の
が
、「
天
の
羽
衣
」
を
着
た
最
も

妥
当
な
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
天
皇
が
な
ぜ
「
天
の
羽
衣
」
を
着
た
の
か
に
つ
い
て
、「
天
の

羽
衣
」
の
実
例
を
も
と
に
探
っ
て
き
た
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
だ
と

断
言
で
き
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
な
ぜ
沐
浴
中

に
「
天
の
羽
衣
」
を
着
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
推
測
を
述
べ
て
こ
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の
論
の
結
び
と
し
た
い
。

　

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
天
皇
は
御
七
夜
ま
で
朝
・
夕
「
御
湯
殿
の
儀
」
と

い
う
儀
式
に
臨
む
。
湯
殿
所
が
設
け
ら
れ
、
湯
桶
が
置
か
れ
、
御
湯
殿
役
・

御
迎
湯
役
の
二
人
の
女
性
の
手
で
天
子
が
湯
浴
み
を
す
る
の
に
合
わ
せ

て
、『
史
記
』
巻
一
「
五
帝
本
紀
」、
御
注
本
『
孝
経
』「
天
子
章
」、『
礼
記
』

「
文
王
世
子
篇
」
な
ど
を
読
む
読
書
が
、
そ
の
読
書
人
の
背
後
に
立
つ

二
十
人
の
鳴
弦
と
と
も
に
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
湯
殿
に
お
け
る
沐
浴
が
天

子
と
し
て
必
要
な
教
養
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
可
能
な
、
真
っ
白
な
素
の

状
態
、
換
言
す
れ
ば
物
の
怪
に
襲
わ
れ
る
無
防
備
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を

象
徴
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
天
の
羽
衣
」
を
着
て
沐
浴
す
る

こ
と
も
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
天
の
羽
衣
」
が
有
す
る
機
能
を
天
皇
に
付

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（1
）�

本
文
は
、
木
本
好
信
編
『
江
記
逸
文
集
成
』（
国
書
刊
行
会　

一
九
八
五
年
五
月
）

に
よ
り
、
便
宜
上
割
注
は
省
略
し
た
。

（
（
）�

本
文
は
、『
続
々
群
書
類
従
』
第
六
輯
『
江
次
第
抄
』
に
よ
り
書
き
下
し
、
ル
ビ
・

二
重
傍
線
は
私
に
付
す
。
以
下
の
漢
文
資
料
の
引
用
も
同
じ
で
あ
る
。

（
3
）�「
山
蔭
中
納
言
と
天
の
羽
衣
」（『
國
學
院
雑
誌
』
118
巻
８
号　

二
〇
一
七
年
八
月
）

後
に
、『
ゆ
く
河
の
水
に
流
れ
て
―
―
人
と
水
が
織
り
な
す
物
語
―
―
』（
新
典
社　

二
〇
一
八
年
十
二
月
）
に
収
載
。

（
（
）�

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
の
解
説
を
基
に
し
て
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
の
解
説
な
ど
を
参
考
に
、
お
お
よ
そ
の
成
立
年
代
を
提
示
し
た
。

（
（
）�

本
文
は
、
神
道
大
系
『
朝
儀
祭
祀
編
五
（
精
興
社　

一
九
八
五
年
十
月
）
に
よ
り
、

（　

）
内
は
私
意
に
補
う
。

（
6
）�『
帝
王
編
年
記
』
巻
十
養
老
七
年
の
条
。
本
文
は
新
訂
増
補
國
史
大
系
（
吉
川
弘

文
館　

一
九
九
九
年
八
月
新
装
版
）
に
よ
る
。

（
7
）�

廣
岡
義
隆
「『
伊
香
小
江
』
条
と
『
竹
生
嶋
』
条
」
―
―
『
近
江
国
風
土
記
』
逸
文
か
と

さ
れ
る
二
条
に
つ
い
て
―
―
」（「
風
土
記
研
究
」
第
三
五
号　

二
〇
一
二
年
三
月
）

（
8
）�『
新
編
国
歌
大
観
』
第
五
巻
解
説
。
本
文
も
同
じ
。

（
（
）�

本
文
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
に
よ
る
。

（
10
）�『
和
歌
童
蒙
抄
』
は
５
句
目
を
「
遺か

骸ら

も
と
ど
め
じ
」
と
し
て
い
て
、
仙
衣
「
天

の
羽
衣
」
と
の
関
連
を
考
慮
す
る
と
、
尸
解
仙
を
示
す
こ
ち
ら
の
方
が
ふ
さ
わ
し

い
。

（
11
）�

本
文
は
、『
日
本
歌
学
大
系
」
別
巻
二
（
風
間
書
房　

一
九
五
八
年
十
一
月
）
に

よ
る
が
、
和
歌
は
、

　
　
　
　

�「
よ
ご
の
海
に
き
つ
つ
な
れ
け
む
乙
女
子
が　

天
の
羽
衣
干
し
つ
ら
む
や
ぞ
」

と
『
好
忠
集
』
と
の
違
い
が
あ
る
。

（
1（
）�『「
大
嘗
祭
の
構
造
（
上
）
―
―
日
本
古
代
王
権
の
研
究
（
一
）（「
文
学
」
33
巻　

一
九
六
五
年
十
二
月
）。
後
に
『
古
事
記
研
究
』（
未
来
社　

一
九
七
三
年
七
月
）

に
再
録
。

（
13
）�

本
文
は
、『
醍
醐
寺
藏
本
遊
仙
窟
總
索
引
』（
汲
古
書
院　

一
九
九
五
年
四
月
）
に

よ
る
。

（
1（
）�『
竹
取
物
語
』
の
原
話
と
み
ら
れ
る
の
が
『
今
昔
物
語
集
』
が
載
せ
る
「
竹
取
翁

見
付
女
児
養
語
」
で
あ
る
。
そ
の
原
話
に
、
月
・
天
の
羽
衣
・
不
死
の
薬
を
新
た

に
加
え
て
、
現
行
の
『
竹
取
物
語
』
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1（
）�
安
藤
重
和
「
竹
取
物
語
と
神
仙
思
想
―
―
「
天
の
羽
衣
」
の
由
来
―
―
」（「
日
本
文
化

論
叢
」
二
〇
一
三
年
三
月
）。
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（
16
）�

本
文
は
、『
續
國
譯
漢
文
大
成　

李
太
白
詩
集
』
上
巻
に
よ
る
。

（
17
）�

本
文
は
、『
唐
物
語
全
釈
』（
笠
間
書
院　

一
九
九
八
年
二
月
）
に
よ
る
。

（
18
）�

川
田
耕
「
中
国
に
お
け
る
七
夕
伝
説
の
精
神
史
」（「
人
間
文
化
研
究　

京
都
学
園

大
学
人
間
文
化
学
会
紀
要
」（
37
）
二
〇
一
六
年
十
二
月
）。

（
1（
）�

月
読
命
の
名
は
、
日
本
書
紀
で
は
「
一
書
に
云
は
く
、
月
弓
尊
、
月
夜
見
尊
、
月

読
尊
と
い
ふ
」
と
す
る
が
、「
食
す
国
」
と
の
関
係
の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
、『
古

事
記
』
の
「
月
読
命
」
を
用
い
る
。

（
（0
）�

本
文
は
、
本
文
は
、『
群
書
類
従
』
第
一
輯
に
よ
る
。

（
（1
）�

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
一
九
九
七
年
六
月
）
頭
注
。

（
（（
）�

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』〈
新
装
版
〉（
二
〇
一
四
年
十
月
）。

（
（3
）�「
新
嘗
と
東
歌
」（『
折
口
信
夫
全
集
』（
新
訂
版
）
第
十
六
巻
（
中
央
公
論
社　

一
九
六
七
年
二
月
）。

（
（（
）�

本
文
は
、
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
一
（
一
九
八
九
年
三
月
）

に
よ
り
、（　

）
内
は
私
意
に
補
う
。

（
（（
）�『
懐
風
藻
』
葛
野
王
に
関
す
る
逸
話
。

（
（6
）�

本
文
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
逸
文
（
丹
後
の
国
）「
比

治
の
真
奈
井　

奈
具
の
社
」
に
よ
る
。

（
（7
）�

本
文
は
、
注
（
（0
）
と
同
じ
。

（
（8
）�

岡
田
精
司
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
第
四
「
伊
勢
神
宮
の
起
源
―
―
外
宮
と
渡

会
氏
を
中
心
に
―
―
」（
塙
書
房　

一
九
七
〇
年
四
月
）
を
参
考
に
し
た
。

（
（（
）�

岡
田
莊
司
『
大
嘗
の
祭
り
』
序
章
（
学
生
社　

一
九
九
〇
年
）、
吉
野
裕
子
『
天

皇
の
祭
り
』
第
１
章
四
（
講
談
社　

二
〇
〇
〇
年
十
一
月
）。

　

尚
、
注
で
示
さ
な
か
っ
た
引
用
文
献
の
底
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
引
用
に
際
し

て
は
必
要
に
応
じ
て
表
記
や
ル
ビ
な
ど
を
私
意
に
書
き
改
め
た
。

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
底
本
と
し
た
も
の
（
五
十
音
順
）

　
『
伊
勢
物
語
』・『
う
つ
ほ
物
語
』・『
蜻
蛉
日
記
』・『
古
事
記
』・『
平
家
物
語
』・『
万
葉
集
』

新
編
国
歌
大
観
を
底
本
と
し
た
も
の

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』・『
後
撰
和
歌
集
』・『
躬
恒
集
』

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
を
底
本
と
し
た
も
の

　
『
好
忠
集
』


