
淳じ
ゆ
ん

和な

天て
ん

皇わ
う
の

陵
み
さ
ゝ
ぎ

〔
西
の
同
物も

集づ

女め

に
あ
り
。
土ど

人じ
ん

廟べ
う

所し
よ

塚づ
か

と
い
ふ
、
上
に
松
数
本
あ
り
。
又
車
塚
く
る
ま
づ
かと

い
ふ
あ
り
。
陵
よ
り
巽
の
方
一
町

余
な
り
。
是
御
車
を
収
る
所
な
り
と
ぞ
。
又
灯と
う

炉ろ
の

前ま
へ

と
い
ふ
あ
り
、
車
塚
く
る
ま
づ
かの

南
の
字
を
い
ふ
〕

続
日
本
後
紀
曰
　
　
承
和
七
年
五
月
辛
巳
、
後の
ち

太
上
だ
じ
や
う

天
皇
皇
太
子
に
顧
命
し
て
曰
、
予
素
花
餝
を
尚
す
況
や
人
物
を
擾
耗
せ
ん
や
。
歛
葬
の

具
一
切
薄
ず
べ
し
、
朝
例
の
凶
具
固
辞
し
て
還
し
奉
れ
、
葬
し
畢
ら
ば
、
■
を
釈
て
国こ
く

人じ
ん

を
煩
す
事
な
か
れ
。
葬
は
蔵
な
り
、
人
の
観

ざ
ら
ん
事
を
欲
す
、
送
葬
の
辰
夜
陰
も
用
ゆ
べ
し
。
追
福
の
事
同
じ
く
倹
約
す
べ
し
、
又
国
忌
は
遠
き
を
追
ふ
に
あ
り
と
い
へ
ど
も
、

有
司
を
絆
苦
せ
し
む
。
又
歳
竟
に
綵
を
分
ち
号
し
て
荷
前
と
い
ふ
。
こ
れ
を
幽
明
に
論
ず
る
に
煩
ひ
あ
つ
て
益
な
し
、
停
状
す
べ
し
。

か
な
ら
ず
朝て
う

家か

に
達
す
、
そ
れ
人
の
子
の
道
は
教
に
遵
ふ
を
先
と
す
、
こ
れ
を
行
ふ
て
違
失
す
べ
か
ら
ず
。
重
て
命
じ
て
曰
、
予
聞
人

歿
し
て
精
魂
天
に
帰
す
と
、
空
冢
墓
ち
よ
う
ぼ

を
存
す
れ
ば
鬼
物
こ
ゝ
に
憑
る
。
又
終
に
崇
を
な
し
て
長
く
後
累
を
貽
す
、
今
骨
を
砕
て
粉
と
な

し
こ
れ
を
山
中
に
散
す
べ
し
。
こ
ゝ
に
於
て
中
納
言
藤ふ
ぢ

原は
ら

朝あ

臣そ
ん

吉よ
し

野の

奏
し
て
曰
、
む
か
し
宇う

治ぢ

の
稚わ
か

彦ひ
こ

皇
子
は
我
朝
の
腎
明
な
り
、
此

皇
子
遺
教
し
て
骨
を
散
ぜ
し
め
て
よ
り
後
世
に
こ
れ
に
効
ふ
。
し
か
れ
ど
も
是
親
王
の
事
に
し
て
帝
王
の
迹
に
あ
ら
ず
。
我
国
い
ま
だ

山
陵
を
起
さ
ゞ
る
は
聞
ざ
る
な
り
、
山
陵
は
宗そ
う

廟べ
う

の
如
し
、
宗
廟
な
き
時
は
臣
子
何
れ
の
所
に
か
仰
敬
せ
ん
、
こ
ゝ
に
於
て
更
に
報
命

し
て
曰
、
予
気
力
綿
■
し
て
論
決
す
る
事
能
は
ず
、
卿
等
嵯さ

峨
聖
が
し
や
う

皇く
わ
うに

奏
聞
し
裁
を
蒙
れ
と
。
詔
あ
つ
て
癸
未
後
太
上
天
皇
淳
和
じ
ゆ
ん
な

院
に

お
ゐ
て
崩
じ
給
ふ
、
聖
寿
五
十
五
。
こ
の
ゆ
ふ
べ
山
城
国
乙お
と

訓く
に

郡
物も

集づ

女め

村
に
葬
り
奉
る
。
御
骨
を
粉
に
砕
き
大お
ほ

原は
ら

野の

の
西
の
山
嶺
の

上
に
散
じ
奉
る
云
々
。



〔
今
大
原は
ら

野の

勝
持
し
よ
う
ぢ

寺じ

山
の
西
戌
の
間
の
峰
に
、
経
塚
き
や
う
づ
かと

号
す
る
塚
二
ツ
あ
り
、
其
一
則
ち
天
皇
の
御
骨
を
散
ず
る
所
に
し
て
大
原
の
山さ
ん

陵り
よ
うと

い
ふ
。
三
代
実じ
つ

録ろ
く

に
出
〕

長な
が

岡を
か
の

旧き
う

都と

〔
桓
武
く
わ
ん
む

天
皇
平な

城ら

よ
り
遷
し
給
ふ
都
な
り
。
其
方は
う

境き
や
うは

大お
ほ

原は
ら

野の

春か
す

日が

社
の
東
南
よ
り
、
東
は
向む
か

日ふ

社
を
限
り
、
西
は
丘を
か

山
を

際
り
、
南
は
山
崎ざ
き

の
ほ
と
り
ま
で
と
見
へ
た
り
。
上
古
じ
や
う
こ

は
大
原は
ら

野
三
郷
の
惣
名
を
も
長な
が

岡を
か

と
号
す
る
事
、
三
代
実じ
つ

録ろ
く

曰
、
大お
ほ

原は
ら

野の

長
岡
村
と

記
す
。
又
遷
都
の
事
は
続
日
本
紀
に
見
へ
た
り
〕

皇く
わ
う

城じ
や
う

旧き
う

蹟せ
き

〔
大
原
野
春
日
社
一
鳥と
り

居ゐ

卯
辰
の
か
た
二
町
ば
か
り
芝
生
の
地
こ
れ
な
り
と
い
ふ
。
余
は
前
編
に
見
へ
た
れ
ば
こ
ゝ
に
略

し
ぬ
〕

在あ
り

原は
ら

業な
り

平ひ
ら
の

趾あ
と

〔
長
岡
上
羽
村
な
り
、
民
家
の
境
地
薮
の
中
に
業な
り

平ひ
ら

の
母は
ゝ

の
塔た
ふ

と
い
ふ
あ
り
、
五
輪
塔

ご
り
ん
の
た
ふ

な
り
。
又
傍
に
二
基
あ
り
、
業な
り

平ひ
ら

父
塔
ち
ゝ
の
た
ふ、

業
平
塔
な
ど
と
い
ふ
〕

伊
勢
物
語
五
十
八
段
曰
　
　
昔
心
づ
き
て
色
こ
の
み
な
る
男
長な
が

岡を
か

と
い
ふ
所
に
家
つ
く
り
て
を
り
け
り
。
そ
こ
の
と
な
り
な
り
け
る
宮
は
ら

に
、
こ
と
も
な
き
女
ど
も
の
ゐ
中
成
け
れ
ば
田
か
ら
ん
と
て
此
男
の
あ
る
を
見
て
、
い
み
じ
の
す
き
も
の
ゝ
し
は
ざ
や
と
て
あ
つ
ま
り



て
い
り
き
け
れ
ば
、
此
を
と
こ
に
げ
て
お
く
に
か
く
れ
に
け
れ
ば
、
女
、

古
　
　
今
　
　
あ
れ
に
け
り
あ
は
れ
い
く
よ
の
宿
な
れ
や
住
け
ん
人
も
音
信
も
せ
ぬ

と
い
ひ
て
此
宮
に
あ
つ
ま
り
き
ゐ
て
有
け
れ
ば
、
こ
の
を
と
こ

む
ぐ
ら
お
ひ
て
あ
れ
た
る
宿
の
う
れ
た
き
は
か
り
に
も
鬼
の
す
だ
く
成
け
り

と
て
な
ん
出
し
た
り
け
る
、
此
女
ど
も
ほ
ひ
ろ
は
ん
と
い
ひ
け
れ
ば

う
ち
わ
び
て
落
ほ
ひ
ろ
ふ
と
き
か
ま
せ
ば
我
も
田
づ
ら
に
ゆ
か
ま
し
物
を

広ひ
ろ

谷た
に

〔
法は
ふ

然ね
ん

上
人
宗
門
弘ぐ

通つ
う

の
為
、
叡え
い

嶽が
く

を
出
て
西
山
広ひ
ろ

谷た
に

に
閑
居
し
た
ま
ふ
旧
跡
な
り
。
其
所
は
光
明
寺

く
わ
う
み
や
う
じの

後こ
う

山ざ
ん

に
て
、
則
ち
上
人

廟べ
う

所し
よ

よ
り
四
町
ば
か
り
申
の
方
な
り
。
奥お
く

海か
い

印い
ん

寺じ

よ
り
光
明
寺

く
わ
う
み
や
う
じに

至
る
道
な
り
。
今
旧
跡
の
碑
を
建
る
〕


