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斎
宮
に
任
命
さ
れ
た
皇
女
が
伊
勢
へ
下
る
道
筋
は
、

和

に

あ

っ

た

こ

ろ

は

、

伊

賀

北

部

の

山

路

を

み
分
け
て
鈴
鹿
山
の
南
へ
至
る
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

し
か
し
都
を
山
城
に
移
し
て
か
ら
は
、
近
江
路
を
南

し
、
甲
賀
の
山
を
越
え
て
伊
勢
平
野
に
は
い
っ
た
。

だ
が
こ
の
道
は
な
か
な
か
の
難
路
な
の
で
、
政
府
は

。
延
暦
年
間
に
新
道
の
工
事
を
始
め
、
九
十
年
後
の
仁

和
二
年
(
八
八
六
)
五
月
よ
う
や
く
完
成
し
た
。

止
新
道
は
後
世
の
東
海
道
で
あ
っ
て
、
近
江
の
土
山

か
ら
鈴
鹿
を
越
え
て
伊
勢
の
坂
下
に
至
る
。
当
時
こ

の
道
は
な
ぜ
か
阿
須
波
(
ア
ス
ハ
)
道
と
名
付
け
ら

れ
た
。
あ
る
学
者
は
、
ア
ス
ハ
の
ア
ス
は
が
け
崩
れ

の
こ
と
だ
と
い
う
。
だ
が
上
古
の
鈴
鹿
に
が
け
崩
れ

が
あ
っ
た
と
い
う
証
跡
も
な
い
。
仮
に
あ
っ
た
と
し

か

ら

伊

勢

の

神

宮

へ

至

る

新

し

い

道

を

わ

)
ざ
わ
ざ
が
け
崩
れ
道
と
い
う
悪
名
で
呼
ぶ
と
は
考
え

に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
山
に
ち
な
ん
で
命
名
す
る
な

ら
ば
、
鈴
鹿
道
と
い
う
名
で
十
分
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
ア
ス
ハ
道
は
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
美
し
い
意
味
を

足
羽
と
い
う
地
名

杉

原

丈

杉
原

足
羽
と
い
う
地
名

夫

有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

春
日
と
書
い
て
カ
ス
ガ
、
飛
鳥
と
書
い
て
ア
ス
カ

と
読
ま
せ
る
の
は
、
春
日
(
は
る
ひ
)
の
カ
ス
ガ
、

飛
ぶ
鳥
の
ア
ス
カ
と
い
う
枕
詞
に
よ
る
。
春
の
日
が

か
す
む
の
は
わ
か
る
が
、
飛
ぶ
烏
が
な
ぜ
ア
ス
カ
な

の
か
明
ら
か
で
な
い
。
ア
ス
カ
の
ア
ス
も
が
け
崩
れ

だ
と
い
う
説
さ
え
出
る
始
末
で
あ
る
。

昨
年
吉
田
金
彦
氏
が
『
古
代
日
本
語
を
あ
る
く
』

(
弘
文
堂
)
で
新
し
い
見
解
を
提
示
し
た
。

a
s
と
い

う
語
根
か
ら
足
、
遊
ぶ
、
浅
い
な
ど
の
語
が
派
生
し

て
い
る
。
ア
ス
カ
は
足
処
で
あ
っ
て
、
足
跡
を
印
し

た
処
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ア
ス
カ
の
里
は
帰
化
人

が
た
く
さ
ん
来
て
定
住
し
た
処
で
あ
る
。
そ
の
帰
化

人
を
飛
ぶ
鳥
に
な
ぞ
ら
え
、
飛
ぶ
鳥
の
ア
ス
カ
と
は

「
帰
化
人
が
飛
ぶ
烏
の
よ
う
に
渡
来
し
て
、
足
跡
を
印

し
文
化
を
聞
い
た
処
」
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
。

飛
ぶ
鳥
を
帰
化
人
と
い
う
の
は
、
少
し
考
え
過
ぎ

の
よ
う
で
あ
る
。
帰
化
人
の
こ
と
は
と
も
あ
れ
、
飛

ぶ
烏
の
足
処
と
い
う
説
は
一
考
に
価
す
る
。
同
じ
ア

ス
カ
で
も
河
内
の
ア
ス
カ
は
、
最
初
は
大
和
の
ア
ス

カ
と
同
じ
よ
う
に
飛
鳥
と
書
い
た
が
、
や
が
て
安
宿

と
書
き
改
め
た
。
飛
ぶ
鳥
が
足
を
と
ど
め
、
安
ら
か

に
住
ま
う
処
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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ア
ス
カ
の
枕
詞
が
、
吉
田
氏
の
説
の
ご
と
く
、
飛

ぶ
烏
の
足
と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
枕
詞

を
越
前
の
足
羽
に
も
付
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ

そ
の
よ
う
な
用
例
が
古
歌
に
見
え
な
い
の
は
、
越
前

足
羽
と
い
う
土
地
が
万
葉
の
歌
人
の
歌
枕
に
な
る
ほ

ど
の
風
雅
な
場
所
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

古
代
の
越
前
人
が
ア
ス
ハ
に
足
羽
と
い
う
字
を
当

て
た
心
底
に
は
、
ア
ス
は
足
で
あ
る
と
い
う
語
源
意

識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ア
ス
ハ
と
は
、
ア
ス

カ
と
同
じ
よ
う
に
、
飛
ぶ
鳥
が
足
を
と
ど
め
、
や
す

ら
い
住
む
処
と
い
う
語
義
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
少
く
と
も
、
ア
ス
ハ
は
が
け
崩
れ
の
地
だ
と
い

う
説
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
。

山
の
が
け
崩
れ
の
現
場
に
ア
ス
と
い
う
名
が
あ
る

の
な
ら
ば
と
も
か
く
、
上
古
の
人
は
そ
の
山
に
さ
え

ア
ス
ハ
と
い
う
名
を
付
け
ず
、
広
い
郷
名
や
郡
名
を

が
け
崩
れ
と
呼
称
す
る
の
は
理
に
合
わ
な
い
。
そ
れ

に
足
羽
山
は
現
在
け
わ
し
い
が
け
に
な
っ
て
い
る
が
、

あ
れ
は
石
工
た
ち
が
長
い
年
月
の
問
石
材
を
切
り
と

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
上
古
の
足
羽
山
は
も
っ
と
な
だ

ら
か
の
山
容
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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