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恵
慶
と
伊
勢
の
歌

―

そ
の
接
点
を
求
め
て
―

一
、
は
じ
め
に

三
代
集
時
代
に
お
い
て
、
絶
大
な
支
持
を
得
た
女
流
歌
人
と
言
え

岬げ啜詢杜餃競眠け榊裁畔河“綽が州麒μ崚物』』̈
諸蜘囃

選
択
が
随
所
に
見
ら
れ
、
歌
語
と
し
て
は
些
か
均
整
の
と
れ
な
い
も
の

が
大
胆
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
場
限
り
で
読
み

捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
れ
ば
、
時
を
経
て
の
ち
の
歌
人
ら
に
好

ん
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伊
勢
独
自
の
言

葉
の
行
方
を
追
跡
し
て
い
く
と
、
そ
の
線
上
に

「恵
慶
」
の
名
を
目
に

す
る
事
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
事
な
の
だ
ろ
う
か
と
考

え
て
み
る
と
、
恵
慶
が
、
伊
勢
の
歌
、
そ
れ
も
伊
勢
が
使
用
し
た
言
葉

で
、
且
つ
あ
ま
り
類
例
を
見
な
い
言
葉
を
摂
取
し
て
い
た
た
め
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
立
て
て
、
伊
勢
歌
と
恵
慶

歌
の
関
係
を
探
り
始
め
て
み
た
。
す
る
と
、
両
者
の
関
係
は
単
な
る
歌

の
摂
取
と
い
う
次
元
だ
け
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
当
時
に
お
け

加
藤
　
雄

一

る

『伊
勢
集
」
の
形
態
を
推
測
さ
せ
る
事
態
迄
を
誘
発
す
る
。
そ
こ
で

本
論
で
は
ま
ず
、
伊
勢
歌
の
摂
取
が
ど
の
程
度
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を

確
認
す
る
事
で
、
恵
慶
が
伊
勢
歌
を
耽
読
し
て
い
た
事
を
明
確
に
し
、

そ
こ
か
ら
恵
慶
と
そ
の
当
時
に
お
け
る

「伊
勢
集
」
と
の
接
点
を
明
ら

か
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

二
、
恵
慶
歌
の
特
徴
的
表
現

『恵
慶
法
師
集
』
の
研
究
は
、
熊
本
守
雄
氏
の
『恵
慶
集
校
本
と
研
究
』
、

そ
の

一
点
に
代
表
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
く
、
ま
し
て
や
恵
鍛
歌
の
表
現

研
究
に
至
っ
て
は
未
開
拓
の
領
域
で
あ
る
。
近
藤
み
ゆ
き
氏
に
は
河
原

院
圏
歌
人
ら
の
漢
詩
文
摂
取
と
い
う
視
点
か
ら
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
も

同
扇
嚇
錦
り
に
郷
獅
蜘
膨
鳩
計
配
♂
餞
坦
嚇
暉
電
麺
郡
乱
た
も
の
は
管
見
に

そ
こ
で
ま
ず
、
恵
慶
歌
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
表
現
か
ら
見
て
い
き

た
い
と
思
う
。
恵
慶
が
和
歌
の
中
に
好
ん
で
使
っ
た
表
現
に
「む
ら
―
」

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「む
ら
も
み
ぢ
Ｌ
む
ら
だ
つ
」
「む
ら
か
ぜ
」
「む
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ら
松
」
が
、
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
恵
慶
歌
が
初
出
例
と
な
っ
て
い

２一
。

も
み
ぢ
を
、
は
じ
め
て
見
る

①
か
ら
に
し
き
お
り
つ
む
み
ね
の
む
ら
も
み
ぢ
見
そ
む
る
け
ふ
は

あ
か
ら
め
も
せ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
こ

十
二
月
、
あ
る
所
の
歌
合
せ
さ
せ
給
ひ
し
に
、
松
、
に
は

の
む
め
、
冬
月
、
池
の
こ
ほ
り

松
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
‐
を

②
む
ら
た
づ
の
や
ど
れ
る
え
だ
と
見
る
ま
で
に
ま
つ
の
川
洲
引
剥
判

う
づ
む
し
ゆ
ゆ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（一
〓
こ

か
ぜ
の‐
お
と
の
た
い
得
を
き
き
て
　
　
　
　
　
うは

③
ひ
ら
の
や
ま
も
み
ぢ
測
硼
劃
劇
ぼ
か
な
ら
む
み
ね
の
司
引
か
ぜ

う
ち
し
き
り
ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
一五
）

（冬
）
　

　

　

　

れ

④
す
み
よ
し
の
き
し
の
む
引
松
た
わ
む
ま
で
ふ
り
し
こ
り
ぬ
る
ふ

る
さ
と
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
四
こ

③
④
に
関
し
て
は
古
本
系
統
と
の
異
同
が
あ
り
、
多
少
の
問
題
は
あ
る

勢
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
、
「む
ら
か
ぜ
」
「む
ら
松
」
で
解
釈
し
て
お

こ
の

「む
ら
―
」
と
い
う
表
現
は
恵
慶
歌
に
も
う
ひ
と

つ
あ
り
、
そ

れ
は
、

（春
）

⑤
ふ
か
み
ど
り
は
や
ま
の
い
ろ
を
お
す
ま
で
に
ふ
ぢ
の
む
ら
ご
は

さ
き
み
ち
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
一
五
）

と
い
う
歌
中
の

「む
ら
ご
」
で
あ
る
。
「む
ら
ご
」
と
は
、

生
地
や
糸
、
ま
た
紙
な
ど
を
染
め
る
の
に
、
同

一
色
で
あ
り
な
が

ら
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
濃
い
色
の
部
分
を
持
つ
よ
う
に
染
め
る
こ
と

で
、　
一
種
の
文
様
と
し
た
も
の
。

と

「角
川
古
語
大
辞
典
」
に
は
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

「む
ら
も
み

ぢ
」
の
項
で
は
、

濃
淡
ま
だ
ら
に
色
づ
い
た
紅
葉
。

と
説
明
し
、
①
の
恵
慶
歌
を
引
用
す
る
。

で
は
他
の
語
例
は
ど
う
な
の
か
。
例
え
ば
②
の
歌
は
、
松
の
緑
が

真

っ
白
に
雪
を
か
ぶ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
松
に
群
れ
る
鶴
の
白
さ
と
錯

覚
し
て
し
ま
う
と
言
う
の
だ
か
ら
、
「群
鳥
」
と
同
じ
用
法
と
し
て
捉

崚
薫
い
か
げ
』
詢
デ
Ю
¨
Ｍ
の
融
囃
測
は
村
観

炒
減

％

卿
鵡

げ

風
が

一
団
と
な
っ
て
強
く
吹
き
つ
け
る
様
子
を

「む
ら
か
ぜ
」
と
表
現

し
た
の
だ
ろ
う
。
④
の

「む
ら
松
」
も
、
②
③
の

「む
ら
」
と
意
味
は

同
じ
く
、
群
ら
が
っ
て
生
え
て
い
る
松
を
指
し
て
い
る
。

一
見
す
る
と
こ
れ
ら
の

「む
ら
―
」
と

「む
ら
ご
」
の

「む
ら
」
は

意
味
的
に
符
合
し
な
い
感
が
あ
る
が
、
「角
川
古
語
大
辞
典
』
が
立
項

す
る

「斑

（む
ら
と

に
お
い
て
は
、

均
等
・
一
様
で
は
な
く
、
ふ
ぞ
ろ
い
で
あ
る
こ
と
。
「名
語
記
・
四
』

に

「染
物
に
む
ら
ご
な
ど
い
ひ
て
文
の
む
ら
ノ
ヽ
あ
る
如
何
…

所
々
に
村
邑
の
あ
る
に
に
た
る
風
情
な
れ
ば
也
、
村
濃
也
」
と
い



う
よ
う
に
、
も
と
群
が
っ
て
あ
る
状
態
を
い
っ
た
も
の

と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
「む
ら
た
づ
」
「む
ら
か
ぜ
」
「む
ら
松
」
の

「む
ら
」
と
同
源
と
捉
え
て
よ
さ
そ
う
だ
。
そ
こ
で
⑤
の
歌
を
考
え
て

み
れ
ば
、
濃
き
薄
き
色
の
藤
の
花
は
、
「
ふ
か
み
ど
り
」
を

一
掃
し
て
し

ま
っ
た
か
の
よ
う
に
群
が
っ
て
咲
い
て
お
り
、
ま
だ
ら
に
色
づ
く
花
の

色
は
、
よ
り

一
層
濃
き
花
の

一
群
れ
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
そ
し
て
恵
慶
は
、
そ
の
表
現
を
次
の
歌
に
よ
っ
て
修
得
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
伊
勢
の
、

ふ
ぢ
の
花
の
さ
き
た
る
と
こ
ろ
に
、
を
と
こ
き
て
か
い
ま
み

て
を
ん
な
の
が
り
や
る
　
ｎ
晋
彙
　
ｎ‥
晋
に

ふ
ぢ
の
は
な
け
ふ
み
つ
る
よ
り
剰
剖
む
ら
司
ｄ
い
ろ
ぞ
ふ
か
く
な

り
ぬ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（一一天
）

と
い
う
歌
で
あ
る
。
実
は

「む
ら
ご
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
取
り
入

れ
た
の
は
伊
勢
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
寛
平
八
年

（八
九
二〇
六
月
か
ら

翌
年
の
七
月
迄
の
間
に
、
中
宮
温
子
の
命
に
よ
り
、
一
人
首
か
ら
な
る

恋
の
贈
答
歌
を
物
語
風
に
連
作
し
た
中
の

一
首
で
あ
る
。
男
が
女
に
詠

み
か
け
る
設
定
で
、
「藤
の
花
を
今
日
見
て
し
ま

っ
た
時
か
ら
、
花
の

紫
の
色
も
ま
る
で
濃
い
部
分
と
薄
い
部
分
が
あ
る
よ
う
に
染
め
上
げ
た

む
ら
ご
の
よ
う
で
、
花
の
紫
の
濃
さ
は

一
段
と
深
み
を
増
し
て
い
る
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
な
た
へ
の
思
い
も
、
一
段
と
深
く
な
っ
て
い

る
の
で
す
」
と
あ
る
。
そ
こ
か
ら
恵
慶
は
こ
の

「む
ら
ご
」
と
い
う
言

葉
を
自
分
な
り
に
分
析
を
し
、
修
得
し
た
の
で
は
な
い
か
。
「む
ら
ご
」

の
表
現
は
伊
勢
歌
以
降
、
恵
慶
歌
以
外
に
も
、
例
え
ば

で
つ
つ
ほ
物
語
』

一
ヽ
、

さ
い
し
や
う
さ
ね
た
だ

花
を
の
み
む
ら
ご
に
そ
む
る
春
雨
は
と
き
は
の
松
は
つ
ら
く
み
ゆ

ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（か
す
が
ま
う
で
・
三
ハ
一こ

が
、
ま
た

「好
忠
集
』
に
も
、

（九
月
上
）

は
や
ま
ぎ
は
ゆ
ふ
べ
に
み
れ
ば
む
ら
ご
な
り
た
が
お
り
そ
む
る
に

し
き
な
る
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
四
九
）

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
同
時
代
作
品
で
は
あ
る
が
、藤
の
花
に
対
し
て
「む

ら
ご
」
を
使

っ
た
恵
慶
歌
が
、
や
は
り
伊
勢
歌
を
継
承
し
た
も
の
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
恵
慶
は
伊
勢
歌
の
焼
き
直
し
に
と
ど
ま

る
こ
と
な
く
、
自
分
な
り
に
造
語
を
開
発
し
、
上
述
し
た
如
く
新
た
な

歌
語
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
恵
慶
は
伊
勢
歌
を

熟
読
し
分
析
で
き
る
環
境
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
、
伊
勢
と
恵
慶
の
み
に
見
ら
れ
る
表
現

伊
勢
歌
で
初
め
て
使
用
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
恵
慶
歌
に
そ
れ
が

確
認
出
来
た
も
の
を
考
察
し
て
み
た
が
、
「む
ら
ご
」
は
恵
慶
の
時
代

だ
け
に
は
限
ら
ず
、
そ
れ
以
降
、
「相
模
集
」
や

『久
安
百
首
』
な
ど
に

も
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
つ
ま

り
伊
勢
が
初
め
て
用
い
た
表
現
を
、
恵
慶
が
摂
取
し
詠
作
を
試
み
る
。

し
か
し
、
そ
の
表
現
は
後
代
に
は
受
け
継
が
れ
る
こ
と
な
く
、
両
者
の
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み
で
終
息
し
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
歌
を
取
り
上
げ
て
考

察
し
て
み
る
事
に
す
る
。

【伊
勢
集

。
四

一
～
四
二
】

六
月
は
ら
へ
す
る
と
こ
ろ
に
を
と
こ
き
あ
ひ
て

皿われか　　　　　潔ｕ″
―ま）Шは　　　　　　　ｎと
口よに身をくとも回置にみそくとも

年
中
に
調
が
な
げ
き
ａ
り
な
り
ぬ
れ
日
冽
ぞ
ｄ
ｄ
Ы
劃
日
う
せ
じ

と
ぞ
思
ふ

返
ル
は　
口‐
　
口§
く

な
げ
註
「
詞
虹
バ
て
国
引
劃
る
お
ほ
ぬ
さ
は
は
や
か
は
の
せ
に
な

が
れ
呵
ｑ
劇
倒
叫

【恵
慶
法
師
集

。
三
二
三
】
　

　

ま

夏
山
に
た
つ
や
を
し
か
の
つ
り
な
ら
で
わ
が
な
げ
き
ど
に
お
ち
ざ

ら
め
や
は

伊
勢
と
恵
慶
の
歌
に
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る

「な
げ
き
ど
」
と
い
う
言

葉
は
、

，ビ
」
に
挙
げ
た
三
例
し
か
見
当
た
ら
な
い
特
殊
な
も
の
と
い
っ

て
よ
い
。

伊
勢
歌
は
、
「む
ら
ご
」
の
歌
同
様
、
所
謂

「
四
季
恋
物
語
屏
風
」
の

連
作
の
中
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
「な
げ
き
ど
」
の
箇
所
は
、

歌
仙
家
集
本
系
統

（伊
勢
Ⅲ
）
で
は
、
「わ
れ
か
な
け
き
は
」
「な
け
き
を

は
」
と
そ
れ
ぞ
れ
異
同
が
生
じ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
新
奇
な
言
葉
と
し

て
の

「な
げ
き
ど
」
は
存
在
し
な
い
。
歌
仙
家
集
本
系
統
は
所
謂
定
家

本
の
系
統
で
あ
り
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
古
態
を
保
つ
と
さ
れ
る
西
本

願
寺
本
系
統
よ
り
も
、
よ
り
祖
本
に
近
い
形
で
は
な
い
か
と
し
ば
し
ば

言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
欠
脱

・
誤
写
等
は
あ
り
な
が
ら
も

『伊

勢
集
』
最
古
写
本
の
西
本
願
寺
本
よ
り
も
、
後
の
定
家
本
系
統
の
本
文

¨
動
い
は
脚
跡
厳
識

・
‐
・

な
」
撮
醇
儡
耐
託
卜
Ｗ
疑
甲
脚
新
“
綺
静
瞥
げ

「 っ
諏

写
の
段
階
で
も
不
安
定
な
こ
と
ば
で
あ

つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
伝
え

ら
れ
て
い
く
間
に
、
耳
慣
れ
な
い
も
の
よ
り
は
意
味
の
通
り
易
い
言
葉

の
方
が
よ
い
と
さ
れ
、
変
化
を
し
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で

再
び
二
首
を
み
て
み
る
と
、
「我
が
」
を

「わ
れ
か
」
と
し
、
「を
」
を

「を
は
」
と
し
て
い
る
点
が
い
か
に
も
容
易
な
方
向
に
傾
倒
し
た
本
文

で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

「な
げ
き
ど
」
の
「ど
」
が

あ
る
こ
と
で
書
写
者
は
腑
に
落
ち
な
い
気
が
し
た
の
だ
ろ
う
、
な
ん
と

か
こ
の

「ど
」

一
文
字
を
削
除
し
、
そ
の
代
わ
り
に

一
字
を
補
う
必
要

性
か
ら
、
「我
が
」
を

「わ
れ
か
」
と
し
、
「を
」
を

「を
は
」
と
し
て
、

意
味
的
に
は
大
き
な
差
異
が
生
じ
な
い
よ
う
、
字
数
合
わ
せ
で
言
葉
を

置
換
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
こ
の
歌
は

「な
げ
き
ど
」

と
あ
っ
て
こ
そ
、
伊
勢
が
言
葉
に
対
し
て
、
果
敢
に
も
挑
戦
し
て
い
こ

う
と
す
る
若
き
エ
ネ
ル
ギ
ー

（特
に
こ
の
屏
風
歌
を
詠
進
し
た
時
、
伊
勢
は

二
十
歳
そ
こ
そ

」ヽ
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
）を
そ
こ
に
感
じ
取
る
事
が
出
来

る
の
だ
。

恵
慶
の

「な
げ
き
ど
」
の
歌
は

「む
ら
ご
」
の
歌
と
同
じ
歌
群
に
あ

り
、
そ
の
冒
頭
に
は

「も
も
ち
の
う
た
の
だ
い
、
こ
れ
は
世
中
に
そ
ね

の
よ
し
た
だ
と
い
ふ
人
の
よ
め
る
う
た
の
返
し
」
と
付
さ
れ
て
い
て
、

好
忠
百
首
へ
の
応
和
の
な
か
の

一
首
だ
と
わ
か
る
。
こ
の
歌
は

『万
葉
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集
」
の
、

（柿
本
朝
臣
人
麿
歌
三
首
）

な
つ
の
ゆ
く
　
　
　
　
　
を
し
か
の
つ
の
の
　
　
　
　
　
つ
か
の
ま
も
　
　
　
い
も
が
こ
こ
ろ
を
　
　
わ
す
れ
て
お
も

へ
や

夏
野
去
　
小
壮
鹿
之
角
乃
　
束
間
毛
　
妹
之
心
乎
　
忘
而
念
哉

（巻
四

・
五
〇
五
）

を
念
頭
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
か
と
思
う
。
そ
こ
で
そ
れ
を
踏
ま
え

贅哺遊訓卸醐椰浅
「試膨にい昴が馘』議い印ザい居繊河麟げ一

辞
書
等
で
は
当
然
確
認
は
と
れ
ず
難
解
で
あ
る
。
恐
ら
く
は

「嘆
き
」

魯
駒

知

」
碑

羹

”鍼

識

「
と

鏑

』
登

録

れ
認

て

「嘆
き
所
」
と
解
釈
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
穏
健
妥
当
な
注
解
で
は

あ
る
が
、
恵
慶
歌
に
目
を
転
じ
て
み
れ
ば
、
「な
げ
き
ど
に
お
つ
」
と
あ

り
、
「な
げ
き
ど
」
は
落
ち
る
も
の
、
落
ち
て
い
く
も
の
と
理
解
し
て
い

る
事
が
分
か
る
。
こ
れ
は
多
分
恵
慶
が
伊
勢
歌
に
触
れ
た
時
、
こ
の
見

た
事
も
な
い
言
葉
を
そ
う
分
析
し
た
結
果
と
言

っ
て
よ
い
。
と
な
れ

ば
、
や
は
り
単
に

「嘆
き
所
」
だ
け
で
は
解
釈
が
十
分
に
な
さ
れ
た
と

曜

静
計

）

「
そ

」
「
鉾

妙
れ
腸

洵

縫

靡

燿

。 し
Ｌ

け

あ
り
、
そ
れ
と
解
釈
す
る
事
は
不
可
能
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば

「角
川
古

語
大
辞
典
」
で
は
、

両
側
に
岸
や
山
が
迫

っ
て
、
狭
く
な
っ
た
所
。
海
や
河
口
な
ど
の
、

水
の
出
入
り
口
。
瀬
戸
。
海
峡
。

ま
た
、
谷
あ
い
な
ど
の
同
じ
よ
う
な
地
形
を
も
い
う
。
舟
や
人
な

ど
の
通
路
と
な
る
。

と
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
悲

し
み
や
苦
し
み
が
深
く
、
ま
る
で
、
そ
れ
に
囲
ま
れ
、
ど
う
に
も
身
動

き
が
と
れ
な
い
、
そ
う
い
う
状
態
に
は
ま
り
陥
る
事
を

「な
げ
き
ど
に

お
つ
」
と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
。
よ
っ
て
恵
慶
の
歌
は

「夏
山

に
立
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
あ
の
牡
鹿
の
短
い
角
で
は
な
い
の
で
束
の

間
の
嘆
き
で
済
む
は
ず
は
な
く
、
私
は
、
私
自
身
の
底
知
れ
な
い
深
く

て
暗
い
嘆
き
の
中
に
落
ち
な
い
事
が
あ
ろ
う
か
、
い
や
、
落
ち
て
し
ま

う
」
と
で
も
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
事
を
踏
ま
え
て
、
伊
勢
の
歌
を
見

て
み
た
い
。
以
下
試
み
に
解
釈
を
施
し
て
み
る
事
に
す
る
。
男
の
歌
は

「
一
年
の
半
分
が
過
ぎ
よ
う
と
す
る
の
に
、
私
は
私
自
身
の
底
知
れ
な

い
深
い
嘆
き
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
楔
ぎ

を
し
た
と
し
て
も
こ
の
嘆
き
は
決
し
て
消
え
失
せ
る
事
は
あ
る
ま
い
」

と
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
女
の
返
歌
は

「身
に
纏
う
嘆
き
を
全
て
祓
い

清
め
る
あ
の
大
ぬ
さ
は
、
あ
な
た
の
あ
れ
ほ
ど
の
嘆
き
も
祓

っ
て
、
も

う
既
に
川
の
流
れ
に
の
っ
て
流
れ
出
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
じ
ゃ
な
い

で
す
か
」
と
、
も
う
他
の
女
に
現
を
抜
か
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
と
応
酬
す
る
。
今

一
つ
釈
然
と
し
な
い
感
は
ぬ
ぐ
え
な
い
の
だ

が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
恵
慶
は
、
こ
の
伊
勢
の
歌
を
自
分
な
り
に
咀
鳴

し
、
特
異
な
表
現
を
修
得
す
る
に
至
っ
た
の
だ
。
こ
う
で
き
る
の
も
、

や
は
り
、
伊
勢
歌
を
表
面
的
に
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
実
に
ま
で
迫

り
捉
え
得
る
環
境
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
新
奇
な
言
葉
は
勿
論
の
事
、
新
た
な
言
葉
を
歌
に
詠
み
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込
も
う
と
す
る
そ
の
精
神
ま
で
も
が
、
ま
る
で
恵
慶
に
も
受
け
継
が
れ

て
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
事
実
、
歌
中
に
は
、
恵
慶
し
か
用
い
る

こ
と
の
な
か
っ
た
言
葉
や
、
恵
慶
歌
に
初
出
例
を
見
出
せ
る
言
葉
が
散

見
す
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
逐

一
検
討
す
る
事
が
目
的
で
は
な
い
の

で
、
後
考
を
期
し
た
い
。

四
、
恵
慶
の
読
ん
だ

「伊
勢
集
』

さ
て
、
も
う

一
首
、
同
様
に
伊
勢
と
恵
慶
に
共
通
す
る
表
現
を
見
て

お
く
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
「心
の
わ
り
な
さ
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
早
く
は

「古
今
集
』
に
、

（題
し
ら
ず
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
や
ぶ

心
を
ぞ
わ
り
な
き
物
と
思
ひ
ぬ
る
見
る
も
の
か
ら
や
こ
ひ
し
か
る

べ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恋
四
・
六
八
五
）

と
あ
る
よ
う
に

「心
を
ぞ
わ
り
な
き
物
」
と
い
う
表
現
が
見
受
け
ら
れ

る
の
だ
が
、
「心
の
わ
り
な
さ
」
と
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
に
し
た
も
の
は
「後

撰
集
」
に
入
集
す
る
伊
勢
の
、

つ
ら
か
り
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
じ
け
る

　

（伊
勢
）

こ
ひ
て
へ
む
と
思
ふ
心
の
わ
り
な
さ
は
し
に
て
も
し
れ
よ
わ
す
れ

が
た
み
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恋
四
・
八
二
〇
）

が
初
出
例
に
な
る
。
そ
し
て
、
」ゝ
の
フ
レ
ー
ズ
を
引
き
継
ぐ
歌
と
し
て
、

「恵
慶
法
師
集
』
の
、

人
の
家
に
、
さ
く
ら
さ
き
た
り

桜
花
人
の
心
の
わ
り
な
さ
は
あ
く
と
も
い
は
じ
ち
と
せ
見
る
と
も

公
一九
）

が
あ
り
、
ま
た
類
似
表
現
と
し
て
、

月
お
も
し
ろ
き
夜
、
も
み
ぢ
を
見
て
、
人
人
ゐ
た
り

も
み
ぢ
ば
を
を
し
む
心
の
わ
り
な
き
に
い
か
に
せ
よ
と
ぞ
秋
の
よ

の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（三
こ

と
い
う
歌
も
あ
る
。
や
は
り
恵
慶
の
好
尚
の

一
端
が
こ
こ
に
も
窺
え

る
。
両
歌
は

「あ
る
所
に
、
屏
風
の
ゑ
に
」
と
し
て
、
ま
と
め
ら
れ
る

屏
風
歌
の
歌
群
に
存
す
る
。

「わ
り
な
し
」
と
い
う
言
葉
は
特
別
難
解
な
も
の
で
も
な
い
の
で
、
解

釈
も
素
直
に
出
来
る
だ
ろ
う
。
伊
勢
の
歌
は
、
つ
れ
な
い
相
手
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
相
手
に
恋
す
る
気
持
ち
を
拭
い
去
れ
ず
に
持
ち

続
け
る
と
い
う
そ
の
心
の
不
合
理
さ
、
道
理
の
な
さ
を
い
う
。
恵
慶
の

歌
は
、
本
来
な
ら
ば
千
歳
も
見
続
け
た
な
ら
ば
見
飽
き
て
当
然
な
の

に
、
そ
れ
で
も
、
桜
の
花
を
愛
で
る
そ
の
人
の
心
の
不
合
理
さ
、
愛
さ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ど
う
し
よ
う
も
な
い
人
心
を
詠
ん
だ
も
の
だ
ろ

う
。
「心
」
と

「わ
り
な
し
」
が
同
時
に
歌
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
る
例

は
、
こ
れ
以
後
も
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
は

例
を
見
な
い
。
恵
慶
は
ど
う
し
て

「桜
花
」
の
歌
に
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を

摂
取
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
い」
の
伊
勢
の
歌
が
、
「伊
勢
集
』
に

お
い
て
は
歌
仙
家
集
本

（定
家
本
）
系
統
に
し
か
存
在
せ
ず
、
「後
撰
集
』

と
同
様
、
贈
答
歌
の
形
で
入
集
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
い
っ
た
い
、
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本
文

（伊
勢
Ⅲ
）

恵
慶
は
こ
の
伊
勢
歌
を
何
処
で
、
何
に
拠

っ
て
目
に
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
勿
論

『後
撰
集
』
か
ら
の
可
能
性
は
な
く
も
な
い
が

「桜
花
」
の

歌
に
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
摂
取
し
た
と
い
う
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
ど

う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
こ
で

「伊
勢
集
」
に
お
け
る
こ
の
歌

の
位
置
を
再
度
確
認
し
て
お
こ
う
。

四
月
に
さ
け
る
桜
の
花
に
つ
け
て
、
ゐ
ん
の

殿
上
人
の
も
と
へ
お
は
し
ま
す
御
と
も
に
え

ま
い
ら
て
、
と
ま
れ
る
人
の
も
と
に

⑥
と
ま
り
ゐ
て
春
恋
じ
と
や
思
ふ
ら
ん
花
も
か
く
こ
そ

を
く
れ
た
り
け
れ

⑦
こ
ひ
と
い
は
む
と
思
心
の
わ
り
な
さ
は
し
に
て
も
し

れ
よ
わ
す
れ
か
た
み
に

か
へ
し

③
も
し
も
や
と
あ
ひ
み
む
こ
と
を
た
の
ま
す
は
か
く
い

ふ
程
に
ま
つ
そ
け
な
ま
し

人

⑨
に
こ
り
江
の
す
ま
む
事
こ
そ
か
た
か
ら
め
い
か
に
は

の
か
に
か
け
を
た
に
み
ん

歌
仙
家
集
本
系
統
で
は
①
か
ら
⑨
ま
で
順
次
配
列
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
西
本
願
寺
本
系
統
で
は
①
の
次
に
⑨
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ

の
間
の
②
か
ら
③
は
所
収
さ
れ
て
い
な
い
歌
も
あ
る
が
、
巻
末
に
一
括

増
補
さ
れ
た
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
関

旱

鰤

卜

董

卜
銭

藁

櫂

＝
一
～
三
七
八
、
群
書
類
従
本
＝
一
～
三
八
一
、
歌
仙
家
集
本
＝
一
～
三
七
七
）

に
あ

っ
た
も
の
を
、
西
本
願
寺
本
系
統
が
転
写
の
際
に
な
ん
ら
か
の
原

因
で
脱
落
し
巻
末
に
補

っ
た
と
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
恵
慶
は
お
そ
ら

く
こ
の
歌
を
歌
仙
家
集
本
系
統
の
配
列
を
も

っ
た
家
集
の
よ
う
な
も
の

か
ら
見
知

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
出
来
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
⑦
の

①
常
よ
り
や
そ
ふ
る
心
の
か
へ
り
け
ん
じ
ら
ぬ
こ
ゑ
な

る
声
の
き
こ
ゆ
る

中
つ
か
さ
の
み
や
の
い
へ
の
池
に
、
舟
を
つ

く
り
て
お
ろ
し
は
じ
め
て
あ
そ
ひ
け
る
に
、

ほ
う
わ
う
の
御
ら
ん
じ
に
お
は
し
ま
し
て
、

よ
さ
り
つ
か
た
か
へ
ら
せ
給
な
ん
と
し
け
る

折
に
よ
み
て
た
て
ま
り
つ
け
る

②
水
の
う
へ
に
う
か
へ
る
舟
の
君
な
ら
は
こ
ヽ
そ
と
ま

り
と
い
は
ま
し
物
を

③
年
ふ
れ
と
忘
ら
れ
は
て
ぬ
人
の
世
は
心
と
め
て
そ
猶

き
か
れ
け
る

花
に
つ
け
て

④
花
の
色
の
こ
き
を
み
す
と
て
き
た
る
み
の
を
ろ
か
に

人
は
思
ふ
ら
ん
や
は

わ
ら
ひ
を
人
の
も
と
へ
や
る
と
て

⑤
我
た
め
に
な
け
き
こ
る
と
も
し
ら
な
く
に
何
に
わ
ら

ひ
を
た
き
て
つ
け
ま
し

四
六
五

四
六
六



「心
の
わ
り
な
さ
」
歌
の
前
歌
を
み
て
み
る
と
、
伊
勢
が
桜
の
花
に
歌

を
つ
け
て
、
宇
多
上
皇
の
供
と
し
て
参
上
出
来
な
か
っ
た
殿
上
人
に

送
っ
た
歌
が
あ
る
。
宇
多
上
皇
は
、
源
融
か
ら
河
原
院
を
伝
領
さ
れ
て

お
り
、
恵
慶
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
が
出
入
り
を
す
る
河
原
院
に
関
わ

る
人
物
の
話
題
が

「伊
勢
集
」
に
存
し
た
こ
と
か
ら
、
ま
ず
そ
こ
に
興

味
が
惹
か
れ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
華
や
い
だ
在
り
し
日
々
の
河
原
院
を

そ
こ
か
ら
想
像
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
続

く
で
」
ひ
と
い
は
む
」
と
い
う
歌
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
記
憶
に
残
っ

て
お
り
、
ま
た
、
「心
の
わ
り
な
さ
」
と
い
う
表
現
へ
の
関
心
も
手
伝

っ

て
、
桜
の
描
か
れ
た
屏
風
に
歌
を
付
す
時
、
「伊
勢
集
』
の
こ
の
部
分
が

想
起
さ
れ
、
「桜
花
人
の
心
の
わ
り
な
さ
は
」
と
歌
い
出
し
た
と
考
え

た
い
。

さ
て
、
そ
う
考
え
て
来
る
と
恵
慶
が
手
に
し
て
よ
ん
だ
家
集
と
は
ど

う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

天
暦
御
時
伊
勢
が
家
の
集
め
し
た
り
け
れ
ば
、
ま
ゐ
ら
す
と

て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
務

し
ぐ
れ
つ
つ
ふ
り
に
し
や
ど
の
事
の
葉
は
か
き
あ
つ
む
れ
ど
と
ま

ら
ざ
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（雑
秋

。
一
一
四
こ

御
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
暦
御
製

昔
よ
り
名
た
か
き
や
ど
の
事
の
は
は
こ
の
本
に
こ
そ
お
ち
つ
も
る

て
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（雑
秋

。
一
一
四
二
）

と
い
う
歌
が

『拾
遺
集
』
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
「後
撰
集
』
が
成
立
す
る

天
暦
期
に
は
、
娘
の
中
務
の
手
に
よ
っ
て

一
度
伊
勢
歌
が
集
積
さ
れ
て

い
た
事
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
詳
細
は
次
節
で
述
べ
る
が
、
恵
慶
と
中

務
の
交
流
関
係
か
ら
見
て
、
恵
慶
が
そ
の
家
集
を
入
手
し
読
ん
だ
可
能

性
は
極
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
家
集
の
配
列
の

一
部

は

（少
な
く
と
も
、
今
検
証
し
た
部
分
に
お
い
て
は
）
現
存

「伊
勢
集
』
の

配
列
に
溶
け
込
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

六
、
恵
慶
と
伊
勢
の
歌
を
素
ぐ
線

こ
こ
ま
で
の
考
察
で
、
恵
慶
の
脳
裏
に
は
、
詳
細
に
分
析
、
解
釈
さ

れ
た
伊
勢
歌
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。
そ
し
て
恵
慶
が
手
に

し
て
読
ん
だ
『伊
勢
集
」
は
、前
節
で
歌
仙
家
集
本
系
統
の
配
列
を
持
っ

た
、
恐
ら
く
は
中
務
が
「後
撰
集
』
撰
集
資
料
と
し
て
村
上
天
皇
に
奉

っ

た
家
集
で
あ

っ
た
ろ
う
事
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
も
恵
慶

は
伊
勢
歌
を
鋭
意
収
集
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
家
集
に
記
さ
れ
る

歌
の
成
立
事
情
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
歌
に
ま
つ
わ
る
話

（
エ
ピ
ソ
ー

ド
）
を
聞
い
て
い
た
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
他
の
歌
人
等
よ
り
も

一
層
伊
勢
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
歌
の
解
釈
は
表

面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
内
実
に
ま
で
も
迫
ら
ん
と

す
る
事
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
恵
慶
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
か
ら
、
伊
勢
の
歌
を
入
手
し
た

の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
恵
慶
は
紀
時
文
に
、
父
貫
之
自
撰
の
家
集
を
貸

し
て
欲
し
い
と
懇
願
し
た
よ
う
で
、
そ
れ
を
返
却
す
る
際
に
は
、
一万
輔

や
能
宣
、
安
法
等
が
恐
ら
く
は
河
原
院
に
集
い
、
歌
を
詠
み
あ
っ
た
事
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が
、
『恵
慶
法
師
集
』
や

「安
法
法
師
集
」
に
、
左
記
に
示
し
た
様
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
つ
ら
ゆ
き
が
か
き
あ
つ
め
た
る
う
た
を
、　
一
巻
か
り
て
、

返
す
と
て

ひ
と
ま
き
に
ち
ぢ
の
こ
が
ね
を
こ
め
た
れ
ば
人
こ
そ
な
け
れ
こ
ゑ

は
の
こ
れ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恵
慶

。
一
五
人
）

く
ら
の
す
け
時
ぶ
が
か
へ
し

い
に
し
へ
の
ち
ぢ
の
こ
が
ね
は
か
ぎ
り
あ
る
を
あ
ふ
ば
か
り
な
き

君
が
た
ま
づ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恵
慶

・
一
五
九
）

す
は
う
の
か
み
も
と
す
け
が
か

へ
し

か
へ
し
け
む
む
か
し
の
人
の
た
ま
づ
さ
を
き
き
て
ぞ
そ
そ
く
お
い

の
な
み
だ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恵
慶

・
三
ハ
ｏ
）

よ
し
の
ぶ
の
朝
臣

み
づ
ぐ
き
の
あ
と
に
の
こ
れ
る
た
ま
づ
さ
に
い
と
ど
も
さ
む
き
秋

の
そ
ら
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恵
慶

・
Ｉ
全

）

貫
之
よ
み
あ

つ
め
た
る
歌
の
し
ふ
ど
も
、
恵
慶
か
り
て
か

へ

す
と
て
歌
よ
め
る
に
、
皆
人
人
よ
み
し

紀
の
い
へ
の
く
さ
に
の
こ
れ
る
言
の
葉
は
か
き
こ
そ
た
む
れ
ち
り

の
う

へ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（安
法

・
一
〓
↓

こ
れ
本
あ
る
こ
と
な
り

こ
の
時
期
を
熊
本
氏
は
時
文
や
元
輔
の
官
職
か
ら
、
天
延
二
年

（九
七

〓
し
か
ら
寛
和
元
年

（九
八
工Ｃ

の
間
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
河
原
院

に
お
い
て
、
先
代
の
歌
人
の
家
集
や
歌
を
披
見
す
る
事
は
よ
く
あ

っ

た
の
だ
ろ
う
っ
と
な
れ
ば
、
当
然
伊
勢
の
歌
も
そ
の
よ
う
な
場
で
何
度

と
な
く
披
露
さ
れ
た
様
子
が
想
像
さ
れ
て
来
る
。
し
か
し
、
恵
慶
は
他

の
歌
人
等
以
上
に
伊
勢
歌
に
接
触
し
て
い
る
事
は
前
述
し
た
様
に
明
白

で
あ
り
、
恵
慶
が
殊
更
に
伊
勢
歌
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
事
を
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
恵
慶
と
繋
が
り
の
あ
る
人
物
、
安
法

法
鰤
愛
仲
鶴

藤 ‐こ
構
脚
賊
江

，
議
い
一

集
』
冒
頭
の
歌
物
語
的
部
分
の
作

者
と
し
て
安
法
法
師
説
を
提
示
さ
れ
た
事
が
あ

っ
た
。
そ
の
根
拠
は

『安
法
法

輸
蛸
蒙
」
酬
疎
ば
ヽ
歌
ど
も
の
題
か
き
あ
つ
め
て
や
れ
る
に

ひ
さ
ぎ
お
ふ
る
か
は
ら
の
や
ど
の
遠
近
に
み
ゆ
る
も
の
も
の
き
み

に
い
は
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（五
こ

と
い
う
歌
に
あ
る
。
詞
書
の

「歌
ど
も
の
題
」
が

『伊
勢
集
』
冒
頭
部

分
の
詞
書
、
つ
ま
り
物
語
的
部
分
の
事
を
指
し
、
そ
れ
を
安
法
が

「書

き
集
め
」
た
と
解
釈
さ
れ
た
。
ま
た
歌
の
下
句

「
み
ゆ
る
も
の
も
の
き

み
に
い
は
せ
ん
」
の

「
み
ゆ
る
」
「
い
は
せ
ん
」
の
箇
所
が
、
冒
頭
部
分

に
存
在
す
る
平
中
と
の

「見
つ
」
問
答
を
想
起
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
。

」
「
一」薦
げ
威
己
鶉
群
蟄
ド
悸
昇
針
獅
級
鉢
鴨
舞
疑
≒
謝
お
婦
ｒ
い
い

地
は
中
務
が
天
皇
の
命
に
よ
り
伊
勢
の
詠
作
を
収
集
整
理
し
て
い
た

が
、
伊
勢
縁
の
人
々
に
も
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
、
河
原
院
関
係
の

詠
草
は
詠
作
事
情
が
不
明
な
た
め
、
安
法
に
「歌
ど
も
の
だ
い
」
、
つ
ま

り
詠
ま
れ
た
状
況
、
場
所
を
説
明
す
る
短
い
文
章
を
書
き
記
し
送
っ
て
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貰
う
よ
う
に
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る

資
料
に
は
、
氏
も
指
摘
す
る
様
に
、
中
務
と
安
法
を
直
接
繋
ぐ
線
は
何

も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「伊
勢
と
い
ふ
人
、
歌
ど
も
の
題
か
き
あ
つ
め
て

や
れ
る
」
と
い
う
安
法
の
行
動
は
、
伊
勢
の
歌
に
傾
倒
す
る
、
親
交
深

き
恵
慶
に
依
頼
さ
れ
て
、
恐
ら
く
は
あ
ま
り
表
に
出
る
こ
と
の
な
か
っ

た
河
原
院
に
残
る
伊
勢
の
詠
草
等
を
拾
集
し
、
送
っ
て
や
っ
た
と
は
考

隷
詳

請

酵

ば
期
は
新
鉢
権

藝

期

メ
ン
バ
ー
で
、
歌
題
選
定
役
の
者
だ
と
解
し
て
い
る
。
確
か
に
歌
の
内

容
か
ら
す
れ
ば
し
っ
く
り
来
る
も
の
が
な
い
訳
で
も
な
い
が
、
そ
れ
だ

け
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ

「伊
勢
」
と
い
う
名
を
詞
書
に
記
す
必
然
性
を

感
じ
ら
れ
な
い
。
前
述
し
た
様
に
河
原
院
で
は
前
代
の
歌
人
の
家
集
を

見
合
う
様
な
事
実
が
あ
る
以
上
、
や
は
り
、
そ
こ
に
集
う
者
に
し
て
み

れ
ば

「伊
勢
」
と
い
え
ば
、
女
流
歌
人
伊
勢
を
誰
も
が
思
い
浮
か
べ
る

は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
安
法
か
ら
伊
勢
の
歌
を
入
手
す
る
ル
ー
ト
が
考
え
ら

れ
る
わ
け
だ
が
、
や
は
り
、
伊
勢
の
歌
を
多
く
所
蔵
し
て
い
る
の
は
な

ん
と
い
つ
て
も
娘
の
中
務
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
今
度
は
、
恵
慶
と
中
務

の
関
係
を
考
え
て
お
き
た
い
。
恵
慶
は
娘
の
中
務
と
も
懇
意
に
し
て
い

た
ら
し
く
、
次
の
様
な
資
料
が
残

っ
て
い
る
。
八
十
の
齢
に
近
い
中
務

が
、
「子
に
ま
か
り
お
く
れ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
東
山
に
こ
も
」
つ
た
拠

の
十
二
首
の
連
作
が
御
所
本

『中
務
集
」
（中
務
Ⅱ
）
に
収
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
「恵
慶
法
師
集
』
に
は
中
務
の
傷
心
に
和
す
る
形
で

十
首
か
ら
な
る

一
連
の
歌
が
あ
る
。
詳
細
は
熊
本
氏
の
論
れ
を
参
照
し

て
貰
い
た
い
が
、
晩
年
に
な
っ
て
、
突
如
と
し
て
、
中
務
と
交
流
が
あ
っ

た
と
は
考
え
に
く
く
、
稲
賀
敬
二
噸
も

「彼
は
、
中
務
が

「春
の
心
の

歌
」
と
し
て
彼
に
示
し
た

一
連
の
歌
が
、
実
は
傷
心
に
絶
え
て
い
る
中

務
の
思
い
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
よ
く
察
知
し
て
い
た
」
と
瞳
目

す
べ
き
見
解
を
示
さ
れ
、
単
な
る
社
交
辞
令
的
な
つ
き
あ
い
で
は
な
い

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
母

。
伊
勢
の
歌
を
介
し
て
、
互
い
の
感

懐
を
語
り
合
っ
た
経
歴
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
を
想
起
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
恵
慶
は
中
務
か
ら
直
接
、
伊
勢
の
家
集
、

そ
れ
は
上
述
し
た
如
き
経
緯
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
中
務
撰
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
、
そ
れ
を
貸
し
て
貰
っ
た
事
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

し
て
、
中
務
が
語
る
母
の
思
い
出
を
、
家
集
を
読
む
際
に
重
ね
合
わ
せ
、

そ
の
歌
の
解
釈
は
、
他
の
ど
の
歌
人
よ
り
も
深
く
、
伊
勢
の
内
実
ま
で

迫
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
誰
よ
り
も
身
近
に

伊
勢
の
歌
に
触
れ
る
事
の
出
来
た
恵
慶
は
、
伊
勢
の
歌
の
言
葉
を
自
分

な
り
に
修
得
を
し
、
詠
作
活
動
に
反
映
し
て
い
つ
た
の
だ
と
理
解
で
き

２つ
。

七
、
お
わ
り
に

以
上
、
恵
慶
歌
に
お
け
る
伊
勢
歌
摂
取
の
実
態
を
考
察
し
て
き
た
。

そ
れ
は
同
時
に
恵
慶
歌
に
お
け
る
表
現
の
特
質
の

一
端
を
述
べ
る
事
に

も
な
っ
た
。
恵
慶
歌
は
、
と
り
わ
け
新
奇
な
言
葉
を
歌
語
と
し
て
積
極
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的
に
採
用
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
伊
勢
歌
と
同
様
の
特
徴
が
認
め

ら
れ
る
。
そ
の
事
実
は
、
恵
慶
歌
が
、
伊
勢
歌
の

（伊
勢
の
歌
作
姿
勢
と

言
っ
て
も
い
い
が
）深
甚
な
影
響
下
に
結
実
し
た
か
ら
だ
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。

こ
の
こ
と
は
当
時
に
お
け
る
伊
勢
の
評
価
、
つ
ま
り
新
奇
な
言
葉
を

多
く
歌
に
摂
取
し
、
独
自
の
表
現
開
拓
を
試
み
た
歌
人
で
あ

っ
た
と
認

識
さ
れ
て
い
た

一
つ
の
証
左
に
も
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の

事
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「古
今
的
歌
風
の
代
表
歌
人

・伊
勢
」
と
言
う
枠

組
み
に
捕
ら
わ
れ
る
事
な
く
、
多
角
的
に
伊
勢
歌
を
分
析
す
る
事
が
望

ま
れ
る
。

ま
た
従
来
か
ら
問
題
と
さ
れ
る

『伊
勢
集
』
の
祖
本
の
形
態
に
関
し

て
も
、
伊
勢
歌
を
直
接
享
受
し
た
人
物
を
照
射
す
る
こ
と
で
、
朧
げ
な

が
ら
も
そ
の
輪
郭
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
る
。
こ
れ
は
更
な
る
検
討
を
加
え
究
明
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
り
、

追

っ
て
考
察
を
試
み
た
い
。

注（１
）
小
町
谷
照
彦
氏
は

「古
今
集
の
歌
風
と
展
開
」
（「和
歌
文
学
講
座
４
古
今
集
』

所
収
、
勉
誠
社
＝
平
５
・
１２
、
十
一
二
七
頁
。）
の
中
で
、
「
古
今
集
」
の
歌

風
の
特
徴
と
し
て
は
、
精
密
な
修
辞
、
理
知
的
な
趣
向
、
類
型
的
な
歌
語
、
典

雅
な
感
覚
や
美
意
識
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

（２
）
熊
本
守
雄

『恵
慶
集
校
本
と
研
究
』
（桜
楓
社
＝
昭
５３
・
３
）。
本
文
は
『新

編
国
歌
大
観
』
所
収
の
流
布
本
を
用
い
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
、
古
本
系
統

を
代
表
す
る
と
い
う
書
陵
部
蔵
本

（
一
五
〇
・
五
五
人
）
の
異
同
を

「校
本

編
」
よ
り
傍
記
し
た
。

（３
）
近
藤
み
ゆ
き

「河
原
院
文
化
圏
に
関
す
る

一
考
察
―
曽
称
好
忠

・
恵
慶

・

源
道
済
の
漢
詩
文
受
容
を
中
心
に
―
」
η
千
葉
大
学
教
養
部
研
究
報
告
書
』

Ａ
Ｉ
”
＝
平
２

・
３
）

（４
）
貴
重
本
刊
行
会
よ
り
私
家
集
注
釈
叢
書
の
一
つ
と
し
て
、
川
村
晃
生

。
金

子
英
世

・松
本
真
奈
美
氏
等
に
よ
る

「恵
慶
集
注
釈
』
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

（５
ヽ
さ
夜
中
に
友
呼
び
わ
た
る
雁
が
ね
に
う
た
て
吹
き
添
ふ
荻
の
う
は
風
」

η
源
氏
物
語
∵
少
女
）
と
あ
る
よ
う
に
「う
は
か
ぜ
」
は
歌
中
に
お
い
て
「荻
」

と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
事
が
多
い
。
ま
た
、
恵
慶
歌
は
風
の
激
し
さ
を
詠
む

こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
は

「む
ら
か
ぜ
」
と
と
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「む
れ
」
は

「む
ら
ぐ
も
」
「む
ら
く
さ
」
の
よ
う
に
複
合
語
の
前
項
に
く
る

と

「む
ら
」
と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は

「む
ら
松
」
と
と
っ
て
問
題
は
な

い
。

（６
）
片
桐
洋

一
「歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
」
（角
川
書
店
＝
昭
５８
・
‐２
↓
増
訂
版
、

笠
間
書
院
＝
平
Ｈ

・
５
）
、
「ひ
ら

【比
良
ご

の
項
。

（７
）
関
根
慶
子
・山
下
道
代

『私
家
集
全
釈
菫
書
１６
伊
勢
集
全
釈
』
（風
間
書
房
＝
平

８

・
２
）。

（８
）
「な
げ
き
を
ば
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
既
に
『古
今
集
」
の
大
〇
六
番
歌
（貫

之
）
や

一
〇
五
七
番
歌

（詠
人
不
知
）
に
あ
る
。

（９
）
注
７
。

（
１０
）
注
７
の

『全
釈
」
。
平
野
由
紀
子
校
注

「伊
勢
集
」
（「新
里
倉
具
茎
軍
素
２８

平
安
私
家
集
』
所
収
、
岩
波
書
店
＝
平
６
・
１２
）０
高
野
晴
代
校
注

「伊
勢
集
」

貧
和
歌
文
学
大
系
１２
小
町
集
／
業
平
集
／
遍
昭
集
／
素
性
集
／
伊
勢
集
／
猿
丸

集
』
所
収
、
明
治
書
院
＝
平
１０

・
１０
）ｏ

（
Ｈ
）
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
の

「と

（所

・
処
と

の
項
目
に
は
、
只
語
素
）
他

の
語
に
つ
い
て
、
と
こ
ろ
、
場
所
の
意
を
表
す
。
連
濁
で
〈
ど
〉
と
も
な
る
。
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〈
せ
と

（瀬
戸
》

〈
く
ま
と

（隈
戸
》

〈
こ
も
り
ど

（隠
所
》

〈
た
ち
ど

（立

所
と
と
説
明
が
あ
る
。
そ
の
語
源
は

「止

（卜
と

の
義
か
ら
だ
と
言
い
、
「
日

本
書
紀
私
記

（甲
本
と

貧
新
訂
増
補
国
史
大
系
８
』
所
収
、
＊
三
頁
。
）
の
「古

語
謂
居
住
為
止
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
‐２
）
「類
衆
名
義
抄
』
（法
下

・
七
四
）
に
は

「門
ヵ
卜
」
「水
門
、ヽ，
卜
」
と
示
さ

れ
て
い
る
。
「岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
で
は

「と

（戸

・
門
と

の
項
目
に
お
い

て

《
ノ
ミ
ト

（喉
）
・
セ
ト

（瀬
戸
）
ミ
ミ
ナ
ト

（港
）
の
卜
に
同
じ
。
両
側

か
ら
迫

っ
て
い
る
狭
い
通
路
。
ま
た
、
ま
た
、
入
り
口
を
狭
く
し
、
ふ
さ
い

で
内
と
外
を
隔
て
る
も
の
）
と
そ
の
語
源
を
説
明
し
て
い
る
。

（
‐３
）
関
根
慶
子

「中
古
私
家
集
の
研
究
』
（風
間
書
房
＝
昭
柁
）
の
第
二
章
第

一

節

「三
系
統
本
異
同
の
実
態
」
。
「
ａ
」
と
は
三
本
の
最
も
基
本
的
な
共
通
部

分
を
指
す
。

（
‐４
）
後
藤
利
雄

「伊
勢
集
巻
頭
の
歌
物
語
の
作
者
に
つ
い
て
―
伊
勢
物
語
の
書

名
に
関
聯
し
て
―
」
Ｇ
文
学

・
語
学
』
１４
＝
昭
３４
・
‐２
）０

（
‐５
）
後
藤
氏
が
引
用
し
た
詞
書
き
は

「
い
せ
と
い
ふ
人
の
歌
ど
も
の
題
か
き
集

め
て
や
れ
る
に
」
と
あ
る
。

（
‐６
）
関
根
慶
子
「伊
勢
集
巻
頭
の
安
法
法
師
作
者
説
に
対
す
る
疑
問
」
■
文
学
・

語
学
』
１６
＝
昭
３５
・
６
↓

「中
古
私
家
集
の
研
究
』
、
風
間
書
房
＝
昭
後
に
所

収
）
。

（
‐７
）
妹
尾
好
信
「
伊
勢
集
』
成
立
年
時
試
考
―
巻
頭
の
歌
物
語
と
「平
中
物
語
』

と
の
関
係
を
中
心
に
―
」
貧
國
文
學
致
』

一
一
一
号
＝
昭
６‐
．
９
）
。

（
‐８
）
犬
養
廉

・後
藤
祥
子

・
平
野
由
紀
子
校
注

「安
法
法
師
集
」
（『新
日
本
古
典
文

浮薬
系
２８
平
安
私
家
集
』
所
収
、
岩
波
書
店
＝
平
６

・
１２
）

（
‐９
）
「拾
遺
集
』
春

・
三
六
番
歌
に
、

子
に
ま
か
り
お
く
れ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
東
山
に
こ
も
り
て

中
務

さ
け
ば
ち
る
さ
か
ね
ば
こ
ひ
し
山
桜
思
ひ
た
え
せ
ぬ
花
の
う

へ
か
な

が
あ
る
。

（
２０
）
注
２
。
＊

一
五
二
～

一
五
八
頁
。

（
２‐
）
稲
賀
敬
二

『日
本
の
作
歌
６
中
務
」
（新
典
社
＝
平
Ｈ
・
４
）
＊
一
九
九
頁
。

※
和
歌
の
引
用
は
特
に
注
を
施
さ
な
い
限
り

「新
編
国
歌
大
観
」
に
拠
る
。
但

し
、
私
家
集
に
お
い
て

「私
家
集
大
成
」
に
拠
る
場
合
は
そ
の
略
語
で
、
「新

編
国
歌
大
観
」
に
拠
る
場
合
は

「―
集
」
で
示
す
。

（か
と
う

。
ゆ
う

い
ち
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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