
霊地を巡る女人

伊
勢
の
地
へ
御
杖
代
と
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
を
奉
載
し
巡
幸
し
た
ヤ
マ
ト

ヒ
メ
の
旅
は
、
古
代
の
成
立
に
仮
託
さ
れ
た
中
世
神
道
書
『
倭
姫
命
世
記
』

（
神
宮
文
庫
蔵
、
応
永
二
五
～
二
七
年
写
本
）
に
詳
し
く
叙
述
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
い
わ
ば
中
世
に
仮
想
さ
れ
た
齋
宮
も
し
く
は
齋
内
親
王
の
伊
勢

巡
幸
の
原
型
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
奥
書
に
「
大
治
二

年
雅
晴
」
識
語
と
「
丁
卯
歳
章
尚
」
識
語
を
有
し
、
「
大
神
主
飛
鳥
孫
御

気
」
の
書
写
に
な
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
護
慶
雲
二
年
に
祢
宜

（１）

五
月
麻
呂
撰
集
の
仮
託
識
語
を
有
す
る
。
『
書
紀
』
神
武
東
征
と
日
本
武

尊
東
征
を
枠
組
み
と
し
て
垂
仁
紀
の
倭
姫
命
に
よ
る
伊
勢
鎮
座
記
事
を
増

幅
展
開
さ
せ
、
「
大
神
宮
本
紀
」
の
一
部
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

倭
姫
が
夢
に
導
か
れ
、
度
会
氏
祖
神
の
大
若
子
命
に
助
け
ら
れ
大
田
命
に

案
内
さ
れ
て
五
十
鈴
川
上
の
地
に
至
り
神
宝
を
見
い
だ
す
ま
で
の
経
緯
を

詳
述
す
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
外
宮
の
鎮
座
縁
起
が
は
じ
め
か
ら
組
み
込

天
照
大
神
の
伊
勢
鎮
座
縁
起
と
倭
姫
命
巡
幸
を
め
ぐ
る
中
世
神
道
テ

ク
ス
ト
の
諸
位
相

霊
地
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Ｉ
『
と
は
ず
が
た
り
」
の
道
行
と
伊
勢
Ｉ

ま
れ
て
一
体
化
し
て
い
る
。
基
本
的
に
年
代
記
の
体
裁
を
と
る
が
、
末
尾

に
裏
書
や
一
書
の
記
事
を
加
え
る
な
ど
勘
注
的
な
装
い
を
施
し
て
い
る
。

そ
れ
は
鎌
倉
中
後
期
に
成
立
し
た
外
宮
度
会
氏
に
よ
る
伊
勢
神
道
の
神
典

と
し
て
、
そ
の
核
に
あ
た
る
倭
姫
命
の
託
宣
を
も
っ
て
教
説
宣
布
を
企
て

た
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
倭
姫
命
世
記
』
の
周
囲
に
は
、
同
じ
主
題
を
め
ぐ
っ
て
、
多
様

な
位
相
の
中
世
神
道
テ
ク
ス
ト
が
伝
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
『
世
記
』

を
相
対
化
す
る
と
共
に
、
中
世
の
巡
幸
す
る
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
を
介
し
た
伊
勢

神
宮
の
始
源
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
映
し
だ
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
倭
姫
命
世
記
』
を
神
典
的
文
字
テ
ク
ス
ト
と
す
れ
ば
、
物

語
的
文
字
テ
ク
ス
ト
と
し
て
『
天
照
太
神
御
天
降
記
」
が
あ
り
、
ま
た
神

道
秘
伝
ｌ
図
像
テ
ク
ス
ト
と
し
て
『
二
所
天
照
皇
太
神
遷
幸
時
代
抄
』
、

礼
拝
ｌ
説
話
図
像
テ
ク
ス
ト
と
し
て
『
伊
勢
両
宮
曼
茶
羅
』
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
中
世
神
道
テ
ク
ス
ト
の
諸
位
相
の
分
節
化
は
、
中
世
宗

教
テ
ク
ス
ト
全
般
に
お
い
て
等
し
く
認
め
ら
れ
る
普
遍
的
な
布
置
に
共
通

（２）

し
て
お
り
、
そ
の
典
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
天
照
太
神
御
天
降
記
』
は
、
称
名
寺
旧
蔵
尊
経
閣
文
庫
蔵
鎌
倉
中
期

（３）

釦
阿
写
本
と
真
福
寺
蔵
貞
和
二
年
印
隆
写
本
が
存
す
る
。
本
文
は
ま
ず
、

阿

部
泰
郎
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行
き
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擢
遁
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「
例
ノ
言
語
（
モ
ノ
ガ
タ
リ
）
ノ
様
一
こ
天
照
大
神
の
高
天
原
で
の
天
岩

戸
神
話
と
天
降
っ
て
の
倭
姫
に
よ
る
伊
勢
鎮
座
神
話
を
叙
述
す
る
。
そ
の

後
半
は
、
巡
行
記
を
交
え
神
宝
投
下
ｌ
宇
治
土
君
（
翁
）
に
よ
る
発
見
と

宮
処
定
め
、
大
物
忌
（
大
古
良
）
祭
祀
の
起
源
お
よ
び
抜
穂
神
事
起
源
の

真
名
鶴
神
話
な
ど
を
説
く
の
が
中
心
。
内
宮
鎮
座
縁
起
と
し
て
完
結
し
、

大
中
臣
氏
荒
木
田
氏
の
祖
神
の
み
を
登
場
さ
せ
、
外
宮
豊
受
宮
の
事
は
末

尾
に
付
加
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
末
尾
に
神
宮
鎮
座
記
録
を
付
記
す
る
。

「
二
所
天
照
皇
太
神
遷
幸
時
代
抄
」
は
、
真
福
寺
蔵
南
北
朝
時
代
写
本

（４）

が
あ
る
。
本
書
は
、
勝
賢
が
伝
授
し
た
守
覚
編
「
三
宝
院
御
流
」
聖
教
の

（５）

一
部
で
あ
る
「
野
決
内
」
具
書
の
一
つ
で
あ
る
。
本
文
は
『
倭
姫
命
世
記
』

の
抄
出
か
、
も
し
く
は
そ
れ
が
拠
っ
た
更
に
古
い
本
文
を
伝
え
る
も
の
。

倭
姫
命
の
巡
幸
部
分
を
中
心
と
し
、
両
宮
の
神
体
図
、
三
種
神
器
図
と
遷

幸
し
た
各
地
宮
処
の
図
お
よ
び
社
殿
造
図
を
中
心
と
す
る
図
像
集
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
『
麗
気
記
』
に
先
行
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
遷
幸
図

は
類
例
を
見
な
い
。
ま
た
、
密
教
秘
事
口
伝
類
聚
の
一
環
と
し
て
伝
来
し

た
テ
ク
ス
ト
で
、
両
部
神
道
書
と
し
て
密
教
図
像
の
周
縁
に
位
置
す
る
。

『
伊
勢
両
宮
曼
茶
羅
』
（
正
暦
寺
蔵
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
の
制
作
、
紙

（６）

本
着
色
二
幅
）
は
、
内
宮
・
外
宮
幅
と
も
社
頭
図
像
を
中
心
に
四
天
王
を

周
囲
に
配
し
、
社
殿
上
に
日
・
月
輪
を
貼
り
付
け
て
御
正
体
図
像
と
す
る
。

遠
景
と
し
て
内
宮
は
熊
野
山
と
神
島
、
外
宮
は
二
見
浦
と
与
佐
中
山
を
上

方
に
描
く
。
そ
の
社
頭
景
観
中
に
縁
起
絵
的
モ
テ
ィ
ー
フ
を
加
え
、
内
宮

は
鏡
宮
、
御
裳
濯
河
の
辺
り
に
神
鏡
を
奉
戴
し
た
「
大
和
姫
」
を
案
内
す

る
猟
師
姿
の
「
山
神
」
を
描
き
、
真
名
鶴
を
配
す
。
外
宮
は
与
佐
中
山
に

降
臨
す
る
天
女
達
を
描
き
、
そ
こ
に
「
山
神
」
を
配
す
。
ま
た
、
両
宮
に

法
楽
舎
と
「
狐
狼
（
子
良
）
館
」
の
存
在
を
強
調
し
て
、
鎌
倉
末
期
の
「
鼻

中
世
に
伊
勢
へ
参
る
女
人
の
旅
を
自
ら
記
す
テ
ク
ス
ト
、
そ
れ
が
後
深

草
院
二
条
の
「
と
は
ず
が
た
り
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
節
に
述
べ
た
ヤ

マ
ト
ヒ
メ
を
巡
る
中
世
伊
勢
の
諸
テ
ク
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
の
と
、
同

じ
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
久
我
雅
忠
の
女
と
し
て
後
深
草
院
の
寵
幸
を

蒙
り
な
が
ら
、
同
時
に
宮
廷
の
貴
顕
に
愛
さ
れ
そ
の
子
女
を
設
け
、
や
が

て
何
ら
身
分
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
追
放
さ
れ
る
に
至
る
前
半
（
巻
一

～
三
）
か
ら
、
一
転
し
て
出
家
遁
世
の
尼
と
な
っ
て
諸
国
を
修
行
す
る
旅

を
中
心
に
記
す
後
半
（
巻
四
・
五
）
は
、
あ
ざ
や
か
な
対
照
を
な
し
て
い

る
。
そ
の
旅
は
、
幼
い
頃
に
見
た
「
西
行
が
修
行
の
記
と
い
ふ
絵
」
に
よ

り
萌
し
た
憧
れ
ゆ
え
と
説
明
さ
れ
、
院
の
宮
廷
に
別
れ
を
告
げ
、
妻
子
を

捨
て
出
家
し
遁
世
の
修
行
者
と
し
て
物
語
・
説
話
の
主
人
公
と
な
っ
た
西

行
の
先
跳
を
逐
う
よ
う
に
己
の
生
涯
を
象
る
。
そ
う
し
た
二
条
の
旅
が
目

ト
ポ
ス

指
す
霊
地
の
最
大
の
焦
点
が
伊
勢
の
「
大
神
宮
」
で
あ
る
。

伊
勢
を
め
ぐ
る
二
条
の
軌
跡
に
つ
い
て
、
そ
の
関
わ
り
は
既
に
前
半
の

宮
廷
時
代
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
巻
一
で
後
深
草
院
が
母
大
宮
院
を
訪
れ

（７）

帰
書
』
「
天
照
大
神
口
決
』
の
世
界
と
重
な
る
。
そ
れ
は
、
後
世
の
伊
勢

両
宮
参
詣
曼
茶
羅
と
は
異
質
な
、
掛
幅
縁
起
絵
ｌ
社
頭
図
と
し
て
の
曼
茶

羅
で
あ
る
。
講
な
ど
の
儀
式
、
法
楽
を
通
し
て
こ
れ
を
拝
す
る
者
が
、
社

頭
に
臨
ん
で
縁
起
に
説
か
れ
る
霊
地
と
降
臨
や
影
向
の
霊
験
を
追
体
験
す

る
こ
と
も
含
ん
で
、
参
詣
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。

異
端
の
中
世
女
流
日
記
「
と
は
ず
が
た
り
」
に
お
け
る
修
行
者
尼
二

条
の
大
神
宮
参
詣
を
め
ぐ
る
旅

-
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た
際
、
そ
こ
で
前
斎
宮
で
あ
っ
た
異
母
妹
榿
子
内
親
王
に
〃
密
通
〃
す
る

と
い
う
大
胆
な
行
為
に
及
ぶ
。
そ
の
手
引
を
つ
と
め
、
一
部
始
終
を
目
撃

し
た
の
が
二
条
で
あ
る
。
父
が
こ
の
斎
宮
に
仕
え
、
そ
の
伊
勢
下
向
を
沙

汰
し
た
ゆ
か
り
か
ら
「
道
芝
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
院
の
前
斎
宮
へ

の
〃
犯
し
″
は
、
「
伊
勢
物
語
』
狩
の
使
段
に
倣
っ
た
色
好
み
で
あ
る
と

同
時
に
、
い
ま
だ
治
天
と
し
て
の
実
権
を
持
た
な
か
っ
た
院
の
、
弟
亀
山

院
よ
り
優
位
に
立
つ
べ
く
禁
忌
を
侵
す
こ
と
に
よ
る
示
威
を
企
て
た
も
の

か
と
推
察
さ
れ
る
。

二
条
の
、
無
名
の
尼
と
し
て
の
旅
は
、
巻
四
に
お
け
る
正
応
二
年
か
ら

四
年
に
か
け
て
の
伊
勢
を
軸
と
し
た
東
国
お
よ
び
奈
良
へ
の
旅
と
、
お
よ

そ
十
年
を
隔
て
た
巻
五
に
お
け
る
、
ま
ず
厳
島
を
目
指
し
た
西
国
へ
の
旅

の
二
つ
に
分
か
た
れ
る
。
前
者
は
、
東
国
最
大
の
霊
場
で
あ
る
善
光
寺
へ

の
参
詣
が
旅
路
の
極
み
に
あ
り
、
後
者
は
厳
島
と
南
海
の
足
摺
岬
が
そ
れ

に
あ
た
る
。
ま
た
、
前
者
で
は
京
の
宮
廷
を
支
配
す
る
鎌
倉
幕
府
と
い
う

武
士
の
権
門
中
枢
に
赴
き
、
そ
こ
で
親
王
将
軍
の
交
替
と
い
う
大
事
に
立

ち
会
い
、
そ
れ
を
操
っ
た
権
力
者
た
ち
と
交
わ
っ
て
い
る
。
後
者
で
は
、

備
後
の
田
舎
地
頭
の
家
へ
か
ど
わ
か
さ
れ
た
も
同
然
に
訪
れ
て
、
あ
や
う

く
下
人
の
身
に
取
り
籠
め
ら
れ
そ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
当
時
の
武
士
社
会

の
上
か
ら
下
ま
で
を
身
づ
か
ら
経
験
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
冒
険
的
な
ま
で
の
旅
は
、
し
か
し
決
し
て
流
離
・
漂
泊
と
い
う
表

現
に
は
当
た
ら
ぬ
能
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
将
軍
惟
康
親
王
の
〃
王
殺
し
″

と
い
う
べ
き
追
放
劇
を
間
近
で
見
物
し
、
新
将
軍
〈
後
深
草
皇
子
久
明
親

王
）
の
下
向
を
迎
え
、
そ
の
御
殿
の
し
つ
ら
い
と
女
房
装
束
の
故
実
指
南

を
つ
と
め
る
の
は
、
い
か
に
も
院
御
所
の
元
上
臆
女
房
と
し
て
自
由
に
立

ち
廻
る
こ
と
の
出
来
る
役
割
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
何
か
宮
廷
か
ら
の
特
命

を
負
っ
た
は
た
ら
き
と
み
え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
由
比
ヶ
浜
で
は

八
幡
若
宮
を
望
ん
で
小
野
小
町
の
「
壮
衰
」
を
己
に
重
ね
、
乞
食
流
浪
す

る
伝
承
像
を
今
生
の
果
報
を
断
念
し
た
自
身
の
境
涯
と
し
て
い
る
。
あ
る

い
は
善
光
寺
参
詣
に
お
い
て
、
一
行
と
別
れ
ひ
と
り
留
ま
る
際
に
、
敢
え

て
生
ず
る
も
一
人
死
ぬ
も
一
人
と
仮
名
法
語
も
ど
き
に
弁
ず
る
な
ど
、
そ

の
旅
は
伴
す
る
者
が
あ
っ
た
（
江
の
島
の
段
り
で
言
及
）
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
た
か
も
た
だ
一
人
孤
独
な
道
行
き
を
辿
る
か
の
よ
う
に
書
き
な
し

て
い
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
上
で
の
あ
ら
ま
ほ
し
き
彼
女
の
旅

であった。

旅
の
前
半
の
最
も
焦
点
と
な
る
の
が
、
伊
勢
参
宮
で
あ
る
が
、
そ
の
伊

勢
を
め
ぐ
っ
て
、
二
条
が
再
三
再
四
立
ち
戻
っ
て
参
り
、
ま
た
修
行
の
目

的
で
あ
る
「
宿
願
」
を
遂
げ
る
場
で
も
あ
っ
た
の
が
、
熱
田
宮
で
あ
る
。

（８）

そ
の
経
緯
を
略
述
し
て
み
る
。

初
度
は
東
下
り
（
鎌
倉
下
向
）
の
際
に
、
尾
張
が
父
の
知
行
国
で
あ
っ

た
ゆ
か
り
か
ら
、
深
く
熱
田
神
を
仰
い
だ
父
が
、
最
後
の
病
に
奉
っ
た
神

馬
が
頓
死
し
、
「
受
け
ぬ
祈
り
」
で
あ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
想
起

さ
れ
、
特
に
心
を
こ
め
て
詠
歌
を
社
前
の
桜
に
結
ん
だ
。
そ
の
景
観
を
殊

に
賞
で
て
い
る
。
二
度
目
は
東
国
よ
り
帰
洛
の
際
、
こ
こ
で
宿
願
の
華
厳

経
の
書
写
を
行
う
た
め
用
意
を
し
た
が
、
大
宮
司
に
妨
げ
ら
れ
遂
げ
ら
れ

ず
断
念
す
る
。
一
方
、
「
津
島
の
渡
り
と
い
ふ
渡
り
を
し
て
」
大
神
宮
へ

参
ろ
う
と
す
る
修
行
者
た
ち
に
逢
い
、
参
宮
に
心
惹
か
れ
た
こ
と
を
述
べ

る
。
三
度
目
は
奈
良
巡
礼
を
了
え
、
石
清
水
参
詣
で
院
と
邊
遁
し
た
あ
と
、

宿
願
を
果
た
す
べ
く
参
詣
し
、
通
夜
の
折
に
「
神
火
」
に
よ
り
社
殿
炎
上

し
、
そ
の
焼
跡
か
ら
草
薙
剣
が
出
現
す
る
奇
瑞
と
、
焼
け
残
っ
た
「
御
記

文
」
に
よ
る
縁
起
を
見
聞
す
る
。
こ
の
中
で
「
御
記
文
」
と
し
て
特
筆
さ
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れ
る
草
薙
剣
つ
ま
り
宝
剣
縁
起
は
、
中
世
の
神
話
つ
ま
り
「
日
本
紀
」
に

お
い
て
最
も
重
要
な
主
題
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
敢
え
て
二
条
自
ら
が

見
聞
す
る
よ
う
に
書
き
為
し
た
の
は
、
報
告
す
べ
き
務
め
を
負
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
で
、
先
に
示
さ
れ
た
「
津
島
の
渡
り
」
を
し
て

伊
勢
参
宮
に
赴
く
。
そ
の
問
に
、
院
よ
り
伝
言
が
あ
る
。
四
度
目
に
は
参

宮
の
あ
と
、
再
建
中
の
宮
に
お
い
て
漸
く
宿
願
の
写
経
を
営
み
、
そ
の
供

養
を
何
の
作
法
も
知
ら
ず
弁
舌
も
な
い
田
舎
法
師
な
が
ら
導
師
と
頼
ん
で

遂
げ
、
と
も
か
く
も
果
た
し
た
。
そ
し
て
帰
洛
後
、
い
よ
い
よ
院
の
召
し

に
応
じ
て
参
上
す
る
。

伏
見
御
所
で
の
院
と
の
対
面
は
、
回
想
の
態
で
院
の
問
い
（
何
故
一
人

で
身
を
苦
し
め
な
が
ら
修
行
を
続
け
る
の
か
、
旅
の
行
く
先
々
で
扶
持
さ

れ
た
り
契
っ
た
相
手
が
居
る
だ
ろ
う
）
に
応
え
て
、
全
く
そ
の
よ
う
な
相

手
は
居
な
い
こ
と
を
参
詣
し
た
仏
神
に
か
け
て
誓
っ
て
い
る
。
な
お
も
院

よ
し

は
（
都
で
は
昔
の
好
み
を
戻
し
た
相
手
が
居
る
筈
と
）
疑
う
。
こ
れ
に
答

つ０と

え
、
も
し
虚
言
す
れ
ば
自
ら
の
修
行
の
功
徳
が
「
三
途
の
苞
」
と
な
り
地

獄
に
堕
ち
よ
う
、
と
己
の
潔
白
を
誓
言
す
る
。
こ
の
〃
祈
請
詞
（
申
状
）
〃

に
、
院
は
よ
う
や
く
己
の
非
を
認
め
、
二
条
の
誠
を
受
け
入
れ
る
。
こ
の

伏
見
の
一
夜
が
前
半
巻
四
の
旅
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
そ
れ
を
受

け
て
、
院
か
ら
何
ら
か
の
給
付
の
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
し
て
も
自
ら
が

然
る
べ
き
待
遇
を
受
け
た
覚
え
の
な
い
こ
と
を
述
懐
す
る
。
そ
し
て
再
び
、

伊
勢
に
旅
立
ち
、
そ
の
途
上
、
笠
置
寺
を
過
ぎ
る
と
こ
ろ
で
巻
四
の
記
述

は
中
絶
し
て
い
る
。
参
宮
の
折
、
再
訪
を
約
し
て
お
り
、
そ
れ
を
果
た
す

こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
遂
げ
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か

に
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
初
度
の
参
宮
と
そ
の
記
こ
そ
が
「
と
は
ず
が
た
り
』

の
主
眼
で
あ
っ
た
。

二
条
の
参
宮
記
に
お
い
て
、
彼
女
が
関
わ
っ
た
神
宮
の
祢
宜
の
う
ち
最

も
注
目
す
べ
き
人
物
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
出
会
っ
た
度
会
行
忠
（
当
時
三

祢
宜
、
五
五
才
頃
）
で
あ
る
。
行
忠
は
伊
勢
神
道
の
創
唱
者
で
あ
り
、
「
三

部
書
」
等
の
神
典
の
述
作
者
と
目
さ
れ
る
（
真
福
寺
に
は
そ
の
一
つ
で
行

（９）

忠
自
筆
の
『
大
田
命
訓
伝
』
一
巻
が
伝
来
す
る
）
。
や
が
て
そ
の
数
年
後

に
は
、
「
皇
字
沙
汰
」
一
件
に
お
い
て
内
宮
と
く
り
ひ
ろ
げ
た
訴
詔
の
主

役
を
演
ず
る
こ
と
に
な
る
人
物
で
あ
る
。

外
宮
に
赴
い
た
二
条
は
、
神
館
の
辺
り
に
俳
個
し
て
い
る
と
、
鳥
居
の

下
で
二
三
人
の
神
官
に
親
し
く
も
て
な
さ
れ
、
ま
た
祢
宜
が
し
る
べ
し
て
、

参
拝
を
遂
げ
る
。
後
に
聞
け
ば
、
そ
れ
が
行
忠
で
あ
り
、
案
内
し
た
の
はゆ

常
良
（
歌
人
で
も
あ
る
）
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
礼
と
し
て
詠
歌
を
木

ふ

し

で

綿
四
手
に
書
き
榊
枝
に
付
け
て
遣
わ
す
。
そ
れ
か
ら
参
篭
し
「
生
死
の
一

大
事
」
を
祈
請
す
る
。
当
時
の
参
宮
す
る
僧
尼
に
と
っ
て
勤
行
法
楽
の
場

で
あ
っ
た
法
楽
舎
に
念
調
し
、
帰
途
に
尼
の
住
む
観
音
堂
に
宿
を
借
ろ
う

と
す
る
が
拒
ま
れ
、
そ
こ
で
「
世
を
厭
ふ
同
じ
快
の
墨
染
を
…
」
と
詠
み
、

南
天
の
枝
に
四
手
に
付
け
て
お
く
と
、
尼
は
宿
を
許
し
、
そ
れ
よ
り
知
己

と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
西
行
と
江
口
遊
女
の
歌
問
答
と
同
巧
異
曲
で
、

あ
き
ら
か
に
そ
の
逸
話
を
ふ
ま
え
た
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。

内
宮
祠
官
の
側
で
は
、
こ
の
歌
詠
み
で
由
あ
り
げ
な
尼
の
噂
を
聞
き
、

数
寄
者
ど
も
が
待
ち
受
け
て
い
た
。
誘
い
と
し
て
祢
宜
の
後
家
か
ら
の
文

が
二
条
の
許
に
も
た
ら
さ
れ
、
応
酬
の
末
に
よ
う
や
く
参
詣
に
臨
む
。
御

裳
濯
河
の
川
上
よ
り
遙
拝
し
、
望
見
し
た
宮
造
り
の
故
実
に
言
寄
せ
て
院

の
「
玉
体
安
穏
」
を
祈
る
。
そ
こ
で
の
詠
歌
は
、
「
君
を
千
代
と
祈
る
」

の
で
あ
り
、
述
懐
に
は
「
神
風
す
ご
く
音
づ
れ
て
、
御
裳
濯
川
の
流
れ
も

の
ど
か
な
る
に
、
神
路
の
山
を
分
け
出
づ
る
月
影
、
こ
こ
に
光
を
増
す
ら
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ん
と
覚
え
て
」
と
、
明
ら
か
に
西
行
参
宮
の
折
の
詠
「
神
路
山
月
さ
や
か

な
る
誓
ひ
あ
り
て
天
の
下
を
ば
照
ら
す
な
り
け
り
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
。

神
拝
の
あ
と
、
一
祢
宜
尚
良
の
館
へ
訪
れ
る
が
応
接
な
く
、
ま
た
し
て
も

詠
歌
を
四
手
に
書
き
榊
に
結
ん
で
去
る
。
そ
の
歌
は
「
月
を
な
ど
そ
の
光

と
隔
つ
ら
ん
さ
こ
そ
朝
日
の
影
に
住
む
と
も
」
と
、
暗
に
内
外
両
宮
の

わ
た
し

不
和
を
弧
し
て
、
外
宮
で
も
て
な
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
訪
れ
た
妾
を
無
視

す
る
の
か
と
言
わ
ん
ば
か
り
。
尚
良
は
早
速
返
し
て
、
気
づ
か
な
か
っ
た

の
は
老
い
の
眠
り
ゆ
え
と
弁
明
し
、
宗
信
神
主
に
し
る
く
さ
せ
二
見
浦
の

遊
覧
で
饗
応
す
る
。
（
嘗
て
の
倭
姫
の
巡
幸
の
如
き
、
そ
し
て
西
行
も
歌

に
詠
ん
だ
）
舟
遊
び
の
島
巡
り
に
は
、
小
朝
熊
の
宮
（
鏡
明
神
）
の
縁
起

霊
験
が
語
ら
れ
る
。
大
宮
司
の
宿
所
に
て
過
ご
す
と
こ
ろ
へ
、
祭
主
の
縁

者
と
い
う
得
撰
照
月
よ
り
院
の
文
が
遣
わ
さ
れ
る
。

再
び
外
宮
に
戻
り
、
常
良
に
「
あ
り
果
て
ん
身
の
行
末
の
し
る
べ
せ
よ

憂
き
世
の
中
を
度
会
の
宮
」
の
歌
を
贈
り
、
自
ら
の
し
る
べ
を
頼
む
。

ま
た
内
宮
の
尚
良
か
ら
は
、
九
月
の
齋
会
の
折
に
招
待
さ
れ
た
の
に
応
え
、

「
行
く
末
も
久
し
か
る
べ
き
君
が
代
に
又
帰
り
来
ん
長
月
の
こ
ろ
」
と

院
へ
の
祝
言
に
併
せ
、
再
び
参
宮
す
る
こ
と
を
約
す
。
そ
れ
を
遂
ぐ
べ
く
、

院
と
の
対
面
の
後
に
ま
た
伊
勢
へ
赴
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

参
宮
の
あ
と
、
い
よ
い
よ
宿
願
を
果
た
す
た
め
、
前
述
の
如
く
熱
田
宮

へ
赴
き
、
写
経
し
、
供
養
を
形
の
如
く
成
就
す
る
。
こ
の
間
、
後
深
草
院

の
宮
廷
で
は
、
院
の
皇
女
（
の
ち
永
陽
門
院
）
に
熱
田
神
（
草
薙
剣
と
日

本
武
尊
の
一
体
化
し
た
如
き
神
格
）
の
託
宣
が
あ
り
、
時
の
朝
廷
の
処
遇

を
非
難
し
、
故
に
神
火
を
出
し
た
と
告
げ
る
。
神
意
を
慰
め
る
た
め
に
院

（旧）

は
今
様
を
う
た
い
読
経
を
行
う
。

二
条
の
宿
願
は
、
巻
五
、
旅
の
後
半
、
四
国
白
峰
の
崇
徳
院
御
墓
松
山

法
花
堂
に
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
が
五
部
大
乗
経
の
書
写
と
供
養
で
あ
る
こ

と
が
、
そ
こ
で
西
行
の
崇
徳
院
展
墓
の
詠
歌
「
よ
し
や
君
」
が
想
起
さ
れ

る
と
共
に
明
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
〃
流
さ
れ
王
〃
と
し
て
此
地
で
死
ん
だ

崇
徳
院
の
血
書
五
部
大
乗
経
Ｉ
そ
の
願
文
に
こ
の
功
力
で
自
ら
魔
王
と
な

り
世
を
滅
ぼ
し
王
を
民
と
な
す
と
誓
っ
た
と
い
う
Ｉ
が
強
く
意
識
さ
れ
て

いる。二
条
に
と
っ
て
の
五
部
大
乗
経
は
、
彼
女
に
恋
慕
し
た
院
の
異
母
弟
、

御
室
法
親
王
で
あ
っ
た
有
明
の
月
（
性
助
）
が
「
大
願
」
と
し
て
彼
女
の
「
文
」

を
書
き
篭
め
た
五
部
大
乗
経
で
あ
る
。
有
明
は
、
そ
れ
を
供
養
せ
ず
、
己

の
死
と
共
に
煙
と
な
し
て
龍
宮
へ
送
り
、
そ
の
功
徳
で
再
び
共
に
人
界
に

男
女
と
生
ま
れ
契
っ
た
後
に
供
養
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
「
よ
し
な
き
妄

念
」
に
衝
き
動
か
さ
れ
た
輪
廻
の
作
業
で
あ
る
。
彼
の
死
と
同
時
に
そ
の

企
て
は
発
動
さ
れ
、
二
条
は
今
生
ど
こ
ろ
か
来
世
ま
で
妄
執
に
捕
ら
わ
れ

る
身
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
全
て
を
知
っ
た
上
で
こ
の
関
係
を
許
し
、
決

し
て
実
る
こ
と
の
な
い
不
毛
の
契
り
を
支
配
し
た
院
の
上
に
も
、
そ
の
呪

い
は
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
を
解
除
す
る
に
は
、
自
ら
も
五
部

大
乗
経
を
写
し
、
供
養
を
遂
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
二
条
（
と

そ
の
父
母
）
の
後
世
ば
か
り
で
な
く
、
院
の
「
玉
体
」
と
そ
の
死
後
の
魂

（Ⅲ）

の
行
方
に
ま
で
も
関
わ
る
「
宿
願
」
な
の
で
あ
っ
た
。

二
条
が
描
い
て
見
せ
た
、
彼
女
自
身
の
流
離
は
、
伊
勢
参
宮
を
そ
の
ひ

と
つ
の
焦
点
と
し
て
結
ば
れ
る
、
諸
霊
地
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
を
一
身
に

背
負
お
う
と
す
る
遍
歴
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
の
再
現

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
り
複
雑
な
い
く
つ
も
の
伝
承
像
を
重
ね
あ
わ
せ

た
上
で
演
ず
る
女
人
の
道
行
き
な
の
で
あ
る
。

伊
勢
を
め
ぐ
る
二
条
の
旅
は
、
か
く
し
て
、
孤
独
な
流
離
を
装
い
、
西
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行
の
如
く
ふ
る
ま
い
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
院
の
「
玉
体
安
穏
」
と
そ
の
皇

統
の
「
行
末
」
の
長
久
を
祈
る
た
め
の
営
み
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
巻
五
で
は
、
西
国
へ
の
旅
か
ら
帰
っ
た
後
、
院
の
崩
御
と
葬
送
を

見
送
り
、
追
善
仏
事
の
営
み
を
聴
聞
し
つ
つ
、
最
後
に
熊
野
那
智
山
で
宿

願
写
経
の
結
願
に
至
り
、
夢
中
で
神
殿
か
ら
院
の
出
御
に
対
座
し
、
そ
の

仏
神
に
も
等
し
い
玉
体
が
、
五
体
不
具
の
「
か
た
は
」
で
あ
っ
た
因
縁
は
、

「
苦
の
衆
生
」
に
代
ら
ん
た
め
の
代
受
苦
の
本
誓
ゆ
え
で
あ
る
と
父
に
告

（吃）

げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
と
し
て
神
の
御
正
体
た
る
扇
を
感
得
し
、

こ
れ
を
再
び
参
詣
し
た
石
清
水
で
迩
遁
し
た
院
の
忘
れ
形
見
遊
義
門
院
に

奉
り
、
己
の
思
い
と
志
を
い
さ
さ
か
な
り
と
晴
し
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
、

と
し
て
院
の
三
回
忌
の
仏
事
に
臨
ん
で
筆
を
欄
く
こ
と
に
な
る
。

さ
き
に
挙
げ
た
中
世
神
道
テ
ク
ス
ト
ー
伊
勢
神
宮
の
創
始
と
ヤ
マ
ト

ヒ
メ
の
巡
幸
を
め
ぐ
る
諸
位
相
の
テ
ク
ス
ト
群
に
対
し
て
、
『
と
は
ず
が

た
り
」
は
、
そ
れ
ら
宗
教
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
る
、
あ
た
ら
し
い
地
平

に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
中
世
に
現
れ
た
、
参
宮
記
と
い
う
、
僧
尼

の
側
か
ら
彼
ら
の
参
宮
を
拒
む
神
宮
に
〃
推
参
″
し
、
法
楽
を
営
み
、

そ
の
神
威
を
顕
わ
し
、
あ
ら
た
な
神
祇
と
仏
法
の
関
係
を
創
り
だ
す
儀

礼
の
過
程
を
メ
モ
リ
ア
ル
な
記
録
と
す
る
。
思
想
テ
ク
ス
ト
の
一
環
な

の
で
あ
る
。
二
条
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
な
ら
ぬ
自
ら
の
流
離

を
語
り
、
巫
女
に
し
て
西
行
の
如
き
ふ
る
ま
い
の
上
に
重
層
的
な
コ
ン

テ
ク
ス
ト
を
包
摂
す
る
運
動
と
い
え
よ
う
。

注
（
１
）
大
隅
和
雄
校
注
『
中
世
神
道
論
』
日
本
思
想
体
系
所
収
、
（
一
九
七
七
）
。

（
２
）
阿
部
「
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
像
」
『
日
本
文
学
」
印
１
７

（二○○八）。

（
３
）
阿
部
解
題
・
翻
刻
『
中
世
日
本
紀
集
」
真
福
寺
善
本
叢
刊
第
一
期

第
７
巻
所
収
（
一
九
九
九
）
。

（
４
）
伊
藤
聡
『
両
部
神
道
集
」
真
福
寺
善
本
叢
刊
第
一
期
第
６
巻
所
収

（一九九九）。

（
５
）
阿
部
「
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
の
神
道
」
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
「
中

世
神
道
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
（
二
○
○
七
）
英
文
は
Ｂ
・
フ
ォ
ー

ル
編
『
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
紀
要
」
所
収
（
二
○
一
○
）
。

（
６
）
奈
良
国
立
博
物
館
特
別
展
示
図
録
『
神
仏
習
合
」
所
収
図
版

（二○○七）。

（
７
）
西
山
克
「
鶴
と
酒
甕
ｌ
正
暦
寺
本
「
伊
勢
曼
茶
羅
」
と
縁
起
」
百

本
文
学
』
４
１
７
（
一
九
九
二
）
。

（
８
）
阿
部
「
霊
地
荘
厳
の
声
ｌ
中
世
を
往
還
す
る
声
わ
ざ
人
た
ち
」
『
中

世
歌
謡
研
究
』
釣
（
一
九
九
九
）
。

（
９
）
岡
田
荘
司
解
題
・
翻
刻
『
伊
勢
神
道
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
第
二

期
第
８
巻
所
収
（
二
○
○
五
）
。

（
皿
）
阿
部
「
熱
田
宮
の
縁
起
ｌ
「
と
は
ず
が
た
り
』
の
縁
起
語
り
か
ら
」

『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
脇
Ｉ
胆
（
一
九
九
八
）
。

（
Ⅱ
）
阿
部
「
『
と
は
ず
が
た
り
」
の
王
権
と
仏
法
ｌ
有
明
の
月
と
崇
徳

院
」
『
王
権
の
基
層
△
叢
書
史
層
を
掘
る
、
第
３
巻
、
新
曜
社

（一九九二）。

（
ｕ
）
阿
部
「
『
と
は
ず
が
た
り
」
と
中
世
王
権
ｌ
院
政
期
の
皇
統
と

女
流
日
記
を
め
ぐ
り
て
」
「
日
本
文
学
史
を
読
む
」
Ⅲ
、
有
精
堂

（一九九三）。

-３８-


