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田
　
晴
彦

は
じ
め
に

　
『
伊
勢
物
語
』
の
各
章
段
に
お
い
て
、
舞
台
と
な
る
の
は
平
安
京
に
限
ら

な
い
。
む
し
ろ
、
都
の
外
側
に
主
人
公
の
活
躍
の
場
が
多
く
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
よ
う
。
大
和
（
初
段
、
二
十
三
段
な
ど
）
や
伊
勢

（
六
十
九
段
な
ど
）
な
ど
京
の
近
辺
の
み
な
ら
ず
、
武
蔵
（
九
〜
十
三
段
）、

陸
奥
（
十
四
〜
十
五
、
百
十
五
〜
百
十
六
段
）、
宇
佐
（
六
十
段
）、
筑
紫

（
六
十
一
段
）
な
ど
東
西
の
果
て
に
ま
で
及
ぶ
。
都
に
安
住
す
べ
き
場
を
見

出
せ
ぬ
男
は
、
ま
だ
見
ぬ
地
に
憧
れ
と
怖
れ
を
抱
き
つ
つ
、
さ
す
ら
い
の
旅

を
続
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
地
名
（
歌
枕
）
は
と
り
わ
け
重
要

な
意
味
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
初
段
か
ら
し
て
平
安
京

な
ら
ぬ
大
和
の
旧
都
を
舞
台
と
し
て
い
た
。「
昔
、
男
、
初
冠
し
て
、
奈
良

の
京
、
春
日
の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
狩
に
い
に
け
り
」
と
物
語
は
語
り
起

こ
さ
れ
る
。
元
服
し
て
貴
族
社
会
の
一
員
と
な
り
、
都
の
秩
序
に
組
み
込
ま

れ
た
は
ず
の
青
年
は
、
そ
れ
に
抗
う
か
の
よ
う
に
奈
良
へ
と
赴
く
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
奈
良
と
は
業
平
の
祖
父
平
城
上
皇
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、
一
族

の
栄
光
と
没
落
の
記
憶
が
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
た
地
で
あ
る
。
か
か
る
「
ふ

る
さ
と
」
を
訪
れ
、
自
身
の
存
在
の
原
点
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
男
は
新
た

な
人
生
を
踏
み
出
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
段
で
男
が
「
女
は
ら
か
ら
」
に

贈
っ
た
歌
「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
限
り
知
ら
れ
ず
」

は
、
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、「
春
日
野
」↓「（
紫
草
の
生
え
る
）
武
蔵
野
」

↓「（
陸
奥
の
）
信
夫
」
へ
と
、
次
第
に
東
に
向
か
っ
て
遠
離
っ
て
ゆ
く
ベ

ク
ト
ル
を
持
っ
た
和
歌
で
あ
り
、
こ
れ
が
物
語
の
始
発
に
据
え
ら
れ
た
意
味

は
重
い
。
閉
塞
し
た
都
の
日
常
か
ら
逃
れ
て
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
へ
足
を
踏
み

入
れ
よ
う
と
す
る
、
男
の
憧
れ
を
封
じ
込
め
た
歌
で
あ
り
、
後
の
東
下
り
を

予
告
す
る
も
の
と
い
え
よ
）
1
（

う
。

　

初
段
の
「
奈
良
の
京
、
春
日
の
里
」
に
よ
く
似
た
位
相
に
あ
る
の
が
、
五

十
八
、
八
十
四
段
の
「
長
岡
」
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
は
新
京
の
造
営
が
行
わ

れ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
中
断
し
、
長
岡
は
廃
都
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
業
平

の
母
伊
都
内
親
王
が
住
ん
で
い
た
ら
し
い
。
八
十
四
段
は
、
近
づ
き
つ
つ
あ

る
死
を
意
識
し
た
母
と
、
母
の
長
寿
を
願
う
子
の
哀
話
で
あ
る
が
、
平
安
京

と
長
岡
京
と
に
別
れ
住
ん
で
母
子
が
容
易
に
会
え
な
い
嘆
き
が
語
ら
れ
る
。
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五
十
八
段
で
は
、
主
人
公
が
「
長
岡
と
い
ふ
所
に
家
つ
く
り
て
」
住
ん
で
お

り
、「
心
つ
き
て
色
好
み
な
る
男
」
ら
し
か
ら
ぬ
稲
刈
り
を
し
て
い
た
と
い

う
。「
そ
こ
の
隣
な
り
け
る
宮
ば
ら
に
、
こ
と
も
な
き
女
ど
も
」
に
か
ら
か

わ
れ
た
男
は
、
家
の
奥
に
隠
れ
て
し
ま
い
、「
葎
生
ひ
て
荒
れ
た
る
宿
の
う

れ
た
き
は
か
り
に
も
鬼
の
す
だ
く
な
り
け
り
」
と
詠
ん
で
仕
返
し
し
た
。

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
一
段
で
あ
る
が
、
女
た
ち
が
、
伊
都
内
親
王
の
姉
妹
の
宮
に

仕
え
る
女
房
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
一
見
す
る
と
無
礼
で
手
厳
し
い

言
葉
の
応
酬
の
よ
う
で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
あ
る
、
親
族
的
な
強
い
連
帯

感
が
、
か
か
る
風
変
わ
り
な
や
り
と
り
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
母

宮
ゆ
か
り
の
地
で
、
気
の
置
け
な
い
者
同
士
が
奇
抜
な
言
葉
の
戯
れ
を
楽
し

ん
で
い
る
と
い
っ
た
趣
で
あ
る
。
平
城
京
も
長
岡
京
も
、
主
人
公
の
血
縁
に

か
か
わ
る
地
で
あ
り
、
男
は
、
都
の
生
活
の
重
圧
を
逃
れ
て
、
自
己
を
解
放

し
よ
う
と
す
る
。
都
で
は
す
っ
か
り
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
共
同
体
が
、
長
岡

京
で
は
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
例
に
見
る
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
そ
の
舞
台
と
な
る

地
名
を
考
え
る
こ
と
が
章
段
読
解
の
重
要
な
鍵
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
地
名

や
風
景
描
写
と
い
っ
た
空
間
に
関
す
る
表
現
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
の
特
徴
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
東
下
り
章
段
に
つ
い
て
は
以
前
論
じ
）
2
（
た
こ
と
が

あ
る
の
で
、
摂
津
の
周
辺
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
い
。

一
　

初
段
や
六
十
九
段
な
ど
の
主
要
な
段
を
は
じ
め
、
主
人
公
は
し
ば
し
ば
狩

を
楽
し
ん
で
い
る
。「
狩
」
は
『
伊
勢
物
語
』
の
重
要
語
の
一
つ
と
い
え
る

が
、
似
た
言
葉
に
「
逍
遥
」
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
世
俗
の
煩
わ
し
さ
か
ら
逃

れ
、
美
し
い
自
然
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
で
、
心
身
の
自
由
を
得
、
さ
ら
に
は

人
々
の
連
帯
を
深
め
て
ゆ
く
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。

　
　

昔
、
男
、
親
王
た
ち
の
逍
遥
し
た
ま
ふ
所
に
ま
う
で
て
、
龍
田
河
の
ほ

と
り
に
て
、

　
　
　

182
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
聞
か
ず
龍
田
河
か
ら
紅
に
水
く
く
る
と
は

 

（
百
六
段
）

男
が
親
王
た
ち
と
連
れ
だ
っ
て
、
竜
田
河
の
紅
葉
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
。

『
百
人
一
首
』
に
も
撰
ば
れ
て
著
名
な
こ
の
和
歌
は
、
波
を
立
て
て
川
を
流

れ
る
色
と
り
ど
り
の
紅
葉
を
、
鮮
や
か
な
紅
の
絞
り
染
め
に
見
立
て
た
技
法

が
一
首
の
要
で
あ
る
。
ま
た
「
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
知
ら
ず
」
と
は
大
げ
さ

だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
今
日
の
晴
れ
の
日
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
す
る
機

知
が
認
め
ら
れ
る
。
い
か
に
も
業
平
ら
し
い
大
胆
奇
抜
な
着
想
と
表
現
と
い

え
よ
う
。『
古
今
集
』
の
詞
書
に
よ
れ
ば
「
二
条
の
后
の
東
宮
の
御
息
所
と

申
し
け
る
時
に
、
御
屏
風
に
龍
田
川
に
紅
葉
流
れ
た
る
か
た
を
か
け
る
を
題

に
て
詠
め
る
」
と
あ
り
、
本
来
は
素
性
ら
と
と
も
に
二
条
后
高
子
の
御
前
で

詠
ん
だ
屏
風
歌
で
あ
っ
た
。
本
段
は
き
わ
め
て
短
小
な
章
段
で
は
あ
る
が
、

屏
風
歌
か
ら
一
篇
の
物
語
が
生
ま
れ
る
機
微
を
示
す
例
と
し
て
興
味
深
い
。
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も
う
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

　
　

昔
、
男
、
逍
遥
し
に
、
思
ふ
ど
ち
か
い
連
ね
て
、
和
泉
の
国
へ
、
如
月

ば
か
り
に
行
き
け
り
。
河
内
の
国
、
生
駒
の
山
を
見
れ
ば
、
曇
り
み
、
晴

れ
み
、
立
ち
居
る
雲
や
ま
ず
。
朝
よ
り
曇
り
て
、
昼
晴
れ
た
り
。
雪
い
と

白
う
木
の
末
に
降
り
た
り
。
そ
れ
を
見
て
、
か
の
行
く
人
の
中
に
、
た
だ

一
人
詠
み
け
る
、

　
　
　

124
昨
日
今
日
雲
の
立
ち
舞
ひ
か
く
ろ
ふ
は
花
の
林
を
憂
し
と
な
り
け

り 

（
六
十
七
段
）

気
の
合
う
仲
間
た
ち
と
の
、
せ
っ
か
く
の
逍
遥
だ
っ
た
が
、
彼
ら
の
鬱
屈
し

た
気
持
ち
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
、
あ
い
に
く
の
曇
り
模
様
で
あ
っ
た
。

梢
に
降
り
か
か
っ
た
雪
は
、
あ
た
か
も
白
い
花
の
よ
う
で
あ
る
。
よ
う
や
く

の
晴
れ
間
に
、
美
し
い
梢
の
雪
を
発
見
し
た
、
そ
の
感
動
が
込
め
ら
れ
た
歌

と
い
え
よ
う
。
男
の
歌
は
、
昨
日
も
今
日
も
白
雲
が
立
ち
上
っ
て
山
の
姿
を

隠
し
て
し
ま
う
の
は
、
雪
が
花
か
と
も
見
ま
が
う
、
そ
ん
な
花
の
林
を
見
ら

れ
る
の
が
い
や
だ
か
ら
な
の
だ
な
、
と
い
っ
た
意
で
あ
る
。「
雪
降
れ
ば
冬

こ
も
り
せ
る
草
も
木
も
春
に
知
ら
れ
ぬ
花
ぞ
咲
き
け
る
」（
古
今
集
・
冬
・

三
二
三
・
紀
貫
之
）、「
雪
降
れ
ば
木
ご
と
に
花
ぞ
咲
き
に
け
る
い
づ
れ
を
梅

と
わ
き
て
折
ら
ま
し
」（
同
・
同
・
三
三
七
・
紀
友
則
）
な
ど
の
常
套
的
な

表
現
に
よ
り
つ
つ
も
、
擬
人
法
を
駆
使
す
る
こ
と
で
機
知
的
な
面
白
み
が
生

じ
て
い
る
。「
憂
し
」
と
い
う
、
彼
ら
の
共
有
す
る
心
情
を
人
な
ら
ぬ
雲
も

有
し
て
い
る
、
と
詠
む
こ
と
で
、
座
の
雰
囲
気
を
明
る
く
和
ら
げ
て
も
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
段
の
前
後
の
六
十
六
、
六
十
八
段
も
「
逍
遥
」
の
語
こ
そ
な
い
け
れ

ど
も
、
同
様
に
逍
遥
章
段
と
見
な
し
て
よ
い
。

　
　

昔
、
男
、
津
の
国
に
、
し
る
所
あ
り
け
る
に
、
兄
弟
友
だ
ち
ひ
き
ゐ
て
、

難
波
の
方
に
行
き
け
り
。
渚
を
見
れ
ば
、
舟
ど
も
の
あ
る
を
見
て
、

　
　
　

123
難
波
津
を
今
朝
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み
渡

る
舟

　

こ
れ
を
あ
は
れ
が
り
て
、
人
々
帰
り
に
け
り
。 

（
六
十
六
段
）

「
津
の
国
に
し
る
所
あ
り
け
る
」
と
は
、
初
段
「
奈
良
の
京
、
春
日
の
里

に
、
し
る
よ
し
し
て
」
に
類
似
し
た
叙
述
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
周
辺
に
在

原
氏
の
所
領
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
兄
弟
友
だ
ち
」
と
あ
る
一
行
に

は
、
当
然
、
兄
行
平
も
加
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
歌
は
、
難
波
津
を
今

日
こ
そ
見
た
が
、
そ
の
御
津
ご
と
に
行
き
来
す
る
舟
、
こ
れ
こ
そ
こ
の
世
を

憂
き
も
の
と
思
っ
て
渡
っ
て
ゆ
く
舟
な
の
で
あ
っ
た
よ
、
く
ら
い
の
意
。

「
身
の
う
れ
へ
は
べ
り
け
る
時
、
津
の
国
に
ま
か
り
て
住
み
は
べ
り
け
る

に
」
の
詞
書
で
『
後
撰
集
』
雑
三
（
一
二
四
四
）
に
載
る
（
第
二
句
「
け
ふ

こ
そ
み
つ
の
」）。
こ
の
世
の
憂
悶
を
払
う
べ
く
海
岸
に
出
た
と
こ
ろ
、
は
か

な
げ
に
海
を
漂
う
舟
を
目
に
し
て
、
ま
す
ま
す
憂
愁
が
深
め
ら
れ
て
し
ま
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
々
も
男
と
同
じ
不
遇
感
を
託
っ
て
い
る
だ
け
に

感
動
も
深
い
。
こ
れ
ら
の
段
に
共
通
す
る
の
が
「
憂
し
」
と
い
う
意
識
で
あ

り
、
次
の
六
十
八
段
に
も
引
き
継
が
れ
る
。

　
　

昔
、
男
、
和
泉
の
国
へ
行
き
け
り
。
住
吉
の
郡
、
住
吉
の
里
、
住
吉
の

浜
を
行
く
に
、
い
と
面
白
け
れ
ば
、
降
り
ゐ
つ
つ
行
く
。
あ
る
人
、「
住
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吉
の
浜
と
詠
め
」
と
言
ふ
。

　
　
　

125
雁
鳴
き
て
き
く
の
花
咲
く
秋
は
あ
れ
ど
春
の
う
み
べ
に
住
み
よ
し

の
浜

　

と
詠
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
々
詠
ま
ず
な
り
に
け
り
。 

（
六
十
八
段
）

歌
の
「
う
み
」
に
は
「
海
」
と
「
憂
み
」
と
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

前
の
二
章
段
と
は
異
な
り
、
明
る
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
。
地
の
文
の

「
住
吉
の
郡
」↓「
住
吉
の
里
」↓「
住
吉
の
浜
」
と
い
う
表
現
は
、
海
岸
を
逍

遥
す
る
人
々
の
動
き
を
辿
り
つ
つ
、
弾
む
よ
う
な
心
地
よ
さ
、
開
放
感
を
感

じ
さ
せ
る
。
こ
こ
に
は
、「
す
み
よ
し
」
と
い
う
縁
起
の
よ
い
言
葉
を
繰
り

返
す
こ
と
で
、
禍
を
転
じ
、
幸
福
を
招
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
、
言
葉
の
呪

力
、
あ
る
い
は
土
地
ぼ
め
の
意
識
が
底
流
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
よ

き
人
の
よ
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
言
ひ
し
吉
野
よ
く
見
よ
よ
き
人
よ
く
見
」

（
万
葉
集
・
巻
一
・
二
七
・
天
武
天
皇
）
に
も
通
ず
る
表
現
で
あ
る
。
歌

は
、
や
っ
て
来
た
雁
の
鳴
き
声
を
聞
く
、
菊
の
花
が
咲
く
秋
は
結
構
だ
け
れ

ど
も
、「
憂
し
」
と
い
わ
れ
る
春
の
海
辺
が
、
そ
の
名
の
通
り
住
み
良
い
の

で
す
、
と
い
う
意
で
あ
る
。
古
来
の
春
秋
優
劣
争
い
の
形
式
に
よ
り
な
が

ら
、
前
段
ま
で
の
憂
愁
の
想
い
を
払
い
の
け
て
、
逍
遥
を
謳
歌
す
る
楽
し
さ

へ
と
転
じ
た
機
知
に
、
こ
の
歌
の
見
事
さ
が
あ
る
。
浜
の
う
ら
ら
か
な
春
景

色
を
称
賛
す
る
、
こ
の
歌
は
、
住
吉
の
神
へ
の
讃
歌
と
も
な
っ
て
い
よ
う
。

　
　

昔
、
帝
、
住
吉
に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
り
、

　
　
　

198
我
見
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
住
吉
の
岸
の
姫
松
い
く
よ
経
ぬ
ら
む

　

お
ほ
ん
神
、
現
形
し
た
ま
ひ
て
、

　
　
　

199
む
つ
ま
し
と
君
は
し
ら
な
み
瑞
垣
の
久
し
き
世
よ
り
祝
ひ
初
め
て

き 

（
百
十
七
段
）

や
は
り
住
吉
を
舞
台
と
す
る
こ
の
段
は
、
神
の
詠
歌
を
語
る
特
異
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。「
我
見
て
も
」
の
詠
者
を
帝
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
六
十
八

段
の
延
長
線
上
に
あ
る
段
と
し
て
、
主
人
公
の
男
が
詠
ん
だ
歌
と
見
て
お
き

た
い
。
神
を
も
感
動
せ
し
め
る
、
男
の
歌
の
威
力
が
示
さ
れ
た
一
段
で
あ

る
。二

　

先
述
の
よ
う
に
、
六
十
六
段
の
「
難
波
津
を
〜
」
の
歌
は
、
若
干
の
語
句

の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、「
身
の
う
れ
へ
は
べ
り
け
る
時
、
津
の
国
に
ま
か

り
て
住
み
は
べ
り
け
る
に
」
の
詞
書
で
、
業
平
の
作
と
し
て
『
後
撰
集
』

（
雑
三
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
詠
歌
事
情
に
さ
し
た
る
違
い
も
な
い
。

『
古
今
集
』
の
業
平
の
東
下
り
に
関
す
る
記
述
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う

に
、
勅
撰
集
の
詞
書
が
必
ず
し
も
史
実
を
伝
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
の
虚
構
が
含
ま
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
業
平
が
摂
津

で
沈
淪
の
時
期
を
過
ご
し
た
と
考
え
て
も
、
特
に
差
し
支
え
な
い
。
次
の
段

は
、
そ
の
よ
う
な
不
遇
時
代
の
話
だ
ろ
う
か
。

　
　

昔
、
男
、
津
の
国
、
菟
原
の
郡
に
通
ひ
け
る
女
、
こ
の
た
び
行
き
て

は
、
ま
た
は
来
じ
と
思
へ
る
け
し
き
な
れ
ば
、
男
、

　
　
　

66
芦
辺
よ
り
満
ち
来
る
潮
の
い
や
ま
し
に
君
に
心
を
思
ひ
ま
す
か
な
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返
し
、

　
　
　

67
こ
も
り
江
に
思
ふ
心
を
い
か
で
か
は
舟
さ
す
棹
の
さ
し
て
知
る
べ

き

　

田
舎
人
の
言
に
て
は
、
よ
し
や
、
あ
し
や
。 

（
三
十
三
段
）

不
遇
の
男
性
官
人
た
ち
の
交
流
を
語
る
こ
と
の
多
い
、
摂
津
国
章
段
に
お
い

て
、
男
と
土
地
の
女
の
交
渉
を
語
る
、
や
や
異
例
な
段
で
あ
る
。
男
の
帰
京

が
決
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
女
は
男
の
愛
情
の
薄
ら
ぎ
を
感
じ
て
い
る
。
男

は
、
そ
う
し
た
女
の
懸
念
を
払
拭
し
よ
う
と
し
て
歌
を
詠
み
か
け
る
。「
芦

辺
よ
り
〜
」
の
歌
は
、
芦
辺
か
ら
満
ち
て
来
る
潮
の
よ
う
に
、
ま
す
ま
す
あ

な
た
へ
の
愛
情
が
ま
さ
っ
て
い
く
こ
と
で
す
、
の
意
だ
が
、「
満
ち
来
る
」

に
は
、
女
の
も
と
を
忘
れ
ず
に
通
っ
て
来
る
、
の
含
み
が
あ
る
。「
芦
辺
よ

り
満
ち
来
る
潮
の
い
や
ま
し
に
思
へ
か
君
が
忘
れ
か
ね
つ
る
」（
万
葉
集
・

巻
四
・
六
一
七
・
山
口
女
王
）
の
異
伝
歌
で
あ
り
、
古
今
六
帖
（
第
三
）
で

は
末
が
「
思
ひ
は
ま
せ
ど
逢
は
ぬ
君
か
な
」
と
あ
る
。
女
の
返
歌
は
、
こ
も

り
江
の
よ
う
に
人
知
れ
ず
深
く
思
っ
て
い
る
私
の
心
を
、
あ
な
た
が
ど
う
し

て
舟
を
操
る
棹
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
お
わ
か
り
に
な
れ
ま
し
ょ
う
、
の

意
。
と
も
に
眼
前
の
海
岸
風
景
に
即
し
た
贈
答
歌
で
あ
る
。「
田
舎
人
の
言

に
て
は
、
よ
し
や
、
あ
し
や
」
は
、「
良
し
や
悪
し
や
」「
芦
や
芦
や
」
の
掛

詞
に
よ
る
遊
戯
的
な
語
り
手
の
評
言
だ
が
、
田
舎
の
女
を
軽
ん
じ
つ
つ
も
、

予
想
外
に
見
事
な
返
歌
を
し
た
女
を
評
価
し
て
も
い
る
。

　

男
性
た
ち
の
逍
遥
に
せ
よ
、
土
地
の
女
と
の
恋
に
せ
よ
、
摂
津
国
章
段
に

は
、
東
下
り
章
段
に
共
通
す
る
性
格
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
不
遇

意
識
を
共
有
す
る
男
た
ち
が
都
を
離
れ
、
明
媚
な
風
光
を
楽
し
む
、
あ
る
い

は
必
ず
し
も
和
歌
に
通
じ
て
い
な
い
鄙
の
女
と
贈
答
を
す
る
、
か
か
る
筋
立

て
は
、
東
下
り
章
段
に
も
繰
り
返
し
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
東
下
り
を
空

間
的
に
反
転
さ
せ
た
の
が
摂
津
国
章
段
と
い
え
よ
う
。
東
下
り
章
段
と
摂
津

国
章
段
と
を
一
対
の
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
）
3
（

る
。
須
磨
下
向
の
史
実

か
ら
東
下
り
章
段
が
構
想
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
も
あ
れ
、『
伊

勢
物
語
』
に
お
い
て
、
か
か
る
章
段
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
貴
種
流
離
の

典
型
と
し
て
の
在
原
氏
の
イ
メ
ー
ジ
と
深
く
関
わ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
薬

子
の
変
は
、
平
城
皇
統
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
事
件
に
連
座
し
て
、
業

平
の
父
阿
保
親
王
は
、
大
宰
府
へ
と
流
さ
れ
た
。
伯
父
高
岳
親
王
は
、
春
宮

を
廃
さ
れ
、
出
家
を
遂
げ
た
。
そ
の
後
、
イ
ン
ド
へ
の
求
法
の
旅
の
途
中
、

消
息
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
、
史
実
と
伝
承
が
交
錯
し
つ
つ
、

流
離
す
る
一
族
の
物
語
が
生
成
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

　

摂
津
国
に
沈
淪
、
謫
居
し
て
い
た
の
は
業
平
だ
け
で
は
な
い
。
兄
行
平
の

ほ
う
が
、
い
っ
そ
う
摂
津
と
の
関
わ
り
が
深
い
印
象
が
あ
る
。

　
　
　
　

田
村
の
御
時
に
、
事
に
あ
た
り
て
津
の
国
の
須
磨
と
い
ふ
所
に
こ

も
り
は
べ
り
け
る
に
、
宮
の
内
に
は
べ
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る

　
　

わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
こ
た

へ
よ 

（
古
今
集
・
雑
下
・
九
六
二
）

文
徳
天
皇
の
御
代
に
、
行
平
が
事
件
に
関
係
し
て
須
磨
に
蟄
居
し
た
時
期
が

あ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
見
出
せ
ず
、「
事
」
の
実
態

も
不
明
で
あ
る
。
直
前
に
「
思
ひ
き
や
鄙
の
別
れ
に
衰
へ
て
海
人
の
縄
た
き
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漁
り
せ
む
と
は
」
と
い
う
小
野
篁
の
歌
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
同
様
に
、
政

治
的
な
問
題
で
の
蟄
居
謹
慎
で
あ
ろ
う
か
。
剛
毅
な
性
格
が
体
制
に
疎
ま

れ
、
須
磨
へ
下
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
古
今
集
歌
を
契
機
と
し
て
、
行
平
須
磨
沈
淪
の
伝
承
が
形
成
さ
れ
て

ゆ
く
。『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」
の
一
節
を
み
よ
う
。

　
　

渚
に
寄
る
波
の
か
つ
返
る
を
見
た
ま
ひ
て
、「
う
ら
や
ま
し
く
も
」
と

う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
さ
る
世
の
古
事
な
れ
ど
、
め
づ
ら
し
う
聞
き

な
さ
れ
、
悲
し
と
の
み
、
御
供
の
人
々
思
へ
り
。
う
ち
か
へ
り
み
た
ま
へ

る
に
、
来
し
方
の
山
は
霞
は
る
か
に
て
、
ま
こ
と
に
三
千
里
の
外
の
心
地

す
る
に
、
櫂
の
雫
も
た
へ
が
た
し
。（
中
略
）
お
は
す
べ
き
所
は
、
行
平

の
中
納
言
の
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
居
近
き
わ
た
り
な
り
け
り
。
海

づ
ら
は
や
や
入
り
て
、
あ
は
れ
に
す
ご
げ
な
る
山
中
な
り
。

 

（
須
磨
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
②
一
八
七
頁
）

周
知
の
よ
う
に
「
須
磨
」
は
和
歌
や
漢
詩
文
の
引
用
が
多
い
巻
で
あ
る
が
、

右
に
は
行
平
・
業
平
兄
弟
に
ま
つ
わ
る
故
事
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。「
う

ら
や
ま
し
く
も
」
は
、
東
下
り
章
段
の
発
端
、
七
段
の
「
い
と
ど
し
く
過
ぎ

行
く
方
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
波
か
な
」
に
よ
る
。「
お
は

す
べ
き
所
は
」
以
下
で
は
、
行
平
の
名
と
古
今
集
歌
を
明
示
し
て
い
る
。
業

平
の
東
下
り
と
行
平
の
須
磨
蟄
居
が
一
対
の
も
の
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
に

取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、「
櫂
の
雫
」
は
、「
我

が
上
に
露
ぞ
置
く
な
る
天
の
川
門
渡
る
舟
の
櫂
の
雫
か
」（
五
十
九
段
）
に

よ
る
。
地
の
文
に
は
、「
昔
、
男
、
京
を
い
か
が
思
ひ
け
む
、
東
山
に
住
ま

む
と
思
ひ
入
り
て
」
と
あ
り
、
東
下
り
と
無
関
係
で
は
な
い
。

　
　

須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
、

行
平
の
中
納
言
の
、
関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
む
浦
波
、
よ
る
よ
る
は
げ

に
い
と
近
く
聞
こ
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
か
か
る
所
の
秋

な
り
。 

（
同
・
一
九
八
〜
一
九
九
頁
）

こ
こ
で
も
行
平
の
名
が
明
示
さ
れ
る
が
、『
続
古
今
集
』
羈
旅
（
八
六
八
）

に
行
平
作
と
し
て
収
め
る
、
右
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
。

　
　
　
　

津
の
国
の
須
磨
と
い
ふ
所
に
は
べ
り
け
る
時
、
詠
み
は
べ
り
け
る

　
　

旅
人
は
袂
涼
し
く
な
り
に
け
り
関
吹
き
越
ゆ
る
須
磨
の
浦
風

他
の
文
献
に
は
見
え
ぬ
こ
の
歌
を
、
行
平
の
真
作
と
認
め
る
か
は
躊
躇
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
壬
生
忠
見
の
「
秋
風
の
関
吹
き
越
ゆ
る
た
び
ご

と
に
声
う
ち
添
ふ
る
須
磨
の
浦
波
」（
新
古
今
集
・
雑
中
・
一
五
九
七
）
を

引
く
と
み
る
説
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
『
源
氏
物
語
』
が
当
時
流
布
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
行
平
伝
承
を
摂
取
し
て
い
る
こ
と
は
動
く
ま
い
。
や
が
て

『
撰
集
抄
』
巻
八
に
は
、
行
平
が
須
磨
の
海
女
と
出
逢
う
話
が
見
え
る
よ
う

に
な
り
、
さ
ら
に
松
風
・
村
雨
姉
妹
と
の
交
情
、
別
離
を
語
る
謡
曲
『
松

風
』
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

三
　

こ
こ
で
在
原
行
平
と
い
う
人
物
の
輪
郭
に
つ
い
て
簡
潔
に
な
ぞ
っ
て
お
き

た
）
4
（

い
。
平
城
天
皇
の
皇
子
、
阿
保
親
王
を
父
と
し
て
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
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に
配
流
先
の
大
宰
府
に
て
誕
生
。「
一
つ
子
に
さ
へ
あ
り
け
れ
ば
」（
八
十
四

段
）
の
記
述
を
信
頼
す
れ
ば
、
業
平
の
異
母
兄
と
な
る
。
天
長
三
年
（
八
二

六
）、
仲
平
・
守
平
・
業
平
の
弟
た
ち
と
と
も
に
在
原
姓
を
賜
る
。
承
和
七

年
（
八
四
〇
）
に
蔵
人
と
な
り
、
以
後
、
侍
従
、
因
幡
守
、
播
磨
守
、
左
兵

衛
督
、
備
中
守
、
左
衛
門
督
、
大
宰
権
帥
な
ど
を
経
て
、
元
慶
六
年
（
八
八

二
）
中
納
言
、
八
年
正
三
位
兼
民
部
卿
に
至
り
、
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
薨

去
。
娘
の
清
和
女
御
文
子
は
貞
数
親
王
を
出
産
す
る
が
、
こ
の
時
の
一
族
の

喜
び
は
、
七
十
九
段
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
私
学
で
あ
る
奨
学
院

を
設
立
し
た
。
優
れ
た
政
治
的
手
腕
を
発
揮
し
、「
剛
直
な
良
吏
型
官
人
」

と
も
評
価
さ
れ
）
5
（
る
。
か
か
る
硬
骨
の
政
治
家
と
い
う
側
面
と
と
も
に
、
重
要

な
の
は
文
化
人
、
歌
人
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
。『
古
今
集
』
真
名
序
に

は
、「
風
流
は
野
宰
相
の
如
く
、
雅
情
は
在
納
言
の
如
し
」
と
い
う
批
評
が

見
え
、
小
野
篁
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
。
こ
の
評
言
の
よ
う
に
、「
春
の
き
る

霞
の
衣
ぬ
き
を
う
す
み
山
風
に
こ
そ
乱
る
べ
ら
な
れ
」（
古
今
集
・
春
上
・

二
三
）
は
、
き
わ
め
て
官
能
的
、
耽
美
的
な
歌
で
あ
り
、
優
れ
た
感
性
を
感

じ
さ
せ
る
。「
立
ち
別
れ
い
な
ば
の
山
の
峰
に
生
ふ
る
ま
つ
と
し
聞
か
ば
い

ま
帰
り
来
む
」（
古
今
集
・
離
別
・
三
六
五
）
は
因
幡
守
赴
任
も
し
く
は
離

任
時
の
歌
で
、
巻
八
の
冒
頭
を
飾
る
名
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
自
ら
主
催
し

た
、
在
民
部
卿
歌
合
は
最
初
期
の
歌
合
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
か
よ
う
に

『
古
今
集
』
成
立
前
夜
、
和
歌
が
振
興
し
て
ゆ
く
、
そ
の
一
翼
を
担
っ
た
人

物
で
あ
り
、
当
時
の
文
化
の
最
先
端
に
い
た
、
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

『
後
撰
集
』
に
は
、
河
原
左
大
臣
源
融
と
の
親
交
も
語
ら
れ
て
お
り
（
雑

一
・
一
〇
八
二
）、
河
原
院
の
風
流
に
集
う
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ

る
。
理
想
的
な
「
み
や
び
」
の
体
現
者
と
評
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
七
歳
年

少
の
業
平
は
、
こ
の
兄
の
影
響
も
あ
っ
て
和
歌
に
親
し
み
、
そ
の
才
能
を
伸

ば
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ち
な
み
に
「
在
原
」
姓
は
、『
詩

経
』「
常
棣
」
に
よ
る
命
名
と
さ
れ
る
）
6
（

が
、
こ
の
詩
に
う
た
わ
れ
る
ご
と

く
、
親
し
い
兄
弟
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　

体
制
に
反
抗
的
な
、
行
平
の
剛
毅
な
性
格
は
以
下
の
段
に
も
う
か
が
え

る
。

　
　

昔
、
左
兵
衛
督
な
り
け
る
在
原
の
行
平
と
い
ふ
あ
り
け
り
。
そ
の
人
の

家
に
、
よ
き
酒
あ
り
と
聞
き
て
、
上
に
あ
り
け
る
左
中
弁
藤
原
の
良
近
と

い
ふ
を
な
む
、
ま
ら
う
ど
ざ
ね
に
て
、
そ
の
日
は
あ
る
じ
ま
う
け
し
た
り

け
る
。
情
け
あ
る
人
に
て
、
瓶
に
花
を
さ
せ
り
。
そ
の
花
の
中
に
、
あ
や

し
き
藤
の
花
あ
り
け
り
。
花
の
し
な
ひ
三
尺
六
寸
ば
か
り
な
む
あ
り
け

る
。
そ
れ
を
題
に
て
詠
む
。
詠
み
果
て
が
た
に
、
あ
る
じ
の
は
ら
か
ら
な

る
、
あ
る
じ
し
た
ま
ふ
と
聞
き
て
来
た
り
け
れ
ば
、
と
ら
へ
て
詠
ま
せ
け

る
。
も
と
よ
り
歌
の
こ
と
は
知
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
す
ま
ひ
け
れ
ど
、
し
ひ

て
詠
ま
せ
け
れ
ば
、
か
く
な
む
、

　
　
　

177
咲
く
花
の
下
に
隠
る
る
人
を
多
み
あ
り
し
に
ま
さ
る
藤
の
蔭
か
も

　
「
な
ど
、
か
く
し
も
詠
む
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、「
お
ほ
き
お
と
ど
の
栄
華
の

盛
り
に
み
ま
そ
か
り
て
、
藤
氏
の
こ
と
に
栄
ゆ
る
を
思
ひ
て
詠
め
る
」
と

な
む
言
ひ
け
る
。
皆
人
、
そ
し
ら
ず
な
り
に
け
り
。 

（
百
一
段
）

行
平
邸
で
、
藤
原
良
近
を
招
い
て
藤
の
宴
が
催
さ
れ
た
。「
情
け
あ
り
て
」
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と
あ
る
の
は
、
仮
名
序
の
「
雅
情
」
を
彷
彿
さ
せ
よ
う
。
よ
う
や
く
宴
も
終

わ
る
頃
に
な
っ
て
、「
あ
る
じ
の
は
ら
か
ら
」、
す
な
わ
ち
業
平
が
姿
を
見
せ

た
。
固
辞
す
る
彼
に
人
々
は
詠
歌
を
強
要
す
る
。「
も
と
よ
り
歌
の
こ
と
は

知
ら
ざ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
評
言
が
意
味
深
長
で
あ
る
。「
咲
く
花
の
〜
」

の
歌
が
人
々
に
奇
異
な
感
じ
を
抱
か
せ
た
の
は
、
時
流
に
乗
る
権
門
藤
原
氏

に
媚
び
諂
う
人
々
を
揶
揄
し
た
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
ら
で
あ
）
7
（

る
。
し
か
し
、

咲
き
誇
る
藤
花
に
藤
氏
の
い
っ
そ
う
の
繁
栄
を
祈
願
し
た
、
と
説
明
さ
れ
て

は
誰
も
非
難
で
き
ま
い
。
和
歌
の
力
に
よ
っ
て
権
力
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、

一
矢
を
報
い
る
、
華
麗
に
し
て
強
か
な
「
み
や
び
」
の
一
面
が
示
さ
れ
た
段

と
い
え
よ
う
。
行
平
は
、
こ
の
段
で
は
さ
し
た
る
活
躍
を
し
て
い
な
い
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
思
わ
せ
ぶ
り
に
宴
に
遅
刻
し
て
、
人
々
の
度
肝
を
抜

く
よ
う
な
歌
を
詠
む
、
か
よ
う
な
業
平
の
振
る
舞
い
は
、
宴
の
主
人
で
あ
る

行
平
の
演
出
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
兄
弟
示
し
合
わ
せ
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

昔
、
仁
和
の
帝
、
芹
河
に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
る
時
、
今
は
さ
る
こ
と
似

げ
な
く
思
ひ
け
れ
ど
、
も
と
つ
き
に
け
る
こ
と
な
れ
ば
、
大
鷹
の
鷹
飼
に

て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
け
る
。
摺
り
狩
衣
の
袂
に
、
書
き
つ
け
け
る
、

　
　
　

195
翁
さ
び
人
な
と
が
め
そ
狩
衣
今
日
ば
か
り
と
ぞ
た
づ
も
鳴
く
な
る

　

お
ほ
や
け
の
御
け
し
き
悪
し
か
り
け
り
。
お
の
が
齢
を
思
ひ
け
れ
ど
、
若

か
ら
ぬ
人
は
聞
き
負
ひ
け
り
と
や
。 

（
百
十
四
段
）

本
段
に
は
、
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
光
孝
天
皇
の
行
幸
は
、「
十
四
日
戊

午
、
芹
川
野
に
行
幸
し
給
ひ
き
。（
略
）
是
の
日
、
勅
し
て
参
議
已
上
に
摺

布
の
衫
と
行
騰
と
を
著
け
し
め
給
ふ
。（
略
）
辰
の
一
尅
、
野
口
に
至
り
、

鷹
鷂
を
放
ち
て
野
禽
を
拂
ひ
撃
ち
き
」（
三
代
実
録
・
仁
和
二
年
十
二
月
十

四
日
）
と
あ
り
、
史
実
を
踏
ま
え
る
が
、
こ
の
時
、
す
で
に
業
平
は
没
し
て

い
る
。
そ
も
そ
も
、「
翁
さ
び
〜
」
は
、『
後
撰
集
』
雑
一
（
一
〇
七
六
）
に

よ
れ
ば
、
行
平
の
作
で
あ
る
。
雑
一
巻
頭
（
一
〇
七
五
）
は
、「
仁
和
の

帝
、
嵯
峨
の
御
時
の
例
に
て
芹
河
に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
る
日
」
の
詞
書
で

「
嵯
峨
の
山
み
ゆ
き
た
え
に
し
芹
河
の
千
代
の
古
道
あ
と
は
あ
り
け
り
」
の

行
平
詠
が
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
当
該
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は

「
同
じ
日
、
鷹
飼
に
て
、
狩
衣
の
袂
に
鶴
の
か
た
を
縫
ひ
て
、
書
き
つ
け
た

り
け
る
」
と
詞
書
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
御
幸
の
ま
た
の
日
な
む
致
仕
の
表
た

て
ま
つ
り
け
る
」
と
の
左
注
が
備
わ
る
。『
伊
勢
物
語
』
と
『
後
撰
集
』
で

は
、
ま
っ
た
く
設
定
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

『
後
撰
集
』
で
は
、
行
幸
に
随
い
、
帝
を
称
え
る
歌
を
献
じ
、
さ
ら
に
は
致

仕
を
目
前
に
し
て
、
老
い
た
る
我
が
身
を
詠
嘆
す
る
、
と
い
う
話
に
な
っ
て

い
る
の
に
対
し
、『
勢
語
』
で
は
、「
翁
さ
び
〜
」
の
歌
が
、
や
は
り
高
齢

だ
っ
た
帝
を
揶
揄
す
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
、
不
興
を
買
っ
た
、
と
い
う
風
に

語
ら
れ
て
い
る
。『
勢
語
』
の
文
脈
に
従
う
限
り
、
男
は
、「
お
の
が
齢
を
思

ひ
け
れ
ど
」
と
抜
け
道
を
用
意
し
な
が
ら
、
老
い
た
る
帝
を
笑
い
も
の
に
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
百
一
段
と
同
じ
く
、
和
歌
の
力
で
権
力
を
挑

発
す
る
の
で
あ
る
。
物
語
は
事
実
に
反
し
て
ま
で
、
主
人
公
に
兄
行
平
の
歌

を
詠
ま
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
権
力
に
果
敢
に
立
ち
向
か
う
、
硬
骨
の

人
、
行
平
の
イ
メ
ー
ジ
を
主
人
公
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
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離
と
み
や
び（
大
井
田
）

の
で
は
な
い
か
。
本
段
で
は
、
兄
弟
が
重
な
り
合
っ
て
、
行
平
で
も
あ
り
業

平
で
も
あ
る
よ
う
な
、
よ
り
大
き
な
一
個
の
人
格
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
固
有
名
詞
を
持
た
ぬ
「
男
」
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
を
可

能
に
し
た
の
で
あ
る
。

四
　

行
平
が
登
場
す
る
段
で
、
最
も
長
大
な
の
が
次
の
八
十
七
段
で
あ
る
。

　
　

昔
、
男
、
津
の
国
、
菟
原
の
郡
、
芦
屋
の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
、
行

き
て
住
み
け
り
。
昔
の
歌
に
、

　
　
　

157
芦
の
屋
の
灘
の
塩
焼
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
さ
ず
来
に
け

り

　

と
詠
み
け
る
ぞ
、
こ
の
里
を
詠
み
け
る
。
こ
こ
を
な
む
、
芦
屋
の
灘
と
は

い
ひ
け
る
。
こ
の
男
、
な
ま
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
そ
れ
を
た
よ
り
に
て
、

衛
府
の
佐
ど
も
集
ま
り
来
に
け
り
。
こ
の
男
の
こ
の
か
み
も
、
衛
府
の
督

な
り
け
り
。
そ
の
家
の
前
の
海
の
ほ
と
り
に
遊
び
歩
き
て
、「
い
ざ
、
こ

の
山
の
上
に
あ
り
と
い
ふ
、
布
引
の
滝
見
に
登
ら
む
」
と
言
ひ
て
、
登
り

て
見
る
に
、
そ
の
滝
、
物
よ
り
こ
と
な
り
。
長
さ
二
十
丈
、
広
さ
五
丈
ば

か
り
な
る
石
の
面
、
白
絹
に
岩
を
包
め
ら
む
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。
さ

る
滝
の
上
に
、
円
座
の
大
き
さ
し
て
、
さ
し
出
で
た
る
石
あ
り
。
そ
の
石

の
上
に
走
り
か
か
る
水
は
、
小
柑
子
、
栗
の
大
き
さ
に
て
こ
ぼ
れ
落
つ
。

そ
こ
な
る
人
に
、
皆
、
滝
の
歌
詠
ま
す
。
か
の
衛
府
の
督
、
ま
づ
詠
む
、

　
　
　

158
わ
が
世
を
ば
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
か
ひ
の
な
み
だ
の
滝
と
い
づ

れ
高
け
む

　

あ
る
じ
、
次
に
詠
む
、

　
　
　

159
抜
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
狭
き

に

　

と
詠
め
り
け
れ
ば
、
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
、
こ
の
歌

に
め
で
て
、
や
み
に
け
り
。

　
　

帰
り
来
る
道
遠
く
て
、
失
せ
に
し
宮
内
卿
も
ち
よ
し
が
家
の
前
来
る

に
、
日
暮
れ
ぬ
。
宿
り
の
方
を
見
や
れ
ば
、
海
人
の
漁
り
す
る
火
、
多
く

見
ゆ
る
に
、
か
の
あ
る
じ
の
男
詠
む
、

　
　
　

160
晴
る
る
夜
の
星
か
河
辺
の
蛍
か
も
わ
が
住
む
か
た
の
海
人
の
た
く

火
か

　

と
詠
み
て
、
家
に
帰
り
来
ぬ
。

　
　

そ
の
夜
、
南
の
風
吹
き
て
、
浪
い
と
高
し
。
つ
と
め
て
、
そ
の
家
の
女

の
子
ど
も
出
で
て
、
浮
き
海
松
の
、
浪
に
寄
せ
ら
れ
た
る
拾
ひ
て
、
家
の

内
に
持
て
来
ぬ
。
女
が
た
よ
り
、
そ
の
海
松
を
、
高
杯
に
盛
り
て
、
柏
を

お
ほ
ひ
て
出
だ
し
た
る
、
柏
に
書
け
り
、

　
　
　

161
わ
た
つ
海
の
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
も
君
が
た
め
に
は
惜
し

ま
ざ
り
け
り

　

田
舎
人
の
言
に
て
は
、
よ
し
や
、
あ
し
や
。

冒
頭
の
「
津
の
国
、
菟
原
の
郡
、
芦
屋
の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
」
と
は
、

前
掲
の
六
十
六
段
、
さ
ら
に
は
初
段
に
類
似
の
記
述
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
末
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尾
の
語
り
手
の
評
言
「
田
舎
人
の
歌
に
て
は
、
余
れ
り
や
、
足
ら
ず
や
」

は
、
三
十
三
段
の
「
田
舎
人
の
言
に
て
は
、
よ
し
や
、
あ
し
や
」
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
八
十
七
段
が
核
と
な
っ
て
、
次
第
に
一
連
の
摂
津
国
章
段
が
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。「
芦
の
屋
の
〜
」
は
『
古
今
六
帖
』
に

見
え
る
歌
だ
が
、『
万
葉
集
』
の
「
志
賀
の
海
女
は
藻
刈
り
塩
焼
き
い
と
ま

な
み
櫛
笥
の
小
櫛
取
り
も
見
な
く
に
」（
巻
三
・
二
七
八
・
石
川
少
郎
）
の

異
伝
で
あ
る
。
古
く
か
ら
歌
に
詠
ま
れ
た
風
光
明
媚
な
地
と
し
て
、
主
人
公

た
ち
が
集
い
歌
を
詠
み
交
わ
す
場
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
し

て
、
こ
の
古
歌
が
引
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
な
ま
宮
仕
へ
」
と
は
中
途
半
端
な
、
気
乗
り
の
し
な
い
宮
仕
え
、
の

意
。
こ
の
物
語
で
は
、「
宮
仕
へ
」
の
退
屈
さ
、
味
気
な
さ
が
繰
り
返
し
語

ら
れ
る
。「
子
は
京
に
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、（
母
宮
ノ
許
ヘ
）
ま
う
づ
と
し
け

れ
ど
、
し
ば
し
ば
え
ま
う
で
ず
」（
八
十
四
段
）、「
お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
し

け
れ
ば
、（
惟
喬
親
王
ノ
許
ヘ
）
常
に
は
え
ま
う
で
ず
」（
八
十
五
段
）
な
ど

と
、
親
し
い
人
々
と
主
人
公
の
仲
を
隔
て
る
も
の
と
し
て
否
定
的
に
語
ら
れ

て
も
い
る
。
や
は
り
同
様
の
不
満
を
抱
い
て
い
る
者
た
ち
も
少
な
く
な
い
の

で
あ
ろ
う
、「
衛
府
の
督
」
で
あ
る
兄
行
平
を
筆
頭
に
、「
衛
府
の
佐
」
た
ち

が
集
い
、
布
引
の
滝
を
見
物
に
行
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
段
の
核
は
、
行
平
・
業
平
兄
弟
の
滝
の
歌
に
こ
そ
あ
る
。『
古
今

集
』
雑
下
に
載
せ
る
、
次
の
二
首
（
九
二
二
〜
九
二
三
）
と
の
関
連
が
注
目

さ
れ
る
。

　
　
　
　

布
引
の
滝
に
て
よ
め
る 

在
原
行
平
朝
臣

　
　

922
こ
き
ち
ら
す
滝
の
白
玉
拾
ひ
お
き
て
世
の
憂
き
と
き
の
涙
に
ぞ
か
る

　
　
　
　

布
引
の
滝
の
も
と
に
て
、
人
々
集
ま
り
て
歌
よ
み
け
る
時
に
よ
め

る 

業
平
朝
臣

　
　

923
抜
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
間
な
く
も
散
る
か
袖
の
狭
き
に

こ
の
二
首
が
同
時
に
詠
ま
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に

詠
ま
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

行
平
の
歌
は
、
あ
た
り
一
面
に
ま
き
散
ら
す
、
滝
の
白
玉
を
拾
っ
て
お
い

て
、
世
の
中
を
つ
ら
く
思
っ
た
時
に
流
す
涙
に
借
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
、

既
に
涙
は
涸
れ
尽
き
て
し
ま
っ
た
の
で
、
の
意
。
業
平
の
歌
は
、
緒
を
抜
い

て
ば
ら
ば
ら
に
し
て
し
ま
っ
た
人
が
い
る
ら
し
い
、
滝
の
白
玉
が
絶
え
間
な

く
散
る
こ
と
だ
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
袖
は
狭
い
の
に
、
の
意
。
二
首
は
と

も
に
、
滝
の
飛
沫
を
美
し
い
白
玉
に
見
立
て
、
か
つ
身
の
不
遇
を
嘆
く
点
で

共
通
し
て
い
る
。

　

業
平
の
歌
は
八
十
七
段
に
も
見
え
る
が
、
行
平
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
歌

を
詠
ん
だ
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
古
今
集
歌
は
、
滝
の
飛
沫
を
美
し
い
白
玉

に
見
立
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
涙
に
見
立
て
た
、
手
の
込
ん
だ
、
か
つ
優
美
な

も
の
で
、「
春
の
き
る
〜
」（
春
上
・
二
三
）
の
作
者
に
ふ
さ
わ
し
い
。「
涙

に
ぞ
か
る
」
と
い
う
発
想
も
斬
新
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
行

平
真
作
か
定
か
で
な
い
「
わ
が
世
を
ば
〜
」
を
採
っ
た
物
語
の
真
意
は
ど
こ

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
が
世
を
謳
歌
す
る
日
を
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
、

そ
の
「
峡
」
な
ら
ぬ
「
甲
斐
」
が
な
く
、
流
す
涙
の
滝
と
、
こ
の
布
引
の
滝

と
ど
ち
ら
が
高
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
奇
抜
な
発
想
は
、
誹
諧
歌
に
区
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分
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。「
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
あ

り
け
む
、
こ
の
歌
に
め
で
て
、
や
み
に
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
か
か
る
誹

諧
歌
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
弟
「
あ
る
じ
」
の
歌
が
鮮
や
か
に
引
き
立
て
ら

れ
る
効
果
が
あ
る
。

　

逍
遥
を
終
え
て
の
帰
路
、
漁
り
火
を
見
て
主
人
公
の
詠
ん
だ
「
晴
る
る
夜

の
〜
」
は
、
や
は
り
見
立
て
を
駆
使
し
た
歌
で
あ
る
が
、
美
し
く
光
り
輝
く

と
い
う
点
に
お
い
て
、
布
引
の
滝
の
白
玉
の
イ
メ
ー
ジ
と
連
続
し
て
も
い
よ

う
。

　

こ
の
段
の
特
徴
は
、
そ
の
詳
細
な
風
景
描
写
に
あ
る
。
い
っ
た
い
、
こ
の

物
語
は
自
然
を
描
く
こ
と
に
関
心
が
な
い
、
あ
る
い
は
習
熟
し
て
い
な
い
。

総
じ
て
平
安
前
期
の
散
文
で
は
、
風
景
叙
述
の
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
。

狩
な
ど
野
外
を
舞
台
と
す
る
段
で
も
、
自
然
描
写
は
稀
で
あ
る
。
本
段
に
お

け
る
、
布
引
の
滝
や
漁
火
の
描
写
は
、
物
語
中
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
細
を
穿
っ
た
描
写
が
、「
石
の
面
、
白
絹
に
岩
を
包
め
ら
む
や

う
」「
円
座
の
大
き
さ
し
て
、
さ
し
出
で
た
る
石
」「
水
は
、
小
柑
子
、
栗
の

大
き
さ
に
て
」「
星
か
河
辺
の
蛍
か
も
」
な
ど
と
、
見
立
て
を
駆
使
し
た
、

比
喩
尽
く
し
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
点
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

段
の
表
現
に
つ
い
て
、
白
詩
の
大
き
な
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
説
も

あ
）
8
（

る
。

　
『
古
今
集
』
雑
下
で
は
、
先
に
引
用
し
た
行
平
詠
か
ら
、
九
首
の
滝
を
詠

ん
だ
歌
が
並
ぶ
。
注
意
し
た
い
の
は
、
滝
を
題
材
に
し
た
屏
風
歌
が
い
く
つ

か
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　

比
叡
の
山
な
る
音
羽
の
滝
を
見
て
よ
め
る 

忠
岑

　
　

928
落
ち
た
ぎ
つ
滝
の
水
上
年
つ
も
り
老
い
に
け
ら
し
な
黒
き
す
ぢ
な
し

　
　
　
　

田
村
の
御
時
に
、
女
房
の
侍
ひ
に
て
御
屏
風
の
絵
御
覧
じ
け
る

に
、「
滝
の
落
ち
た
り
け
る
所
お
も
し
ろ
し
。
こ
れ
を
題
に
て
歌

よ
め
」
と
、
侍
ふ
人
に
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
よ
め
る 

三
条
町

　
　

929
思
ひ
せ
く
心
の
う
ち
の
滝
な
れ
や
落
つ
と
は
聞
け
ど
音
の
聞
こ
え
ぬ

忠
岑
の
歌
は
、
家
集
（
八
〇
）
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、「
音
羽
の
滝
の
白
き
ゆ

ゑ
を
、
后
の
宮
の
屏
風
の
歌
」
と
あ
り
、
本
来
は
屏
風
歌
だ
っ
た
可
能
性
も

あ
る
。「
思
ひ
せ
く
〜
」
の
作
者
、
三
条
町
と
は
、
文
徳
更
衣
紀
静
子
、
名

虎
の
娘
、
惟
喬
親
王
の
母
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
最
初
期
の
屏
風
歌
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
屏
風
歌
が
物
語
文
学
に
与
え
た
影
響
は
大
き
な
も
の
が

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
作
者
が
布
引
の
滝
を
描
い
た
絵
画
を
眺
め
な
が
ら
物
語

を
執
筆
し
た
な
ど
と
言
う
の
で
は
な
い
。
絵
画
的
な
想
像
力
を
摂
取
し
な
が

ら
、
風
景
叙
述
の
文
体
を
開
拓
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
目
に
し

た
風
景
を
そ
の
ま
ま
素
描
す
る
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
絵
画
の
枠
組
み
を

通
し
て
把
握
し
直
し
、
表
現
す
る
、
と
い
う
の
が
当
時
の
人
々
の
自
然
と
の

関
わ
り
方
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
見
立
て
の
多
用
と
絵
画
的
想
像
力
に
よ
っ

て
、
彼
ら
が
脱
俗
的
な
風
流
を
楽
し
む
に
ふ
さ
わ
し
い
、
日
常
の
現
実
と
は

一
線
を
画
し
た
、
美
的
な
文
学
空
間
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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む
す
び

　

本
稿
で
は
、
主
に
摂
津
国
を
舞
台
と
す
る
、
行
平
・
業
平
兄
弟
関
連
章
段

を
考
察
し
て
き
た
。
都
に
安
住
の
場
を
得
な
い
彼
ら
は
、
時
に
は
須
磨
に
、

時
に
は
東
国
・
陸
奥
へ
と
流
離
し
た
。
彼
ら
の
さ
す
ら
い
は
、
祖
父
平
城
以

来
の
、
運
命
的
な
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
。
不
遇
の
名
門
に
寄
せ
る
人
々
の
同

情
と
共
感
が
、
史
実
を
取
り
込
み
な
が
ら
一
連
の
虚
構
、
貴
種
流
離
譚
を
生

み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
は
、
た
だ
不
遇
に
沈
潜
し

た
ま
ま
、
世
俗
か
ら
の
逃
避
に
甘
ん
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
和
歌

の
力
に
よ
っ
て
、
体
制
に
厳
し
く
対
峙
し
、
抵
抗
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

あ
る
。
王
族
な
ら
で
は
の
誇
り
と
矜
恃
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

兄
弟
は
、
誰
に
も
ま
し
て
、
優
れ
た
「
み
や
び
」
の
体
現
者
で
あ
っ
た
。

「
流
離
と
み
や
び
」
と
題
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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Abstract

Wandering and Miyabi: Ariwara brathers in Settu

Haruhiko Oida

 In Isemonogatari, the place names are very important.These of outside of Heian-kyo in particular. 
For example, in Kasuga of Nara where is related to the Emperor Heizei who is Narihira’s grand 
father, this monogatari starts, and Nagaoka-kyo is related to Princess Ito who is Narihira’s mother.
The purpose of this repotr is to investigate essence of the episodes of Ariwara-no-Yukihira and 
Narihira in Settu. There is a misfotrune of the image in the Ariwara family. Sympathy to their, gave 
birth to a wandering of the stories of noble persons. By the elegant Waka, Ariwara brathes bravely 
stood up to the power not only lamented their misfortune. Their way of life was exactly Miyabi.

Keywords: place name (Utamakura), Settu, Ariwara-no-Yukihira, wandering, Miyabi


