
伊
勢
物
語
の
「
翁
」
と
「
み
や
び
」（
大
井
田
）

伊
勢
物
語
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み
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大
井
田　

晴
彦

は
じ
め
に

　
初
段
の
初
冠
に
始
ま
り
、
第
百
二
十
五
段
の
辞
世
の
和
歌
に
至
る
ま
で
、

『
伊
勢
物
語
』
は
、
主
人
公
の
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
語
っ
て
余
す

と
こ
ろ
が
な
い
。
輝
か
し
い
青
春
の
日
々
か
ら
、
次
第
に
老
い
の
陰
が
忍
び

寄
り
、
や
が
て
男
は
戸
惑
い
の
う
ち
に
死
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
老
い
の

孤
独
、
憂
愁
を
語
る
段
は
少
な
く
な
い
が
、
特
に
注
意
さ
れ
る
の
は
主
人
公

を
「（
右
の
馬
頭
の
）
翁
」
と
称
す
る
一
連
の
章
段
群
で
あ
る
。
こ
の
呼
称

に
は
、
単
な
る
老
人
に
は
と
ど
ま
ら
ぬ
、
特
別
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
備
わ
る
よ
う
）
1
（
に
、
晴
れ
の
場
で
寿
ぎ
の
和
歌
を

献
ず
る
の
が
翁
の
役
割
で
あ
り
、
史
上
実
在
の
人
物
が
実
名
で
登
場
す
る
段

で
活
躍
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
み
や
び
」
の
担
い
手
と
し

て
の
「
翁
」
に
つ
い
て
、
関
連
章
段
を
取
り
上
げ
な
が
ら
論
じ
た
い
。

一
　『
伊
勢
物
語
』
の
「
翁
（
翁
さ
ぶ
、
か
た
ゐ
翁
を
含
む
）」
の
用
例
は
、
九

例
、
具
体
的
に
は
、
四
十
・
七
十
六
・
七
十
七
・
七
十
九
・
八
十
一
（
二
例
）・

八
十
三
・
九
十
七
・
百
十
四
の
各
章
段
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
翁
」
の
語

は
見
え
な
く
と
も
前
後
の
関
係
か
ら
、
主
人
公
を
「
翁
」
と
し
て
語
る
段
も

見
ら
れ
る
。
後
半
部
に
偏
っ
て
集
中
し
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。『
伊

勢
物
語
』
の
各
章
段
は
、
必
ず
し
も
年
代
記
的
配
列
を
と
っ
て
は
い
な
い

が
、
や
は
り
後
半
部
に
男
の
後
半
生
を
語
る
段
が
多
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
昔
、
二
条
の
后
の
、
ま
だ
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
、
氏
神
に

詣
で
た
ま
ひ
け
る
に
、
近
衛
府
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
翁
、
人
々
の
禄
た
ま

は
る
つ
い
で
に
、
御
車
よ
り
た
ま
は
り
て
、
詠
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
、

　
　
　
　
大
原
や
小
塩
の
山
も
今
日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
も
思
ひ
出
づ
ら
め

　
　
と
て
、
心
に
も
か
な
し
と
や
思
ひ
け
む
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
知
ら
ず

か
し
。 

（
七
十
六
段
）

二
条
后
関
連
章
段
は
、
若
々
し
く
一
途
な
青
年
時
代
の
恋
と
そ
の
挫
折
を
語

る
段
が
多
い
。
本
段
は
「
翁
」
と
な
っ
た
男
が
過
去
の
青
春
の
日
々
を
懐
古

す
る
と
い
う
話
で
、
一
連
の
章
段
の
結
び
と
い
っ
た
性
格
を
持
つ
。「
翁
」

は
、
こ
こ
で
も
晴
れ
の
場
に
登
場
し
て
寿
ぎ
の
歌
を
献
ず
る
役
割
を
担
う
。

男
の
歌
の
眼
目
は
「
神
代
の
こ
と
」
に
あ
る
。
藤
原
氏
の
祖
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
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ノ
ミ
コ
ト
は
、
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
天
孫
降
臨
に
随
っ
た
。
以
来
、
神
話
の

時
代
か
ら
、
藤
原
氏
は
皇
室
と
強
く
結
ば
れ
て
繁
栄
し
て
き
た
。
そ
の
原
点

た
る
天
孫
降
臨
に
立
ち
戻
っ
て
、
一
族
の
ま
す
ま
す
の
栄
花
を
祈
願
す
る
、

祝
意
に
満
ち
た
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
男
の
意
図
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
神
代
の
こ
と
」
と
は
、
高
子
と
の
、
甘
く
も
切
な
か
っ
た
過

去
の
日
々
を
も
意
味
し
て
い
る
。
翁
と
后
の
間
だ
け
に
通
ず
る
恋
の
符
丁
で

あ
る
。
参
詣
に
供
奉
し
た
人
々
は
、
表
の
意
味
だ
け
を
理
解
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
盛
儀
の
喧
噪
の
中
、
密
か
に
二
人
だ
け
が
心
を
通
わ
せ
て
い
る
。

な
お
、『
大
和
物
語
』
百
六
十
一
段
は
、『
伊
勢
』
三
段
と
組
み
合
わ
せ
て
成

立
し
た
も
の
だ
が
、「
在
中
将
」
と
あ
り
、「
翁
」
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
昔
、
春
宮
の
女
御
の
御
方
の
花
の
賀
に
、
召
し
預
け
ら
れ
た
り
け
る

に
、

　
　
　
　
花
に
飽
か
ぬ
嘆
き
は
い
つ
も
せ
し
か
ど
も
今
日
の
今
宵
に
似
る
時

は
な
し 
（
二
十
九
段
）

同
じ
く
二
条
后
章
段
の
一
つ
で
あ
る
本
段
は
、「
翁
」
の
語
こ
そ
見
え
な
い

も
の
の
、
男
は
さ
ほ
ど
若
く
は
な
く
、
老
齢
に
達
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
。

す
で
に
入
内
し
春
宮
の
母
と
な
っ
た
高
子
と
の
接
点
は
、
こ
の
「
花
の
賀
」

の
よ
う
な
晴
れ
が
ま
し
い
公
の
儀
式
に
し
か
あ
る
ま
い
。
男
を
「
召
し
預

け
」、
奉
仕
さ
せ
た
の
も
、
高
子
の
特
別
の
配
慮
、
抜
擢
と
想
像
さ
れ
る
。

男
の
歌
は
、
花
の
見
事
さ
を
賞
美
す
る
こ
と
で
賀
を
寿
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
「
花
」
に
主
催
者
の
女
御
を
た
と
え
、
称
賛
し
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
、
今
も
な
お
諦
め
が
た
い
高
子
へ
の
想
い
を
に
じ
ま
せ
た
歌
で
あ
る
。
賀

宴
の
場
を
寿
ぐ
慶
祝
の
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
私
的
な
恋
情
を
潜
ま
せ
て
も
い

る
。
七
十
六
段
と
よ
く
似
た
段
と
い
え
よ
う
。

二
　
七
十
七
段
は
、
こ
れ
に
続
く
七
十
八
段
と
と
も
に
、
藤
原
多
賀
幾
子
の
法

要
を
話
題
と
す
る
。
多
賀
幾
子
は
文
徳
女
御
、
父
は
良
相
、
兄
が
こ
の
段
に

も
登
場
す
る
常
行
で
あ
る
。

　
　
　
昔
、
田
村
の
帝
と
申
す
帝
お
は
し
ま
し
け
り
。
そ
の
時
の
女
御
、
多

賀
幾
子
と
申
す
、
み
ま
そ
か
り
け
り
。
そ
れ
失
せ
た
ま
ひ
て
、
安
祥
寺

に
て
、
み
わ
ざ
し
け
り
。
人
々
、
捧
げ
物
た
て
ま
つ
り
け
り
。
た
て
ま

つ
り
集
め
た
る
物
、
千
捧
げ
ば
か
り
あ
り
。
そ
こ
ば
く
の
捧
げ
物
を
、

木
の
枝
に
つ
け
て
、
堂
の
前
に
立
て
た
れ
ば
、
山
も
さ
ら
に
堂
の
前
に

動
き
出
で
た
る
や
う
に
な
む
見
え
け
る
。
そ
れ
を
、
右
大
将
に
い
ま
そ

か
り
け
る
藤
原
の
常
行
と
申
す
い
ま
そ
か
り
て
、
講
の
終
は
る
ほ
ど

に
、
歌
詠
む
人
々
を
召
し
集
め
て
、
今
日
の
み
わ
ざ
を
題
に
て
、
春
の

心
ば
へ
あ
る
歌
、
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
右
の
馬
の
頭
な
り
け
る

翁
、
目
は
違
ひ
な
が
ら
、
詠
み
け
る
、

　
　
　
　
山
の
み
な
移
り
て
今
日
に
あ
ふ
こ
と
は
春
の
別
れ
を
と
ふ
と
な
る

べ
し

　
　
と
詠
み
た
り
け
る
を
、
い
ま
見
れ
ば
よ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。
そ
の
か

み
は
、
こ
れ
や
ま
さ
り
け
む
、
あ
は
れ
が
り
け
り
。 

（
七
十
七
段
）
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多
賀
幾
子
の
死
は
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）
十
一
月
十
四
日
の
こ
と
。
こ
の

法
要
が
四
十
九
日
の
そ
れ
と
す
れ
ば
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
二
日
の

こ
と
と
な
る
。
な
お
、
常
行
が
右
大
将
に
、
業
平
が
右
馬
頭
に
任
じ
ら
れ
た

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
貞
観
八
年
、
同
七
年
で
あ
り
、
法
要
よ
り
か
な
り
後
年
の

こ
と
に
な
る
。
多
く
の
捧
げ
物
に
溢
れ
た
盛
大
な
法
要
の
さ
ま
を
題
に
、

「
右
の
馬
の
頭
な
り
け
る
翁
」
が
歌
を
献
じ
た
。「
山
の
み
な
移
り
て
」
は
、

釈
迦
入
滅
の
際
に
、「
大
地
諸
山
大
海
、
皆
震
動
」
し
た
と
い
う
『
大
般
涅

槃
経
』
を
踏
ま
え
る
。「
春
の
別
れ
」
は
女
御
と
の
別
れ
の
法
事
が
春
に
行

わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
二
月
十
五
日
の
釈
迦
入
滅
を
重
ね
合
わ
せ

る
。
山
が
そ
っ
く
り
す
べ
て
移
っ
て
今
日
の
こ
の
法
要
に
立
ち
会
う
の
は
、

過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
春
の
別
れ
を
見
送
る
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
、
と
い
っ
た
歌

意
で
あ
る
。
山
を
擬
人
化
す
る
技
法
は
、
七
十
六
段
の
「
大
原
や
小
塩
の
山

も
〜
」
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
神
事
と
仏
事
、
慶
祝
と
哀
悼
と
、
七
十
六

段
と
七
十
七
段
は
、
き
わ
め
て
対
称
的
な
構
図
を
示
し
て
い
る
。「
山
の
み

な
移
り
て
」
と
は
機
知
に
富
む
、
と
い
う
よ
り
は
奇
抜
な
詠
み
ぶ
り
だ
が
、

そ
れ
は
「
目
は
違
ひ
な
が
ら
」
と
い
う
老
耄
の
卑
下
、
韜
晦
に
支
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。「
い
ま
見
れ
ば
〜
」
以
下
の
語
り
手
の
評
言
は
、
余
り
に

も
大
げ
さ
で
誇
張
し
た
歌
で
、
法
事
の
場
を
離
れ
て
み
る
と
、
か
え
っ
て
興

趣
が
少
な
い
、
と
い
う
批
判
で
あ
ろ
う
。

　
貞
観
十
七
年
二
月
十
七
日
に
常
行
が
薨
去
し
た
際
、
朝
廷
は
業
平
を
使
者

と
し
て
従
二
位
を
追
贈
し
た
（
三
代
実
録
）。
察
す
る
に
、
二
人
は
上
司
と

部
下
の
関
係
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
こ
の
段
を
理
解
す
る
に
は
、
当
時
の
史
実
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
）
2
（

る
。
多
賀
幾
子
の
死
に
先
立
つ
十
一
月
七
日
に
は
、
清
和
天
皇
が
即
位
、

良
相
の
兄
良
房
は
摂
政
に
、
そ
の
娘
明
子
は
皇
太
夫
人
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
。
繁
栄
を
謳
歌
す
る
良
房
一
門
と
、
多
賀
幾
子
の
死
の
悲
し
み
に
沈
む
良

相
一
門
の
明
暗
が
際
立
つ
。
か
く
し
て
衰
運
に
あ
る
良
相
の
家
に
、「
右
の

馬
の
頭
な
り
け
る
翁
」
が
親
し
く
出
入
り
し
、
奉
仕
し
て
い
る
点
が
注
意
さ

れ
る
。
以
下
に
も
見
る
よ
う
に
、
時
流
か
ら
外
れ
た
名
門
に
心
を
寄
せ
、
喜

び
や
悲
し
み
を
分
か
ち
合
う
の
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
の
美
質
で
あ

り
「
み
や
び
」
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
段
に
も
う
か
が

え
る
。

　
七
十
八
段
も
ま
た
、
多
賀
幾
子
の
法
要
を
語
る
段
で
あ
る
が
、
亡
き
女
御

を
哀
惜
し
た
前
段
と
は
や
や
趣
を
異
に
し
、
常
行
と
山
科
の
禅
師
の
親
王
の

風
流
の
交
わ
り
、
そ
れ
を
媒
介
し
盛
り
立
て
る
主
人
公
を
描
く
こ
と
に
主
眼

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
段
で
は
、
主
人
公
は
「
右
の
馬
の
頭
」
と
の
み
称

さ
れ
る
が
、
前
段
を
承
け
て
「
翁
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
。

　
　
　
昔
、
多
賀
幾
子
と
申
す
女
御
お
は
し
ま
し
け
り
。
う
せ
た
ま
ひ
て
、

七
七
日
の
み
わ
ざ
、
安
祥
寺
に
て
し
け
り
。
右
大
将
藤
原
の
常
行
と
い

ふ
人
い
ま
そ
か
り
け
り
。
そ
の
み
わ
ざ
に
詣
で
た
ま
ひ
て
、
か
へ
さ

に
、
山
科
の
禅
師
の
親
王
お
は
し
ま
す
、
そ
の
山
科
の
宮
に
、
滝
落
と

し
、
水
走
ら
せ
な
ど
し
て
、
お
も
し
ろ
く
造
ら
れ
た
る
に
、
詣
で
た
ま
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う
て
、「
年
ご
ろ
、
よ
そ
に
は
仕
う
ま
つ
れ
ど
、
近
く
は
い
ま
だ
仕
う

ま
つ
ら
ず
。
今
宵
は
、
こ
こ
に
さ
ぶ
ら
は
む
」
と
申
し
た
ま
ふ
。
親

王
、
喜
び
た
ま
う
て
、
夜
の
お
ま
し
の
ま
う
け
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
る

に
、
こ
の
大
将
、
出
で
て
、
た
ば
か
り
た
ま
ふ
や
う
、「
宮
仕
へ
の
始

め
に
、
た
だ
な
ほ
や
は
あ
る
べ
き
。
三
条
の
お
ほ
み
ゆ
き
せ
し
時
、
紀

の
国
の
千
里
の
浜
に
あ
り
け
る
、
い
と
お
も
し
ろ
き
石
た
て
ま
つ
れ
り

き
。
お
ほ
み
ゆ
き
の
後
、
た
て
ま
つ
れ
り
し
か
ば
、
あ
る
人
の
御
曹
司

の
前
の
溝
に
据
ゑ
た
り
し
を
、
島
好
み
た
ま
ふ
君
な
り
、
こ
の
石
を
た

て
ま
つ
ら
む
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
御
随
身
、
舎
人
し
て
、
取
り
に
つ
か

は
す
。
い
く
ば
く
も
な
く
て
、
持
て
来
ぬ
。
こ
の
石
、
聞
き
し
よ
り

は
、
見
る
は
ま
さ
れ
り
。「
こ
れ
を
、
た
だ
に
た
て
ま
つ
ら
ば
、
す
ず

ろ
な
る
べ
し
」
と
て
、
人
々
に
歌
詠
ま
せ
た
ま
ふ
。
右
の
馬
の
頭
な
り

け
る
人
の
を
な
む
、
青
き
苔
を
き
ざ
み
て
、
蒔
絵
の
か
た
に
、
こ
の
歌

を
つ
け
て
、
た
て
ま
つ
り
け
る
、

　
　
　
　
飽
か
ね
ど
も
岩
に
ぞ
か
ふ
る
色
見
え
ぬ
心
を
見
せ
む
よ
し
の
な
け

れ
ば

　
　
と
な
む
詠
め
り
け
る
。 

（
七
十
八
段
）

「
山
科
の
禅
師
の
親
王
」
は
、
仁
明
天
皇
第
四
皇
子
、
人
康
親
王
（
法
名
は

法
性
）
を
さ
す
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
出
家
は
貞
観
元
年

五
月
七
日
の
こ
と
で
、
多
賀
幾
子
の
死
後
に
な
り
、
本
章
段
の
記
述
も
史
実

と
や
や
食
い
違
う
。
常
行
は
、
風
流
な
親
王
の
人
柄
を
か
ね
て
か
ら
慕
っ
て

い
た
ら
し
い
。
女
御
の
法
要
を
契
機
に
、
二
人
が
親
交
を
結
ぶ
。
風
流
を
凝

ら
し
た
山
科
の
宮
に
、
常
行
は
趣
あ
る
石
を
献
上
し
よ
う
と
す
る
。
ち
な
み

に
紀
伊
国
は
良
質
の
石
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。「
紀
の
国
の
し
ら

ら
の
浜
に
ひ
ろ
ふ
て
ふ
こ
の
石
こ
そ
は
い
は
ほ
と
も
な
れ
」（
紫
式
部
日

記
）、「
熊
野
道
に
千
里
の
浜
と
い
ふ
所
に
て
、（
花
山
院
ハ
）
御
心
地
そ
こ

な
は
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
浜
づ
ら
に
石
の
あ
る
を
御
枕
に
て
」（
大
鏡
・
伊
尹

伝
）
な
ど
と
あ
る
。「
こ
れ
を
、
た
だ
に
た
て
ま
つ
ら
ば
、
す
ず
ろ
な
る
べ

し
」
と
い
う
こ
と
で
、
男
が
歌
を
奉
っ
た
。
充
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

の
岩
に
私
の
あ
な
た
様
へ
の
思
い
を
託
し
て
献
上
い
た
し
ま
す
、
色
に
は
見

え
な
い
真
心
を
示
す
す
べ
が
な
い
の
で
、
と
い
う
歌
意
で
あ
る
。
常
行
に
代

わ
っ
て
詠
歌
し
た
の
で
あ
る
。「
お
も
し
ろ
き
石
」
に
「
青
き
苔
を
き
ざ
み

て
、
蒔
絵
の
か
た
に
」
と
い
う
趣
向
は
、「
わ
が
君
は
千
代
に
八
千
代
に
さ

ざ
れ
石
の
い
は
ほ
と
な
り
て
苔
の
む
す
ま
で
」（
古
今
集
・
賀
・
三
四
三
・

詠
み
人
知
ら
ず
）
の
歌
に
通
ず
る
発
想
で
あ
り
、
盤
石
な
石
に
、
親
王
の
永

遠
の
繁
栄
を
た
と
え
、
寿
ぐ
の
で
あ
る
。

　
庭
園
の
石
に
つ
い
て
、『
作
庭
記
』
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
）
3
（
る
。

「
山
水
を
な
し
て
、
石
を
立
つ
る
事
は
、
深
き
心
あ
る
べ
し
。（
略
）
山
を
も

て
帝
王
と
し
、
水
を
も
て
臣
下
と
し
、
石
を
も
て
補
佐
の
臣
と
す
。（
略
）

山
弱
し
と
い
ふ
は
、
支
え
た
る
石
の
な
き
所
な
り
。
帝
弱
し
と
い
ふ
は
、
補

佐
の
臣
な
き
時
な
り
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
山
は
石
に
よ
り
て
全
く
、
帝
は
臣

に
よ
り
て
保
つ
と
云
へ
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
山
水
を
な
し
て
は
、
必
ず
石
を
立

つ
べ
き
と
ぞ
」。
常
行
が
石
を
献
上
し
た
背
景
に
は
、
か
か
る
思
想
が
あ
ろ

う
。
石
に
託
し
て
主
の
親
王
へ
の
恭
順
と
忠
誠
心
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
翁
の
歌
を
介
し
て
、
親
王
と
常
行
は
強
靱
な
絆
で
結
ば
れ
た
こ
と

に
な
る
。

　
禅
師
の
宮
邸
の
風
流
は
、
次
に
取
り
上
げ
る
源
融
の
河
原
院
の
そ
れ
に
も

似
て
い
る
。
主
人
公
の
男
は
、
こ
う
し
た
「
み
や
び
」
の
場
に
登
場
し
、
そ
の

歌
の
力
に
よ
っ
て
、「
み
や
び
」
を
ま
す
ま
す
活
性
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

三
　
八
十
一
段
に
語
ら
れ
る
、
左
大
臣
源
融
の
河
原
院
の
風
流
は
、
と
り
わ
け

有
名
で
あ
っ
た
ら
し
）
4
（
い
。
そ
の
栄
枯
盛
衰
の
さ
ま
が
、
多
く
の
説
話
集
に
も

語
ら
れ
て
い
る
（
江
談
抄
・
三
・
三
二
、
今
昔
物
語
集
・
巻
二
四
・
第
四

六
、
同
・
二
七
・
第
二
、
宇
治
拾
遺
物
語
・
一
五
一
、
古
本
説
話
集
・
上
・

二
七
、
古
事
談
・
一
・
七
な
ど
）。

　
　
　
昔
、
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
い
ま
そ
か
り
け
り
。
賀
茂
河
の
ほ
と

り
に
、
六
条
わ
た
り
に
、
家
を
い
と
お
も
し
ろ
く
造
り
て
、
住
み
た
ま

ひ
け
り
。
神
無
月
の
つ
ご
も
り
が
た
、
菊
の
花
う
つ
ろ
ひ
盛
り
な
る

に
、
紅
葉
の
ち
ぐ
さ
に
見
ゆ
る
折
、
親
王
た
ち
お
は
し
ま
さ
せ
て
、
夜

一
夜
、
酒
飲
み
し
遊
び
て
、
夜
明
け
も
て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
こ
の
殿
の
お

も
し
ろ
き
を
ほ
む
る
歌
詠
む
。
そ
こ
に
あ
り
け
る
か
た
ゐ
翁
、
板
敷
の

下
に
這
ひ
歩
き
て
、
人
に
皆
詠
ま
せ
果
て
て
、
詠
め
る
、

　
　
　
　
塩
竃
に
い
つ
か
来
に
け
む
朝
凪
に
釣
り
す
る
舟
は
こ
こ
に
寄
ら
な

む

　
　
と
な
む
詠
み
け
る
は
、
み
ち
の
く
に
に
い
き
た
り
け
る
に
、
あ
や
し
く

お
も
し
ろ
き
所
々
多
か
り
け
り
。
わ
が
み
か
ど
六
十
余
国
の
中
に
、
塩

竃
と
い
ふ
所
に
似
た
る
所
な
か
り
け
り
。
さ
れ
ば
な
む
、
か
の
翁
、
さ

ら
に
こ
こ
を
め
で
て
、「
塩
竃
に
い
つ
か
来
に
け
む
」
と
詠
め
り
け

る
。 

（
八
十
一
段
）

こ
の
文
章
で
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
が
、『
今
昔
』
巻
二
十
七
・
第
二

に
「
陸
奥
ノ
国
ノ
塩
竃
ノ
形
ヲ
造
テ
、
潮
ノ
水
ヲ
汲
入
テ
池
ニ
湛
ヘ
タ
リ
ケ

リ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
日
本
で
最
も
風
光
明
媚
の
地
と
さ
れ
た
陸
奥

の
塩
竃
を
そ
っ
く
り
再
現
し
た
の
が
、
河
原
院
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
融
は
、

莫
大
な
財
力
を
投
じ
て
営
ん
だ
豪
邸
に
、
親
王
た
ち
を
招
い
て
詩
歌
管
絃
に

興
ず
る
。

　
融
の
主
催
す
る
河
原
院
の
文
芸
サ
ロ
ン
に
出
入
り
す
る
人
々
の
中
に
は
、

業
平
の
兄
行
平
も
い
た
。
二
人
の
交
流
は
、『
後
撰
集
』
雑
一
（
一
〇
八
一

〜
一
〇
八
二
）
の
贈
答
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
　
　
家
に
、
行
平
朝
臣
ま
う
で
来
た
た
り
け
る
に
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り

け
る
に
、
酒
ら
な
ど
た
う
べ
て
、
ま
か
り
立
ら
む
と
し
け
る
ほ
ど
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
原
左
大
臣

　
　
照
る
月
を
ま
さ
木
の
綱
に
よ
り
か
け
て
飽
か
ず
別
る
る
人
を
つ
な
が
む

　
　
　
　
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
行
平
朝
臣

　
　
限
り
な
き
思
ひ
の
綱
の
な
く
は
こ
そ
ま
さ
木
の
か
づ
ら
よ
り
も
悩
ま
め

当
然
、
業
平
も
ま
た
河
原
院
サ
ロ
ン
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
は
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ず
で
あ
る
。

　
融
が
か
よ
う
な
豪
邸
を
営
ん
だ
背
景
に
は
、
帝
位
に
即
け
な
か
っ
た
挫
折

感
や
失
意
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
融
は
、
陽

成
廃
立
後
、
即
位
へ
の
意
欲
を
示
す
が
、
時
康
親
王
（
光
孝
天
皇
）
を
擁
立

す
る
基
経
に
退
け
ら
れ
る
（
古
事
談
・
巻
一
・
五
）。
皇
位
継
承
か
ら
排
除

さ
れ
た
こ
と
で
、
膨
大
な
財
力
を
費
や
し
た
豪
邸
の
造
営
、
そ
こ
で
の
詩
歌

管
弦
や
宴
に
明
け
暮
れ
る
、
脱
俗
的
な
風
流
へ
と
向
か
う
。
政
治
の
世
界
で

の
苦
い
敗
北
が
、
文
化
面
で
の
優
位
の
誇
示
へ
と
彼
を
向
か
わ
せ
た
の
で
あ

る
。
門
を
閉
ざ
し
て
世
俗
と
交
わ
り
を
断
ち
、
精
神
の
自
由
を
楽
し
む
こ
と

を
「
閑み
や
び

」
と
い
う
。
ま
さ
に
融
の
ふ
る
ま
い
は
、「
閑
」
の
実
践
で
あ
っ

た
。
行
平
を
は
じ
め
と
し
て
、
河
原
院
に
集
う
人
々
も
ま
た
、
閉
塞
し
た
世

の
中
│
│
具
体
的
に
は
良
房
・
基
経
ら
が
専
横
を
極
め
る
世
の
中
│
│
に

あ
っ
て
不
満
を
抱
い
て
い
る
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。

　「
こ
の
殿
の
お
も
し
ろ
き
を
ほ
む
る
歌
」
を
集
ま
っ
た
人
々
が
詠
む
。「
こ

の
殿
は

む
べ
も

む
べ
も
富
み
け
り

三
枝
の

あ
は
れ

三
枝
の

は

れ

三
枝
の

三
つ
ば
四
つ
ば
の
中
に

殿
づ
く
り
せ
や

殿
作
り
せ
や
」

（
催
馬
楽
・
此
の
殿
）
な
ど
も
歌
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
邸
を
称
賛
す
る
歌
を
詠
み
終
え
た
頃
、
主
人
公
の
「
か
た
ゐ
翁
」
が
現

れ
、
結
び
の
寿
ぎ
の
歌
を
奉
る
。
単
な
る
翁
で
は
な
く
、
こ
と
さ
ら
に
「
か

た
ゐ
翁
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
よ
う
。
神
仏
な
ど
の
聖
な
る
存

在
が
、
卑
賤
の
者
の
姿
を
借
り
て
現
れ
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ
る
。『
日

本
霊
異
記
』
上
巻
・
第
四
に
は
、
片
岡
の
路
傍
で
苦
し
ん
で
い
た
「
か
た

ゐ
」
を
聖
徳
太
子
が
哀
れ
み
、
衣
を
与
え
た
が
、
実
は
そ
の
「
か
た
ゐ
」
の

正
体
は
仏
菩
薩
で
あ
っ
た
と
い
う
説
話
が
見
え
る
。「
翁
」
よ
り
も
、
さ
ら

に
強
い
歌
の
呪
力
を
有
す
る
、
霊
妙
な
存
在
が
「
か
た
ゐ
翁
」
と
い
え
よ
う
。

　
翁
の
歌
は
、
塩
竃
に
い
つ
や
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
、
朝
凪
に
釣
り
す
る

舟
は
、
こ
の
美
し
い
海
岸
に
立
ち
寄
っ
て
ほ
し
い
、
く
ら
い
の
意
。
実
際
に

塩
竃
に
足
を
踏
み
入
れ
、
海
を
望
み
見
る
か
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。「
塩

竃
に
い
つ
か
来
に
け
む
」
と
い
う
、
と
ぼ
け
た
詠
み
ぶ
り
も
、
い
か
に
も
翁

ら
し
い
。「
み
ち
の
く
に
に
い
き
た
り
け
る
に
、
あ
や
し
く
お
も
し
ろ
き

所
々
多
か
り
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
若
き
日
の
東
下
り
の
感
慨
を
振
り
返

り
つ
つ
、
詠
歌
す
る
の
で
あ
る
。「
朝
凪
」
の
う
ら
ら
か
な
海
岸
の
叙
景
に

は
、
偉
大
な
王
者
の
徳
が
広
く
及
ん
だ
理
想
の
空
間
と
す
る
、
政
教
的
な
思

想
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
、「
釣
り
す
る
舟
は
こ
こ
に
寄
ら
な
む
」
の
表
現

に
も
注
意
し
た
い
。
岸
へ
と
寄
る
舟
と
は
、
王
の
徳
を
慕
っ
て
集
ま
る
人
々

を
も
喩
え
て
い
よ
う
。
類
想
の
例
と
し
て
『
文
華
秀
麗
集
』
巻
上
「
江
楼
の

春
望
」（
小
野
岑
守
）
を
掲
げ
よ
）
5
（
う
。

　
　
春
雨
濛
濛
に
し
て
江
楼
暗
く

　
　
悠
悠
な
る
雲
樹
尽
く
に
微
茫
な
り

　
　
橋
頭
孤
つ
立
つ
一
竿
の
柱

　
　
湖
口
競
入
る
千
許
の
檣

　
　
麦
壟
の
新
色
荒
村
の
緑

　
　
楓
林
の
初
葉
釣
家
の
香

　
　
滔
滔
な
る
流
水
何
に
か
似
た
る
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四
海
朝
宗
聖
王
に
帰
る

こ
れ
は
淀
川
流
域
の
実
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
帝
徳
の
及
ん
だ
観
念

的
・
理
想
的
な
風
景
が
現
前
し
て
い
る
。
傍
線
部
は
、
滔
滔
と
豊
か
に
流
れ

る
江
水
は
何
に
似
て
い
る
か
、
四
方
の
諸
侯
が
天
子
の
徳
を
慕
い
、
集
ま
り

来
て
帰
順
す
る
か
の
よ
う
だ
、
の
意
。『
詩
経
』
小
雅
「
沔
水
」
の
「
沔
た

る
彼
の
流
水
は
　
海
に
朝
宗
す
」
に
よ
る
。『
凌
雲
集
』「
山
崎
よ
り
江
に
乗

り
て
讃
岐
に
赴
く
、
難
波
の
江
口
に
在
り
て
懐
を
述
べ
、
野
二
郎
に
贈
る
」

（
林
娑
婆
）
に
「
流
に
泛
か
び
て
梶
棹
を
催
し
　
海
を
指
し
て
朝
宗
を
共
に

す
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
翁
の
詠
歌
は
、
こ
う
し
た
発
想
に
よ
り
つ

つ
、
河
原
院
の
主
人
融
を
、
こ
の
世
を
統
治
す
る
帝
王
の
ご
と
く
讃
え
て
い

る
の
で
あ
る
。「
わ
が
み
か
ど
六
十
余
国
」
と
い
う
聞
き
慣
れ
ぬ
表
現
も
、

融
帝
が
、
日
本
全
土
を
広
く
掌
握
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

　
さ
て
、『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
に
融
の
関
与
を
重
視
す
る
説
が
あ
）
6
（

る
。
確

か
に
、
一
連
の
東
下
り
章
段
な
ど
は
、
河
原
院
と
の
関
連
が
深
そ
う
で
も
あ

る
。
河
原
院
を
陸
奥
の
地
に
見
立
て
、
旅
す
る
心
持
ち
に
な
っ
て
の
歌
語
り

が
行
わ
れ
た
、
そ
れ
が
物
語
に
取
り
込
ま
れ
た
、
と
い
う
想
像
は
的
外
れ
で

は
あ
る
ま
い
。
初
段
に
「
陸
奥
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に

し
我
な
ら
な
く
に
」（
古
今
集
・
恋
四
・
七
二
四
で
は
第
四
句
「
乱
れ
む
と

思
ふ
」）
の
融
の
名
歌
が
引
か
れ
て
い
た
の
も
、『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
わ
り

の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

四
　
八
十
一
段
に
続
く
、
八
十
二
・
八
十
三
・
八
十
五
の
三
章
段
で
は
、
不
遇

の
親
王
惟
喬
と
、
主
人
公
の
う
る
わ
し
い
主
従
の
絆
が
語
ら
れ
て
い
）
7
（

る
。
親

王
は
、
文
徳
天
皇
第
一
皇
子
、
父
帝
の
鍾
愛
は
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か

し
生
母
が
紀
氏
で
あ
る
惟
喬
が
立
坊
す
る
可
能
性
は
も
と
よ
り
な
く
、
良
房

の
娘
、
明
子
の
生
ん
だ
惟
仁
親
王
（
後
の
清
和
天
皇
）
が
、
生
後
八
ヶ
月
で

立
太
子
す
る
と
い
う
異
例
の
事
件
が
生
じ
た
。
世
の
人
々
が
、
良
房
の
横
暴

に
憤
懣
を
抱
き
、
不
遇
の
惟
喬
に
同
情
を
寄
せ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
藤
氏
を
諷
刺
す
る
「
大
枝
を
越
え
て
走
り
越
え
て
わ
が
護
る
田
に
や
捜

り
あ
さ
む
鴫
や
雄
々
い
鴫
や
」（
三
代
実
録
・
清
和
即
位
前
紀
）
と
い
う
童

謡
も
流
行
し
た
。
後
代
に
は
、
競
馬
や
相
撲
の
優
劣
で
、
立
坊
を
決
め
る
と

い
う
荒
唐
無
稽
な
説
話
も
生
ま
れ
た
（
平
家
物
語
・
巻
八
・
名
虎
、
曽
我
物

語
・
巻
一
）。
融
と
同
じ
く
、
惟
喬
親
王
も
ま
た
、
権
勢
を
拡
充
し
て
ゆ
く

良
房
・
基
経
に
よ
り
表
舞
台
か
ら
排
除
さ
れ
た
悲
運
の
皇
子
で
あ
っ
た
。
物

語
の
章
段
配
列
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
親
王
が
紀
有
常
の
妹
、
静
子
（
三
条
町
）
を
母
と
す
る
縁
か
ら
、
業
平
は

近
侍
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
加
え
、
親
王
の
人
柄
と
不
遇
に
対
す
る
思

い
と
が
、
業
平
を
惟
喬
へ
と
接
近
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
昔
、
水
無
瀬
に
通
ひ
た
ま
ひ
し
惟
喬
の
親
王
、
例
の
狩
し
に
お
は
し

ま
す
供
に
、
馬
の
頭
な
る
翁
仕
う
ま
つ
れ
り
。
日
ご
ろ
経
て
、
宮
に
帰

り
た
ま
う
け
り
。
御
送
り
し
て
、
と
く
い
な
む
と
思
ふ
に
、
大
御
酒
た

455

七



名
古
屋
大
学
人
文
学
研
究
論
集 

第
４
号

ま
ひ
、
禄
た
ま
は
む
と
て
、
つ
か
は
さ
ざ
り
け
り
。
こ
の
馬
の
頭
、
心

も
と
な
が
り
て
、

　
　
　
　
枕
と
て
草
ひ
き
結
ぶ
こ
と
も
せ
じ
秋
の
夜
と
だ
に
頼
ま
れ
な
く
に

　
　
と
詠
み
け
る
。
時
は
、
三
月
の
つ
ご
も
り
な
り
け
り
。
親
王
、
お
ほ
と

の
ご
も
ら
で
、
明
か
し
た
ま
う
て
け
り
。

　
　
　
か
く
し
つ
つ
、
ま
う
で
仕
う
ま
つ
り
け
る
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御

ぐ
し
下
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
。
正
月
に
、
拝
み
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
、

小
野
に
ま
う
で
た
る
に
、
比
叡
の
山
の
麓
な
れ
ば
、
雪
い
と
高
し
。
し

ひ
て
御
室
に
ま
う
で
て
、
拝
み
た
て
ま
つ
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
、
い
と

物
が
な
し
く
て
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
や
や
久
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
い

に
し
へ
の
こ
と
な
ど
、
思
ひ
出
で
聞
こ
え
け
り
。
さ
て
も
さ
ぶ
ら
ひ
て

し
が
な
と
思
へ
ど
、
お
ほ
や
け
ご
と
ど
も
あ
り
け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は

で
、
夕
暮
れ
に
、
帰
る
と
て
、

　
　
　
　
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
雪
踏
み
分
け
て
君
を
見
む
と

は

　
　
と
て
な
む
、
泣
く
泣
く
来
に
け
る
。 

（
八
十
三
段
）

交
野
で
の
桜
狩
り
を
楽
し
ん
だ
八
十
二
段
に
続
き
、
八
十
三
段
で
も
親
王
と

主
人
公
の
親
し
い
交
流
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
男
は
「
馬
の
頭
な
る
翁
」
と

称
さ
れ
る
。「
狩
」
と
の
関
連
で
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
。
早

く
退
出
し
よ
う
と
す
る
翁
を
、
親
王
は
執
拗
に
引
き
留
め
、
夜
を
明
か
す
こ

と
に
な
っ
た
。「
時
は
、
三
月
の
つ
ご
も
り
」、
ま
さ
に
彼
ら
の
輝
か
し
い
青

春
の
日
々
は
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
っ
た
。
や
が
て
、
予
想
外
に
も
│
│
親
王
は

早
く
か
ら
意
を
決
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
│
│
親
王
は
出
家
し
て
、
小
野
へ

籠
も
る
。「
お
ほ
や
け
ご
と
」
の
最
も
繁
多
な
正
月
に
大
雪
を
踏
み
分
け
て

参
上
す
る
と
こ
ろ
に
、
男
の
変
わ
ら
ぬ
忠
誠
心
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
れ
に
続
く
八
十
四
段
は
、
い
っ
た
ん
話
題
を
転
じ
、
長
岡
に
住
む
母
皇

女
と
主
人
公
の
、
悲
話
を
語
る
。
死
を
予
感
す
る
老
母
と
、
そ
れ
を
否
定

し
、
長
寿
を
祈
る
子
の
哀
切
な
贈
答
で
あ
る
。
親
王
は
出
家
し
、
母
に
は
死

が
迫
っ
て
い
る
。
愛
す
る
人
々
と
離
れ
、
こ
の
世
に
取
り
残
さ
れ
る
主
人
公

の
孤
独
が
浮
き
彫
り
に
な
る
構
成
で
あ
る
。
物
語
の
流
れ
を
断
ち
切
る
よ
う

で
い
て
、
こ
こ
で
も
周
到
な
章
段
の
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
。
八
十
五
段
を

取
り
上
げ
よ
う
。

　
　
　
昔
、
男
あ
り
け
り
。
童
よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
、
御
ぐ
し
下
ろ
し

た
ま
う
て
け
り
。
正
月
に
は
、
必
ず
ま
う
で
け
り
。
お
ほ
や
け
の
宮
仕

へ
し
け
れ
ば
、
常
に
は
え
ま
う
で
ず
。
さ
れ
ど
、
も
と
の
心
失
な
は
で

ま
う
で
け
る
に
な
む
あ
り
け
る
。
昔
仕
う
ま
つ
り
し
人
、
俗
な
る
、
禅

師
な
る
、
あ
ま
た
参
り
集
ま
り
て
、
正
月
な
れ
ば
、
こ
と
だ
つ
と
て
、

大
御
酒
た
ま
ひ
け
り
。
雪
こ
ぼ
す
が
ご
と
降
り
て
、
ひ
ね
も
す
に
や
ま

ず
。
皆
人
酔
ひ
て
、「
雪
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
り
」
と
い
ふ
を
題
に

て
、
歌
あ
り
け
り
。

　
　
　
　
思
へ
ど
も
身
を
し
分
け
ね
ば
目
離
れ
せ
ぬ
雪
の
積
も
る
ぞ
わ
が
心

な
る

　
　
と
詠
め
り
け
れ
ば
、
親
王
、
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
う
て
、
御

衣
脱
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
。 

（
八
十
五
段
）
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伊
勢
物
語
の
「
翁
」
と
「
み
や
び
」（
大
井
田
）

主
人
公
は
「
男
」
と
呼
ば
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
八
十
三
段
を
承
け
て

「
翁
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
実
際
に
は
業
平
よ
り

十
九
歳
年
少
の
親
王
を
「
童
よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
」
と
す
る
設
定
に

は
、
長
年
の
二
人
の
交
流
を
強
調
し
、
親
王
に
「
翁
」
よ
り
も
さ
ら
に
年
長

の
風
格
を
与
え
る
意
図
が
あ
ろ
う
。
同
じ
く
小
野
で
の
新
春
の
拝
賀
を
話
題

と
す
る
八
十
三
段
と
は
異
な
り
、
本
段
に
は
明
る
い
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ

る
。「
俗
な
る
、
禅
師
な
る
、
あ
ま
た
参
り
集
ま
り
て
」
と
あ
る
の
は
、
か

つ
て
交
野
で
「
上
中
下
、
皆
、
歌
詠
み
け
り
」（
八
十
二
段
）
と
あ
っ
た
の

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
主
人
公
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
人
々
か
ら
慕
わ
れ
る

親
王
の
人
柄
が
偲
ば
れ
る
。
出
家
後
も
な
お
親
王
を
取
り
巻
く
人
々
の
風
流

は
失
わ
れ
て
い
な
い
。
八
十
三
段
で
小
野
へ
の
道
を
厳
し
く
拒
ん
だ
凍
て
つ

く
雪
は
、
本
段
で
は
人
々
を
温
か
く
包
み
込
む
も
の
と
し
て
対
照
的
に
描
か

れ
て
い
る
。「
尺
に
盈
つ
れ
ば
即
ち
瑞
を
豊
年
に
呈
す
」（
謝
恵
連
・
雪
賦
・

文
選
・
巻
十
三
）
や
「
新
し
き
年
の
初
め
の
初
春
の
今
日
降
る
雪
の
い
や
し

け
吉
事
」（
万
葉
集
・
巻
二
十
・
四
五
一
六
・
大
伴
家
持
）
の
例
に
見
る
よ

う
に
、
年
の
初
め
の
大
雪
は
、
豊
年
の
瑞
祥
で
あ
る
。
親
王
の
も
と
に
集
う

失
意
の
人
々
は
、
さ
さ
や
か
な
幸
福
の
予
感
を
抱
き
つ
つ
、
新
春
の
寿
ぎ
の

歌
を
詠
ず
る
。
こ
こ
で
も
親
王
を
感
動
さ
せ
、
一
座
の
中
心
と
な
る
の
は
、

主
人
公
「
翁
」
の
賀
歌
で
あ
っ
た
。「
思
へ
ど
も
〜
」
の
歌
は
、
宮
様
の
こ

と
を
深
く
お
慕
い
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
が
、
身
を
分
け
る
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
、
今
年
も
忘
れ
ず
に
訪
れ
て
く
れ
た
雪
が
積
も
っ
て
帰
れ
な
く
な
っ

た
の
は
、
わ
が
思
い
が
天
に
通
じ
た
の
で
す
、
と
い
っ
た
意
で
あ
る
。
こ
の

場
は
幸
福
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
と
は
い
え
、
そ
の
喜
び
は
束
の

間
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
人
々
は
、
孤
独
な
主
君
を
残
し
、
後
ろ
髪
を
引
か

れ
る
思
い
で
味
気
な
い
日
常
の
生
活
へ
と
戻
っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。

五
　『
伊
勢
物
語
』
の
「
翁
」
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
業
平
の
兄
行
平
の
存

在
も
軽
視
で
き
な
）
8
（

い
。
業
平
と
は
異
な
り
、
硬
骨
の
政
治
家
肌
で
あ
っ
た
行

平
は
、
藤
原
氏
と
し
ば
し
ば
対
立
し
た
ら
し
い
。『
古
今
集
』
雑
下
「
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
」

（
九
六
二
）
の
詞
書
に
「
田
村
の
御
時
に
、
事
に
あ
た
り
て
津
の
国
の
須
磨

と
い
ふ
所
に
籠
も
り
は
べ
り
け
る
に
、
宮
の
う
ち
に
は
べ
り
け
る
人
に
つ
か

は
し
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
政
治
的
な
理
由
で
、
須
磨
に
蟄
居
し
て
い
た

不
遇
の
時
期
が
あ
る
。
宮
仕
え
を
厭
う
衛
府
の
官
人
た
ち
と
布
引
の
滝
の
逍

遥
を
楽
し
ん
だ
八
十
七
段
も
、
こ
の
頃
の
出
来
事
を
背
景
と
し
て
い
よ
う
。

常
行
・
融
・
惟
喬
親
王
ら
と
同
じ
く
、
行
平
も
ま
た
良
房
・
基
経
に
対
立

し
、
排
除
さ
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
。

　
七
十
九
段
は
、
行
平
の
娘
で
清
和
天
皇
の
更
衣
、
文
子
が
皇
子
を
出
産
し

た
、
そ
の
産
養
を
語
っ
て
い
る
。
繁
栄
を
誇
る
藤
氏
の
下
風
に
甘
ん
じ
て
き

た
、
名
門
の
在
原
氏
に
と
っ
て
、
待
望
の
慶
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
主
人
公
は

「
翁
」
と
呼
ば
れ
、
慶
祝
の
歌
を
詠
む
。
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昔
、
氏
の
中
に
、
親
王
生
ま
れ
た
ま
へ
り
け
り
。
御
産
屋
に
、
人
々

歌
詠
み
け
り
。
御
祖
父
が
た
な
り
け
る
翁
の
詠
め
る
、

　
　
　
　
わ
が
門
に
千
尋
あ
る
か
げ
を
植
ゑ
つ
れ
ば
夏
冬
誰
か
隠
れ
ざ
る
べ

き

　
　
こ
れ
は
貞
数
の
親
王
、
時
の
人
、
中
将
の
子
と
な
む
言
ひ
け
る
。
兄
の

中
納
言
行
平
の
娘
の
腹
な
り
。 

（
七
十
九
段
）

「
わ
が
門
に
」
の
表
現
に
は
、
名
門
な
ら
で
は
の
矜
恃
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

「
千
尋
あ
る
か
げ
」
は
、
竹
が
繁
茂
し
て
大
き
な
蔭
を
な
す
こ
と
を
い
う
。

梁
の
孝
帝
が
竹
を
愛
好
し
て
植
え
た
故
事
に
よ
り
、
若
い
皇
族
を
竹
に
喩
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
皇
子
が
や
が
て
成
長
し
、
一
門
が
そ
の
恩
恵
に
浴

し
て
繁
栄
す
る
こ
と
を
祈
る
歌
で
あ
る
。
な
お
、「
千
尋
あ
る
か
げ
」
の

「
か
げ
」
を
「
た
け
」
と
す
る
本
も
少
な
く
な
い
が
、
や
は
り
「
た
け
」
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
率
直
に
「
た
け
」
と
言
わ
ず
に
「
か
げ
」
と
し
た
所

に
、
一
ひ
ね
り
し
た
機
知
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　「
こ
れ
は
」
以
下
、
語
り
手
の
や
や
下
品
な
評
言
が
見
え
る
が
、
王
権
を

も
侵
犯
し
か
ね
な
い
、
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
ぬ
翁
の
し
た
た
か
さ
が
躍
如
と
し

て
い
よ
う
。

　
権
勢
を
独
占
し
、
他
氏
や
他
家
を
圧
倒
し
続
け
て
き
た
良
房
・
基
経
に
対

す
る
男
の
態
度
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
九
十
八
段
で
は
、「
お
ほ

き
お
と
ど
」
良
房
に
「
梅
の
造
り
枝
に
雉
を
つ
け
て
た
て
ま
つ
」
っ
た
と
い

う
、
あ
か
ら
さ
ま
な
追
従
の
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
直
前
の
九
十
七

段
を
取
り
上
げ
よ
う
。
基
経
の
四
十
賀
で
、「
翁
」
は
賀
歌
を
献
ず
る
。

　
　
　
昔
、
堀
河
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
と
申
す
、
い
ま
そ
が
り
け
り
。
四

十
の
賀
、
九
条
の
家
に
て
せ
ら
れ
け
る
日
、
中
将
な
り
け
る
翁
、

　
　
　
　
桜
花
散
り
交
ひ
曇
れ
老
い
ら
く
の
来
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が

に 

（
九
十
七
段
）

「
桜
花
〜
」
の
歌
は
、「
老
い
ら
く
の
来
む
と
知
り
せ
ば
門
さ
し
て
な
し
と
答

へ
て
あ
は
ざ
ら
ま
し
を
」（
古
今
集
・
雑
上
・
八
九
五
・
詠
み
人
知
ら
ず
）

を
本
歌
と
す
る
。
ち
な
み
に
八
九
三
か
ら
八
九
五
の
三
首
は
、
左
注
に
「
こ

の
三
つ
の
歌
は
、
昔
あ
り
け
る
三
人
の
翁
の
詠
め
る
と
な
む
」
と
あ
る
。

　「
散
り
」「
曇
れ
」
と
い
う
慶
祝
の
場
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
不
吉
な
言
葉
を
重

ね
た
、
翁
の
歌
は
、
場
の
人
々
の
度
肝
を
抜
い
た
は
ず
で
あ
る
。
不
穏
な
響

き
を
も
っ
て
歌
い
起
こ
さ
れ
る
も
の
の
、
最
後
に
は
、
老
い
を
退
け
る
こ
と

で
基
経
の
長
寿
を
祈
る
、
祝
意
を
込
め
て
歌
い
収
め
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、

や
は
り
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
残
る
。
翁
な
ら
で
は
の
、
歌
の
力
に
よ
っ

て
、
権
門
を
挑
発
し
、
揺
さ
振
り
を
か
け
る
「
み
や
び
」
が
見
事
に
示
さ
れ

た
段
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
の
が
百
一
段
で
あ
る
。
藤
原
良
近
を

招
い
た
行
平
邸
の
藤
花
の
宴
で
、
男
が
「
咲
く
花
の
下
に
隠
る
る
人
を
多
み

あ
り
し
に
ま
さ
る
花
の
蔭
か
も
」
と
詠
み
、
藤
氏
に
阿
る
人
々
を
あ
て
こ

す
っ
た
。
不
審
が
る
人
々
に
、
男
は
「
お
ほ
き
お
と
ど
の
栄
華
の
さ
か
り
に

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

け
た
。

　「
桜
花
〜
」
の
歌
は
、『
古
今
集
』
賀
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
作
者
が
定

家
本
の
み
業
平
と
し
、
他
の
諸
本
は
行
平
と
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
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本
来
は
行
平
の
実
作
で
あ
っ
た
も
の
が
、
物
語
に
取
り
込
ま
れ
、
業
平
作
と

見
な
さ
れ
、
定
家
本
『
古
今
集
』
の
作
者
表
記
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
藤
原

氏
に
対
抗
心
を
燃
や
す
豪
毅
な
行
平
に
、
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
歌
で
あ
る
。

　
行
平
の
歌
を
、
主
人
公
の
も
の
と
し
て
転
用
し
て
成
立
し
た
段
が
も
う
一

つ
あ
る
。
百
十
四
段
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
、

　
　
　
　
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
）

仁
和
の
帝
、
す
な
わ
ち
光
孝
天
皇
の
芹
河
行
幸
に
、
男
は
、
老
人
に
は
不
似

合
い
と
思
い
つ
つ
も
鷹
飼
と
し
て
供
奉
し
た
。「
翁
さ
び
〜
」
の
歌
は
、
じ
じ

む
さ
い
こ
の
翁
が
狩
衣
を
着
て
い
て
も
、
皆
様
、
咎
め
な
い
で
く
だ
さ
い
、

狩
り
を
す
る
の
も
今
日
限
り
と
鶴
も
鳴
い
て
お
り
ま
す
、
の
意
。
帝
は
自
身

の
高
齢
を
揶
揄
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
、
す
こ
ぶ
る
不
興
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
芹
河
行
幸
は
、
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
十
二
月
十
四
日
、
業
平
が
没
し
て

六
年
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
段
は
、『
後
撰
集
』
雑
一
巻
頭
（
一
〇
七

五
・
一
〇
七
六
）
の
行
平
の
歌
を
も
と
に
物
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
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

 

在
原
行
平
朝
臣

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

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

き
つ
け
た
り
け
る

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

　
　
　
　
行
幸
の
ま
た
の
日
な
む
致
仕
の
表
た
て
ま
つ
り
け
る

「
翁
さ
び
〜
」
の
歌
が
、『
後
撰
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
で
は
ま
っ
た
く
異

な
っ
た
文
脈
に
置
か
れ
て
い
る
。『
後
撰
集
』
で
は
、
自
ら
の
老
い
の
自
覚

と
致
仕
の
決
意
を
詠
ん
だ
と
す
る
が
、
物
語
で
は
、
自
身
の
老
い
を
卑
下
す

る
よ
う
に
見
せ
か
け
、
老
齢
の
帝
を
揶
揄
、
嘲
弄
し
た
歌
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
。
陽
成
の
退
位
後
、
融
ら
を
制
し
て
基
経
が
擁
立
し
た
の
が
、
こ
の
仁
和

の
帝
、
光
孝
天
皇
で
あ
っ
た
。
や
は
り
本
段
で
も
、
権
威
や
体
制
を
挑
発
す

る
歌
の
威
力
が
語
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
男
が
自
身
の
老
い
を
強
く
意

識
し
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。「
摺
り
狩
衣
の
袂
に
、
書
き
つ
け
け

る
」
と
は
、
ま
さ
に
初
段
の
「
狩
衣
の
裾
を
切
り
て
、
歌
を
書
き
て
や
る
」

と
い
う
記
憶
を
蘇
ら
せ
る
。
春
日
の
里
で
女
は
ら
か
ら
に
歌
を
贈
っ
た
、
あ

の
元
服
し
た
ば
か
り
の
青
年
は
、
い
ま
や
人
生
の
黄
昏
時
に
た
た
ず
ん
で
い

る
の
だ
っ
た
。

む
す
び

　『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
は
、
し
ば
し
ば
年
老
い
た
「
翁
」
に
扮
装
し
、

慶
祝
の
場
、
風
流
の
場
に
登
場
す
る
。
老
残
の
姿
を
さ
ら
し
つ
つ
も
、
巧
み
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な
歌
に
よ
っ
て
場
を
寿
ぐ
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
る
。
良
房
・
基
経
一
門

に
よ
り
排
除
さ
れ
た
悲
運
の
人
々
の
も
と
に
親
し
く
出
入
り
し
て
は
、
そ
の

風
流
を
い
っ
そ
う
盛
り
立
て
、
連
帯
感
を
強
め
て
ゆ
く
。
一
方
で
、
そ
の
歌

の
威
力
は
権
力
の
中
枢
に
向
か
っ
て
は
、
鋭
い
牙
を
剥
く
こ
と
に
も
な
る
。

摂
関
家
や
帝
に
接
近
し
て
は
、
挑
発
、
嘲
弄
の
歌
を
詠
み
掛
け
、
晴
れ
の
場

を
興
醒
め
さ
せ
、
そ
の
権
威
を
動
揺
さ
せ
て
ゆ
く
。
老
耄
さ
を
逆
手
に
取

り
、
大
胆
不
敵
な
詠
み
ぶ
り
で
人
々
の
度
肝
を
抜
く
。
人
生
の
様
々
な
経
験

を
積
み
重
ね
て
き
た
翁
な
ら
で
は
の
老
獪
さ
、
し
た
た
か
さ
が
う
か
が
え

る
。
歌
の
力
を
武
器
と
し
て
、
翁
た
る
主
人
公
は
「
み
や
び
」
を
発
揮
し
て

ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

注
（
１
） 

片
桐
洋
一
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学 

伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』（
一
九
七
五
年
、
角
川

書
店
）、
神
尾
暢
子
「
伊
勢
物
語
の
老
翁
表
現
」（『
学
大
国
文
』
一
九
八
三
年
二

月
）、
花
井
滋
春
「
伊
勢
物
語
の
翁
と
そ
の
語
り
」（『
む
ら
さ
き
』
一
九
八
五
年
七

月
）、
田
中
徳
定
「
伊
勢
物
語
翁
登
場
章
段
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
駒
沢
国
文
』

一
九
八
七
年
二
月
）、
宮
谷
聡
美
「『
伊
勢
物
語
』
の
翁
」（『
東
京
経
営
短
期
大
学
紀

要
』
二
〇
一
一
年
三
月
）
な
ど
参
照
。

（
２
） 

注（
１
）の
神
尾
論
文
、
田
中
論
文
参
照
。

（
３
） 『
作
庭
記
』
の
引
用
は
、
林
家
辰
三
郎
校
注
『
日
本
思
想
大
系 

古
代
中
世
芸
術
論
』

（
一
九
七
三
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
り
、
適
宜
表
記
を
改
め
た
。

（
４
） 

源
融
と
河
原
院
に
つ
い
て
は
、
山
中
裕
『
平
安
人
物
志
』（
一
九
七
四
年
、
東
京
大

学
出
版
会
）、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
、
仏
蘭
久
淳
子
訳
『
風
流
と
鬼
』（
一
九
九

八
年
、
平
凡
社
）
な
ど
参
照
。

（
５
） 『
文
華
秀
麗
集
』
の
引
用
は
、
小
島
憲
之
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系 

懐
風
藻
・
文

華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋
』（
一
九
六
四
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
６
） 

渡
辺
実
「
源
融
と
伊
勢
物
語
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
二
年
十
一
月
）、
同

『
新
潮
日
本
古
典
集
成 

伊
勢
物
語
』（
一
九
七
六
年
、
新
潮
社
）
解
説
。

（
７
） 

惟
喬
親
王
章
段
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伊
勢
物
語
・
惟
喬
親
王
章
段
の
主
題
と
方

法
」（『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
〇
八
年
九
月
）
参
照
。

（
８
） 

行
平
関
連
章
段
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
流
離
と
み
や
び
│
津
の
国
の
行
平
・
業
平
兄

弟
│
」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集 

文
学
』
二
〇
一
七
年
三
月
）
参
照
。

＊
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、
大
井
田
晴
彦
『
伊
勢
物
語 

現
代
語
訳
・
索
引
付
』

（
二
〇
一
九
年
、
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。
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Abstract

The Okina and miyabi of Isemonogatari

Haruhiko Oida

 From the coming-of-age ceremony of the main character to his death, Isemonogatari depicts 
various events in his life. Many chapters talk about his later years. He was often called the “Okina” 
and attended prominent banquets. He celebrated the banquet hall with his skillful waka.
The Okina visited Fujiwara no Tsuneyuki and Minamoto no Toru’s luxurious palaces and dedicated 
a celebration waka. Unfortunately, they were both excluded from politics. He often visited their 
palace, increasing their Miyabi and strengthening their solidarity. On the other hand, he also 
approached powerful people such as the emperor and ministers. He undermined their dignity with 
provocative waka. His fearless waka surprised and upset the participants. The presence of his brother, 
Yukihira, is also important. By the power of the waka, he showed off his Miyabi.

Keywords: Isemonogatari, okina, miyabi


