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論
文
要
旨

　
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
と
さ
れ
る
在
原
業
平
は
各
地
に
様
々
な
伝
説
を
残

し
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
を
基
に
、
謡
曲
や
古
註
釈
の
解
釈
、
地
名
の
由
来

な
ど
を
含
み
、
そ
の
土
地
に
根
差
し
て
い
る
。
東
北
か
ら
九
州
ま
で
広
い
範
囲

を
舞
台
に
し
た
『
伊
勢
物
語
』
に
よ
り
、
業
平
伝
説
も
広
い
範
囲
に
伝
わ
っ
て

お
り
、
東
下
り
関
係
の
伝
説
と
高
安
周
辺
の
伝
説
が
特
に
多
い
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
他
地
域
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

本
論
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
舞
台
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
愛
知
県
知
立
市

の
八
橋
の
伝
説
と
、『
伊
勢
物
語
』
に
は
登
場
し
な
い
愛
知
県
東
海
市
の
業
平

の
伝
説
を
比
較
す
る
。
こ
の
二
つ
の
伝
説
に
は
、
東
下
り
関
係
の
伝
説
と
高
安

周
辺
の
伝
説
の
要
素
が
共
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

伝
説
発
生
の
流
れ
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
伊
勢
物
語
』
享
受
の
方

法
を
探
る
と
と
も
に
、『
大
和
物
語
』
な
ど
説
話
的
に
広
が
っ
て
い
く
物
語
の

形
を
考
察
す
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
【 『
伊
勢
物
語
』、
業
平
伝
説
、
東
下
り
、
八
橋
、
井
筒
】

一
、
は
じ
め
に

　
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
「
男
」
は
、
本
文
に
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、
在

原
業
平
を
指
し
て
い
る
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
物

語
で
読
ま
れ
て
き
た
。
現
代
の
注
釈
書
で
も
、
学
校
教
育
の
場
で
も
、
業
平
を

想
定
し
な
が
ら
読
む
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
か
ら
業
平
と

い
う
固
有
の
イ
メ
ー
ジ
を
消
し
去
っ
て
読
む
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
業
平
を
想

定
し
た
解
釈
に
よ
っ
て
、『
伊
勢
物
語
』
は
今
日
ま
で
読
み
継
が
れ
て
き
た
と

も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

在
原
業
平
に
つ
い
て
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
の
卒
伝
や
『
古
今
和
歌
集
』

収
載
の
和
歌
以
外
に
人
物
像
に
近
づ
け
る
も
の
は
少
な
く
、
各
地
に
残
る
在
原

業
平
の
「
伝
説
」
は
『
伊
勢
物
語
』
を
元
に
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
は
註
釈
書

の
解
釈
や
、
謡
曲
作
品
が
影
響
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
在
原
業
平
の

『
伊
勢
物
語
』
と
業
平
伝
説
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伝
説
に
つ
い
て
は
、
小
野
小
町
伝
説
の
よ
う
に
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
て
は
お
ら

ず
、
未
だ
整
理
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。

　

本
研
究
で
は
、
全
国
に
伝
わ
る
在
原
業
平
ゆ
か
り
の
地
と
そ
の
伝
説
・
伝
承

の
中
で
も
、
特
に
愛
知
県
内
に
お
け
る
業
平
伝
説
を
調
査
し
、『
伊
勢
物
語
』

か
ら
業
平
伝
説
が
生
ま
れ
、
土
地
に
根
差
し
て
い
く
過
程
を
確
認
す
る
。
物
語

享
受
の
方
法
と
し
て
の
「
伝
説
」
を
明
ら
か
に
す
る
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

業
平
伝
説
研
究
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
る
。

二
、
業
平
伝
説
研
究
の
現
在
│
〈
東
下
り
〉
関
係

　
「
業
平
寺
」
と
呼
ば
れ
る
京
都
の
十
輪
寺
、
奈
良
の
不
退
寺
は
比
較
的
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、「
東
下
り
」
の
折
に
訪
れ
た
と
思
わ
れ
る
各
地
に
も
残
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、「
業
平
の
墓
」「
業
平
塚
」「
業
平
橋
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
や
、

「
業
平
」
の
名
の
付
け
ら
れ
た
地
名
も
少
な
く
な
い
。

　

業
平
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
業
平
伝
説
を
有
す
る
地
は
、
大
別
す
る
と
、
東
下

り
関
連
と
高
安
周
辺
に
多
い
。
こ
こ
で
は
東
下
り
関
係
の
業
平
伝
説
か
ら
見
て

い
く
。
長
く
な
る
が
、
ま
ず
『
伊
勢
物
語
』
本
文
で
東
下
り
関
係
の
地
を
確
認

し
て
お
く
。

『
伊
勢
物
語
』
東
下
り
・
東
国
章
段

第
七
段

　

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
あ
づ
ま
に
い
き
け
る
に
、
伊
勢
、

尾
張
の
あ
は
ひ
の
海
づ
ら
を
ゆ
く
に
、
浪
の
い
と
白
く
た
つ
を
見
て
、

い
と
ど
し
く
過
ぎ
ゆ
く
方
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
浪
か
な

と
な
む
よ
め
り
け
る
。

第
八
段

　

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
や
す
み
憂
か
り
け
む
、
あ
づ
ま
の
方
に
ゆ
き
て
、

す
み
所
も
と
む
と
て
、
友
と
す
る
人
、
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
ゆ
き
け
り
。
信
濃

の
国
、
浅
間
の
嶽
に
煙
の
立
つ
を
見
て
、

信
濃
な
る
あ
さ
ま
の
た
け
に
立
つ
け
ぶ
り
を
ち
こ
ち
人
の
見
や
は
と
が
め

ぬ

第
九
段

　

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、

京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
す
む
べ
き
国
も
と
め
に
と
て
ゆ
き
け
り
。
も

と
よ
り
友
と
す
る
人
、
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
い
き
け
り
。
道
し
れ
る
人
も
な
く

て
、
ま
ど
ひ
い
き
け
り
。
三
河
の
国
八
橋
と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
。
そ
こ
を
八

橋
と
い
ひ
け
る
は
、
水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
わ
た
せ
る
に
よ

り
て
な
む
、
八
橋
と
い
ひ
け
る
。
そ
の
沢
の
ほ
と
り
の
木
の
か
げ
に
お
り
ゐ
て
、

か
れ
い
ひ
食
ひ
け
り
。
そ
の
沢
に
か
き
つ
ば
た
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
き
た
り
。

そ
れ
を
見
て
、
あ
る
人
の
い
は
く
、「
か
き
つ
ば
た
、
と
い
ふ
五
文
字
を
句
の

か
み
に
す
ゑ
て
、
旅
の
心
を
よ
め
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
よ
め
る
。

か
ら
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思

ふ

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
、
か
れ
い
ひ
の
上
に
涙
お
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
。
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ゆ
き
ゆ
き
て
駿
河
の
国
に
い
た
り
ぬ
。
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、
わ
が
入
ら

む
と
す
る
道
は
い
と
暗
う
細
き
に
、
蔦
か
へ
で
は
茂
り
、
も
の
心
細
く
、
す
ず

ろ
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
修
行
者
あ
ひ
た
り
。「
か
か
る
道
は
、
い

か
で
か
い
ま
す
る
」
と
い
ふ
を
見
れ
ば
、
見
し
人
な
り
け
り
。
京
に
、
そ
の
人

の
御
も
と
に
と
て
、
文
か
き
て
つ
く
。

駿
河
な
る
う
つ
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
も
あ
は
ぬ
な
り
け
り

　

富
士
の
山
を
見
れ
ば
、
五
月
の
つ
ご
も
り
に
、
雪
い
と
白
う
ふ
れ
り
。

時
し
ら
ぬ
山
は
富
士
の
嶺
い
つ
と
て
か
鹿
子
ま
だ
ら
に
雪
の
ふ
る
ら
む

　

そ
の
山
は
、
こ
こ
に
た
と
へ
ば
、
比
叡
の
山
を
二
十
ば
か
り
重
ね
あ
げ
た
ら

む
ほ
ど
し
て
、
な
り
は
塩
尻
の
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。

　

な
ほ
ゆ
き
ゆ
き
て
、
武
蔵
の
国
と
下
つ
総
の
国
の
な
か
に
い
と
大
き
な
る
河

あ
り
け
り
。
そ
れ
を
す
み
だ
河
と
い
ふ
。
そ
の
河
の
ほ
と
り
に
む
れ
ゐ
て
、
思

ひ
や
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
遠
く
も
来
に
け
る
か
な
、
と
わ
び
あ
へ
る
に
、
渡
守
、

「
は
や
船
に
乗
れ
、
日
も
暮
れ
ぬ
」
と
い
ふ
に
、
乗
り
て
渡
ら
む
と
す
る
に
、

み
な
人
も
の
わ
び
し
く
て
、
京
に
思
ふ
人
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
さ
る
を
り
し

も
、
白
き
鳥
の
、
は
し
と
あ
し
と
赤
き
、
鴫
の
大
き
さ
な
る
、
水
の
上
に
遊
び

つ
つ
魚
を
食
ふ
。
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な
れ
ば
、
み
な
人
見
し
ら
ず
。
渡
守
に
問

ひ
け
れ
ば
、「
こ
れ
な
む
都
鳥
」
と
い
ふ
を
聞
き
て
、

名
に
し
お
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
み
や
こ
ど
り
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し

や
と

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
船
こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り
。

第
十
段

　

む
か
し
、
男
、
武
蔵
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
歩
き
け
り
。
さ
て
そ
の
国
に
あ
る
女

を
よ
ば
ひ
け
り
。
父
は
こ
と
人
に
あ
は
せ
む
と
い
ひ
け
る
を
、
母
な
む
あ
て
な

る
人
に
心
つ
け
た
り
け
る
。
父
は
な
ほ
人
に
て
、
母
な
む
藤
原
な
り
け
る
。
さ

て
な
む
あ
て
な
る
人
に
と
思
ひ
け
る
。
こ
の
む
こ
が
ね
に
よ
み
て
お
こ
せ
た
り

け
る
。
す
む
所
な
む
入
間
の
郡
、
み
よ
し
の
の
里
な
り
け
る
。

み
よ
し
の
の
た
の
む
の
雁
も
ひ
た
ぶ
る
に
君
が
方
に
ぞ
よ
る
と
鳴
く
な
る

　

む
こ
が
ね
、
返
し
、

わ
が
方
に
よ
る
と
鳴
く
な
る
み
よ
し
の
の
た
の
む
の
雁
を
い
つ
か
忘
れ
む

と
な
む
。
人
の
国
に
て
も
、
な
ほ
か
か
る
こ
と
な
む
や
ま
ざ
り
け
る
。

第
十
一
段

　

む
か
し
、
男
、
あ
づ
ま
へ
ゆ
き
け
る
に
、
友
だ
ち
ど
も
に
、
道
よ
り
い
ひ
お

こ
せ
け
る
。

忘
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
居
に
な
り
ぬ
と
も
空
ゆ
く
月
の
め
ぐ
り
あ
ふ
ま
で

第
十
二
段

　

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
む
す
め
を
盗
み
て
、
武
蔵
野
へ
率
て
ゆ
く
ほ

ど
に
、
ぬ
す
び
と
な
り
け
れ
ば
、
国
の
守
に
か
ら
め
ら
れ
に
け
り
。
女
を
ば
草

む
ら
の
な
か
に
置
き
て
、
逃
げ
に
け
り
。
道
来
る
人
、「
こ
の
野
は
ぬ
す
び
と

あ
な
り
」
と
て
、
火
つ
け
む
と
す
。
女
、
わ
び
て
、

武
蔵
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
わ
れ
も
こ
も
れ
り

と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
女
を
ば
と
り
て
、
と
も
に
率
て
い
に
け
り
。

第
十
三
段

　

む
か
し
、
武
蔵
な
る
男
、
京
な
る
女
の
も
と
に
、「
聞
ゆ
れ
ば
恥
づ
か
し
、
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聞
え
ね
ば
苦
し
」
と
書
き
て
、
う
は
が
き
に
、「
む
さ
し
あ
ぶ
み
」
と
書
き
て

を
こ
せ
て
の
ち
、
音
も
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
京
よ
り
女
、

武
蔵
鐙
さ
す
が
に
か
け
て
頼
む
に
は
問
は
ぬ
も
つ
ら
し
問
ふ
も
う
る
さ
し

と
あ
る
を
見
て
な
む
、
た
へ
が
た
き
心
地
し
け
る
。

問
へ
ば
い
ふ
問
は
ね
ば
恨
む
武
蔵
鐙
か
か
る
を
り
に
や
人
は
死
ぬ
ら
む

第
十
四
段

　

む
か
し
、
男
、
陸
奥
の
国
に
す
ず
ろ
に
ゆ
き
い
た
り
に
け
り
。
そ
こ
な
る
女
、

京
の
人
は
め
づ
ら
か
に
や
お
ぼ
え
け
む
、
せ
ち
に
思
へ
る
心
な
む
あ
り
け
る
。

さ
て
か
の
女
、

　

な
か
な
か
に
恋
に
死
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ば
か
り

歌
さ
へ
ぞ
ひ
な
び
た
り
け
る
。
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
む
、
い
き
て
寝

に
け
り
。
夜
ぶ
か
く
い
で
に
け
れ
ば
、
女
、

夜
も
明
け
ば
き
つ
に
は
め
な
で
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を
や

り
つ
る

と
い
へ
る
に
、
男
、
京
へ
な
ん
ま
か
る
と
て
、

栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば
み
や
こ
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
、「
思
ひ
け
ら
し
」
と
ぞ
い
ひ
を
り
け
る
。

第
十
五
段

　

む
か
し
、
陸
奥
の
国
に
て
、
な
で
ふ
こ
と
な
き
人
の
妻
に
通
ひ
け
る
に
、
あ

や
し
う
、
さ
や
う
に
て
あ
る
べ
き
女
と
も
あ
ら
ず
見
え
け
れ
ば
、

し
の
ぶ
山
し
の
び
て
か
よ
ふ
道
も
が
な
人
の
心
の
お
く
も
見
る
べ
く

　

女
、
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
と
思
へ
ど
、
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す
心
を
見
て

は
、
い
か
が
は
せ
む
は
。

　

東
下
り
関
連
の
地
も
『
伊
勢
物
語
』
第
七
〜
九
段
ま
で
の
「
東
下
り
」
で
通

過
し
た
地
域
と
第
十
段
、
第
十
二
〜
十
三
段
の
武
蔵
野
の
地
域
周
辺
に
あ
る
。

途
中
に
、「
友
だ
ち
ど
も
」
に
東
か
ら
文
を
送
る
第
十
一
段
と
武
蔵
か
ら
「
京

な
る
女
」
に
文
を
送
る
第
十
三
段
と
い
う
東
か
ら
都
へ
文
を
送
る
段
を
挟
む
。

陸
奥
が
舞
台
と
な
る
第
十
四
段
と
第
十
五
段
は
、
第
百
十
五
段
や
第
百
十
六
段

の
昔
男
が
陸
奥
へ
行
っ
た
と
い
う
話）

1
（

と
併
せ
て
、
八
十
島
で
小
野
小
町
の
遺
骸

を
見
つ
け
葬
る
伝
説
へ
繋
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
伝
説
を
Ａ
東
下
り
章
段
関
係
、
Ｂ
高
安
関
係
と
し
て
分
類
し
て
い

く
。

　

Ａ　

東
下
り
章
段
関
係

① 　

東
京
都
東
久
留
米
市
南
沢
（
多
聞
寺
）
笠
懸
の
松
／
埼
玉
県
新
座
市
（
平

林
寺
）
野
火
止

　

業
平
は
藤
原
氏
の
姫
君
・
花
鳥
と
音
信
を
交
わ
し
、
前
後
し
て
東
下
り
を
計

画
す
る
。
京
か
ら
の
追
手
か
ら
逃
げ
る
途
中
、
花
鳥
は
捕
え
ら
れ
て
京
に
連
れ

戻
さ
れ
る
が
、
業
平
は
防
火
水
路
に
よ
っ
て
北
国
に
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

② 　

埼
玉
県
朝
霞
市
膝
折
／
埼
玉
県
志
木
市
柏
町
（
長
勝
院
）
／
埼
玉
県
春
日

部
市
（
業
平
橋
）

　

業
平
の
馬
が
膝
を
折
っ
て
死
ん
だ
場
所
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
追
手
の
火
を

避
け
て
新
座
片
山
郷
に
遁
走
し
た
先
で
、
田
の
面
の
長
者
で
あ
る
郡
司
長
勝
の



『伊勢物語』と業平伝説

（63）178

元
に
逗
留
す
る
。
長
勝
は
自
慢
の
美
し
い
娘
・
皐
（
皐
月
の
前
）
に
食
事
の
接

待
や
身
の
回
り
の
世
話
を
勤
め
さ
せ
、
業
平
と
娘
は
秘
か
に
愛
し
合
う
よ
う
に

な
る
。
父
で
あ
る
長
勝
か
ら
は
認
め
ら
れ
ず
、
二
人
で
逃
げ
る
が
、
途
中
で
草

原
に
火
を
放
た
れ
る
。
皐
の
「
武
蔵
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ

も
れ
り
わ
れ
も
こ
も
れ
り
」
の
和
歌
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
（
火
が
和
歌
に
感
応

し
て
止
ま
っ
た
と
も
）
業
平
は
婿
に
な
る
。
し
か
し
、
二
人
で
陸
奥
に
渡
ろ
う

と
し
、
娘
は
千
住
の
岬
で
家
来
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
約
束
し
た
春
日
部
に

は
来
な
か
っ
た
。
業
平
も
家
来
に
見
つ
か
り
、
そ
の
後
は
長
者
の
家
で
幸
せ
に

暮
ら
し
た
。
現
在
の
春
日
部
に
あ
る
「
業
平
橋
」
は
業
平
が
待
っ
て
い
た
場
所

と
い
う
。（
娘
を
待
っ
て
い
る
間
に
都
鳥
の
歌
を
詠
ん
だ
と
も
。）
ま
た
、
平
林

寺
に
は
「
こ
の
地
で
亡
く
な
っ
た
業
平
」
の
塚
が
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
十
二
段
を
基
に
し
て
い
る
が
、
皐
（
皐
月
の
前
・
五
月
の

前
と
も
）
と
い
う
呼
び
名
と
い
い
、
食
事
の
接
待
と
い
う
き
っ
か
け
は
『
伊
勢

物
語
』
第
六
十
段
「
さ
つ
き
待
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
む
か
し
の
人
の

袖
の
香
ぞ
す
る
」
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
平
清
盛
が
皐
を
妾
に
と
申

し
出
る
が
、
長
勝
に
断
ら
れ
、
攻
め
込
み
長
勝
と
業
平
が
討
死
し
た
と
い
う
歴

史
的
に
有
り
得
な
い
話
ま
で
あ
る
。

③　

埼
玉
県
春
日
部
市
（
春
日
部
八
幡
神
社
）

　

業
平
が
都
鳥
の
歌
を
詠
ん
だ
古
隅
田
川
の
場
所
と
し
て
都
鳥
の
碑
を
残
す
。

古
く
は
武
蔵
と
下
総
の
国
境
で
あ
り
、
陸
奥
と
の
往
来
に
春
日
部
の
駅
が
あ
っ

た
。
社
奥
殿
の
下
付
近
に
渡
船
場
が
あ
り
、
現
在
は
川
筋
も
変
わ
り
小
川
と

な
っ
た
が
、
昔
は
「
隅
田
川
」
と
い
う
大
川
で
あ
っ
た
と
伝
わ
る
。

　

業
平
は
陸
奥
か
ら
の
帰
り
に
、
行
き
に
見
た
都
鳥
が
恋
し
く
な
り
、
春
日
部

宿
に
寄
っ
た
。
急
に
天
候
が
変
わ
り
、
雷
鳴
と
豪
雨
に
襲
わ
れ
た
業
平
の
乗
っ

た
小
舟
は
波
に
の
ま
れ
て
し
ま
う
。
土
地
の
人
々
が
嘆
き
業
平
を
葬
り
舟
形
の

塚
を
作
り
丁
重
に
弔
っ
た
。
塚
は
現
存
し
な
い
が
、
古
隅
田
川
に
架
か
る
「
業

平
橋
」
に
業
平
の
名
を
残
し
て
い
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
隅
田
川
の
場
面
を
基
に
し
て
い
る
が
、
場
所
と
天

候
に
よ
る
趣
が
異
な
っ
て
い
る
。
雷
雨
と
豪
雨
と
い
う
展
開
は
『
伊
勢
物
語
』

第
六
段
の
「
神
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
」
を
彷

彿
と
さ
せ
る
。

　

こ
れ
ら
①
〜
③
は
、
石
原
昭
平
「
業
平
・
小
町
を
歩
く
│
武
蔵
野
に
お
け
る

新
資
料
を
中
心
に
│
」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
八
巻
第
九
号

七
月
号
、
学
燈
社
、
一
九
八
三
年
）、
鈴
木
亨
編
著
「
武
蔵
野
中
部
に
連
な
る

業
平
の
伝
説
」（
人
と
文
化
社
、
一
九
八
七
年
）
に
よ
る
。

④　

埼
玉
県
富
士
見
市
（
姥
塚
）

　

陸
奥
か
ら
業
平
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
追
っ
て
き
た
女
が
入
間
郡
水
谷
で
倒
れ
、

「
あ
と
慕
い
武
蔵
野
ま
で
は
来
た
れ
ど
も
今
ぞ
露
と
消
ぬ
る
め
る
」
と
詠
ん
で

亡
く
な
っ
た
の
を
嘆
き
、
業
平
は
「
玉
の
緒
の
桑
子
は
あ
は
れ
武
蔵
野
の
露
と

消
ぬ
る
恋
ぞ
か
な
し
き
」
と
詠
み
女
を
手
厚
く
葬
る
。
女
は
四
十
を
越
え
た
ほ

ど
の
姥
だ
っ
た
た
め
、「
姥
塚
」
と
呼
び
里
人
が
長
く
弔
っ
た
と
い
う
が
現
存

し
な
い
。

　
「
桑
子
」
の
語
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
第
十
四
段
の
後
日
談
と
考
え
ら
れ
る
話

で
あ
る
。
和
歌
の
「
露
と
消
ぬ
る
」
と
い
う
表
現
に
は
第
六
段
の
和
歌
の
影
響
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が
み
ら
れ
、
若
く
な
い
女
が
追
っ
て
く
る
展
開
に
は
第
六
十
三
段
の
つ
く
も
髪

の
女
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

⑤　

東
京
都
西
東
京
市
（
旧
保
谷
市
）

　

里
人
が
集
ま
り
、
九
月
十
六
日
に
行
う
伊
勢
踊
を
楽
し
ん
で
い
る
と
、
き
さ

き
を
連
れ
立
っ
た
業
平
が
現
れ
る
。
一
緒
に
歌
や
食
事
を
楽
し
ん
だ
後
、
保
谷

村
神
明
宮
社
で
一
泊
し
て
旅
立
っ
て
い
っ
た
。

　

④
・
⑤
は
前
掲
「
武
蔵
野
中
部
に
連
な
る
業
平
の
伝
説
」
に
よ
り
、
鈴
木
亨

氏
は
「
き
さ
き
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
伊
勢
物
語
』
第
十
段
の
「
た

の
む
の
雁
」
の
女
、
①
の
話
に
登
場
し
た
花
鳥
が
連
れ
戻
さ
れ
な
か
っ
た
バ
ー

ジ
ョ
ン
と
し
て
想
定
す
る
。

⑥　

東
京
都
葛
飾
区
（
業
平
山
南
蔵
院
）

　
「
南
蔵
院
の
は
じ
ま
り
」（
業
平
山
南
蔵
院
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）
に
よ
る
と
、

業
平
が
隅
田
川
で
舟
遊
び
を
し
た
時
に
、
舟
が
転
覆
し
多
く
の
人
が
亡
く
な
る

事
故
が
起
き
た
。
業
平
は
そ
の
人
々
を
弔
い
、
像
を
刻
み
村
の
人
に
与
え
、
法

華
経
を
写
経
し
て
塚
に
埋
め
る
。
こ
れ
は
「
業
平
塚
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
傍
ら

に
創
建
さ
れ
た
の
が
業
平
山
南
蔵
院
で
あ
る
と
い
う
。

　
「
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
一
三
巻　

東
京
都
の
地
名
」（
平
凡
社
、
二
〇
〇
二

年
）
に
よ
る
と
、
対
岸
に
業
平
塚
が
あ
る
と
こ
ろ
を
「
業
平
渡
」
と
呼
び
、
業

平
塚
が
あ
る
と
こ
ろ
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
「
業
平
橋
」
と
呼
び
、
業
平
橋
が
あ

る
地
名
を
「
業
平
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
業
平
塚
は
現
存

し
な
い
。

　

ま
た
、
天
台
宗
南
蔵
院
の
境
内
に
業
平
天
神
社
が
あ
っ
た
が
、
同
寺
が
葛
飾

区
に
移
転
し
た
際
（
昭
和
元
年
）
に
廃
社
と
な
っ
た
と
あ
る
。
現
在
、
南
蔵
院

は
全
く
業
平
と
は
関
係
の
な
い
地
元
の
伝
承
に
よ
る
縄
に
縛
ら
れ
た
「
縛
ら
れ

地
蔵
」
を
祀
っ
て
い
る
。

　

こ
の
伝
説
も
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
隅
田
川
の
場
面
を
基
に
し
て
お
り
、

③
と
同
様
に
舟
の
不
幸
な
事
故
が
起
き
て
い
る
が
、業
平
は
生
き
延
び
て
い
る
。

⑦　

東
京
都
荒
川
区
南
千
住
（
石
浜
神
社
）

　

境
内
に
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
建
立
さ
れ
た
都
鳥
の
歌
碑
が
あ
る
。
都

鳥
歌
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
は
墨
田
区
浅
草
の
「
業
平
橋
」「
言
問
橋
」
が
有
名

だ
が
、
こ
の
白
浜
神
社
近
く
に
白
髭
橋
が
あ
り
、
荒
川
区
教
育
員
会
の
看
板
に

よ
る
と
、
渡
し
の
位
置
は
何
度
か
移
動
し
て
お
り
は
っ
き
り
し
な
い
が
、『
江

戸
名
所
図
会
』
で
は
業
平
が
渡
っ
た
橋
と
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

三
、
業
平
伝
説
研
究
の
現
在
│
高
安
関
係

　

東
の
東
下
り
関
係
に
対
し
、
西
は
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
を
基
に
し
た

高
安
関
係
の
伝
説
が
多
い
。
第
二
十
三
段
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
二
十
三
段

　

む
か
し
、
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
い
で
て
遊

び
け
る
を
、
お
と
な
に
な
り
に
け
れ
ば
、
男
も
女
も
は
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け
れ

ど
、
男
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
、
女
は
こ
の
男
を
と
思
ひ
つ
つ
、
親
の

あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
。
さ
て
、
こ
の
と
な
り
の
男
の
も
と
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よ
り
、
か
く
な
む
、

筒
井
つ
の
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に

　

女
、
返
し
、

く
ら
べ
こ
し
ふ
り
わ
け
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き

　

な
ど
い
ひ
い
ひ
て
、
つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

　

さ
て
年
ご
ろ
ふ
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
、
頼
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、
も
ろ

と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
と
て
、
河
内
の
国
、
高
安
の
郡
に
、
い

き
通
ふ
所
い
で
き
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の
女
、
あ
し
と
思
へ
る

け
し
き
も
な
く
て
、
い
だ
し
や
り
け
れ
ば
、
男
、
こ
と
心
あ
り
て
か
か
る
に
や

あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、
前
栽
の
な
か
に
か
く
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る

か
ほ
に
て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、

風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
浪
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む

　

と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
か
ぎ
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
い
か

ず
な
り
に
け
り
。

　

ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
、
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り
け

れ
、
今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
笥
子
の
う
つ
は
も
の
に
も

り
け
る
を
見
て
、
心
憂
が
り
て
、
い
か
ず
な
り
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
か
の

女
、
大
和
の
方
を
見
や
り
て
、

君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も

と
い
ひ
て
見
い
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
、
大
和
人
、「
来
む
」
と
い
へ
り
。
よ

ろ
こ
び
て
待
つ
に
、
た
び
た
び
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、

君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経

る

　

と
い
ひ
け
れ
ど
、
男
、
す
ま
ず
な
り
に
け
り
。

　

こ
の
段
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
伝
承
と
し
て
以
下
の
話
が
あ
る
。

　

Ｂ　

高
安
関
係

⑧　

奈
良
県
天
理
市
櫟
の
本
町
（
石
上
在
原
山
本
光
明
寺
・
在
原
神
社
）

　

明
治
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
寺
は
な
く
な
り
、
現
在
は
境
内
の
在
原
神
社
本

殿
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
業
平
の
住
ん
だ
跡
と
し
て
謡
曲
「
井
筒
」
に
も
登
場

し
、
井
筒
に
ち
な
ん
だ
井
戸
が
あ
る
。
謡
曲
「
井
筒
」
の
『
伊
勢
物
語
』
と
古

註
釈
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
本
登
朗
「
謡
曲
「
井
筒
」
の
背
景
│
櫟
本
の
業

平
伝
説
」（『
説
話
論
集 

第
15
集
（
芸
能
と
説
話
）』
清
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
一

月
）
に
詳
し
い
。

⑨　

大
阪
府
八
尾
市　

十
三
峠
（
業
平
道
）

　

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
に
伝
わ
る
業
平
道
は
、
在
原
寺
（
在
原
神
社
）
か
ら
、

奈
良
盆
地
を
西
に
越
え
て
、
業
平
が
八
尾
に
住
む
女
性
の
も
と
に
通
っ
た
と
い

わ
れ
る
。『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
〇
巻　

奈
良
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一

九
八
一
年
）
に
よ
る
と
、
斑
鳩
町
に
は
自
然
石
を
組
み
合
わ
せ
た
岩
井
が
あ
り

「
業
平
姿
見
の
井
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
業
平
が
女
の
元
に
通
う
際

に
姿
見
に
使
っ
た
と
も
、
女
の
無
作
法
さ
に
愛
想
を
尽
か
し
て
逃
げ
て
き
た
業

平
を
追
い
か
け
た
女
が
、
業
平
の
姿
の
映
っ
た
井
戸
を
見
て
飛
び
込
ん
だ
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
阪
府
柏
原
市
（
業
平
道
）
に
も
、
業
平
が
高
安
の
女
（
河
内
姫
）
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の
も
と
に
通
う
と
き
に
通
っ
た
と
さ
れ
る
業
平
道
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
河
内
の

国
大
県
郡
を
通
る
柏
原
市
も
観
光
マ
ッ
プ
「
お
い
で
よ
業
平
道
」
を
作
成
し
て

い
る
。『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
二
八
巻　

大
阪
府
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九

八
六
年
）
に
よ
る
と
、
十
三
峠
と
い
う
地
名
は
江
戸
期
に
確
立
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
河
内
と
大
和
を
行
き
来
す
る
竜
田
道
と
し
て
鎌
倉
時
代
以
降
文
献

に
み
ら
れ
る
。

⑩　

大
阪
府
八
尾
市
（
神
立
茶
屋
辻
・
玉
祖
神
社
）

　

業
平
が
大
和
の
竜
田
か
ら
十
三
峠
を
越
え
て
、
玉
祖
神
社
へ
参
詣
の
道
中
で

福
屋
と
い
う
茶
屋
の
娘　

梅
野
を
み
そ
め
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
通
っ
て
来
る
よ

う
に
な
っ
た
。
会
い
に
く
る
時
は
い
つ
も
近
く
の
松
の
木
か
ら
笛
を
吹
き
、
梅

野
に
合
図
を
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
笛
で
合
図
を
せ
ず
に
来
て
み
る
と
、
東
窓

が
開
い
て
い
た
。
中
を
の
ぞ
く
と
、
梅
野
が
自
分
で
飯
を
よ
そ
っ
て
食
べ
て
お

り
、
そ
れ
を
見
た
、
業
平
は
興
ざ
め
し
て
帰
っ
て
し
ま
う
。
気
づ
い
た
娘
は
後

を
追
う
が
業
平
は
去
っ
た
後
で
、
娘
は
悲
し
み
身
を
投
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

た
め
、
高
安
の
里
で
は
、
今
で
も
東
窓
を
嫌
い
、
こ
れ
を
開
け
る
と
娘
の
縁
が

遠
く
な
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
高
安
地
域
で
東
窓
を
忌
む
の
は
、
山
か

ら
吹
き
下
ろ
す
風
を
避
け
る
た
め
と
い
う
地
形
の
問
題
が
あ
る
が
、
今
瀬
米
造

「
な
り
ひ
ら
河
内
通
い
の
伝
説
」（『
河
内
ど
ん
こ
う
』
43
、
や
お
文
化
協
会
、

一
九
九
四
年
）
な
ど
、
高
安
に
残
る
伝
説
で
あ
る
。

　

ま
た
、
業
平
が
合
図
に
使
っ
て
い
た
一
節
切
の
笛
は
玉
祖
神
社
に
置
か
れ
、

現
在
は
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
が
常
設
展
示

で
は
な
い
。
業
平
が
会
い
に
来
て
笛
を
吹
く
と
い
う
描
写
は
『
伊
勢
物
語
』
第

六
十
五
段
の
「
こ
の
男
、
人
の
国
よ
り
夜
ご
と
に
来
つ
つ
、
笛
を
い
と
お
も
し

ろ
く
吹
き
て
、
声
は
を
か
し
う
て
ぞ
、
あ
は
れ
に
う
た
ひ
け
る
。」
の
影
響
が

考
え
ら
れ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
の
高
安
の
女
の
話
で
あ
る
が
、「
茶
屋
の
娘
」
と

い
う
時
代
に
合
わ
な
い
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
に
業
平
を
追
い
、

会
え
ず
に
身
を
投
げ
る
と
い
う
展
開
に
は
第
二
十
四
段
の
影
響
も
み
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
話
は
「
な
り
ひ
ら
の
恋
│
高
安
の
女
」
と
い
う
演
劇
に
も
な
り
、

平
成
二
十
年
二
月
に
上
演
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
も
東
下
り
と
高
安
関
係
以
外
の
業
平
ゆ
か
り
の
地
と
さ
れ
て
い
る

場
所
が
あ
る
。

⑪
奈
良
県
奈
良
市
（
不
退
寺
）

　

業
平
の
祖
父
に
あ
た
る
平
城
天
皇
が
譲
位
後
に
平
城
京
の
北
東
に
移
り
、
萱

野
御
所
と
呼
ば
れ
た
場
所
。「
業
平
寺
」
と
も
呼
ば
れ
、
業
平
自
作
と
言
わ
れ

る
聖
観
音
像
が
あ
る
。毎
年
五
月
二
十
八
日
に
業
平
忌
の
法
要
を
行
っ
て
い
る
。

⑫
京
都
府
京
都
市
右
京
区
大
原
野
（
十
輪
寺
）

　

本
堂
の
後
ろ
の
丘
の
上
に
業
平
塚
が
あ
り
、業
平
閑
居
の
地
と
伝
え
ら
れ
る
。

⑬
京
都
府
京
都
市
西
京
区
大
原
野
（
入
野
神
社
）

　

三
つ
の
五
輪
石
塔
が
あ
り
、
中
央
が
業
平
の
母
伊
都
内
親
王
、
右
が
業
平
の

父
阿
保
親
王
、
左
が
業
平
の
墓
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
業
平
の
墓
」
と
さ
れ
る
も
の
は
こ
の
他
に
、
滋
賀
県
高
島
市
マ
キ

ノ
町
在
原
、
京
都
市
左
京
区
吉
田
山
、
奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
、
熊
本
県
山
鹿

市
南
島
内
曲
な
ど
が
確
認
で
き
る）

2
（

。
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東
の
東
下
り
関
係
伝
説
と
西
の
高
安
関
係
伝
説
に
分
け
て
紹
介
し
た
が
、
真

中
に
位
置
す
る
愛
知
県
に
も
業
平
伝
説
が
あ
る
。
都
を
中
心
に
見
れ
ば
、『
伊

勢
物
語
』
の
時
代
と
し
て
は
東
に
分
類
さ
れ
る
尾
張
と
三
河
だ
が
、
伝
わ
る
内

容
に
は
西
の
高
安
関
係
と
の
共
通
点
も
み
ら
れ
る
。

四
、
愛
知
県
知
立
市
に
お
け
る
業
平
伝
説

⑭
愛
知
県
知
立
市
（
八
橋
）

　
「
八
橋
」
は
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
九
（
羈
旅
歌
）
四
一
〇
番
歌
と
『
伊
勢

物
語
』
第
九
段
で
「
か
き
つ
ば
た
」
の
折
句
が
詠
ま
れ
た
地
と
さ
れ
て
い
る
。

無
量
寿
寺
は
寺
伝
に
よ
る
と
慶
雲
元
年
（
七
〇
四
）
の
創
立
、
現
在
の
よ
う
な

杜
若
庭
園
は
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
方
巌
（
売
茶
）
和
尚
に
よ
る
再
建
時

に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
業
平
訪
問
以
前
に
「
八
橋
」
の
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
親
子
の

伝
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
、（
鉄
山
）
三
井
博
『
文
学
伝
説
の
里　

三
河
国
八
橋
』

（
一
九
七
一
年
、
八
橋
旧
蹟
保
存
会
）
に
よ
る
と
、
昔
、
野
路
の
宿
と
呼
ば
れ

て
い
た
頃
に
、
羽
田
玄
喜
と
い
う
名
の
医
者
が
い
た
が
、
病
で
亡
く
な
っ
て
し

ま
う
。
妻
は
残
さ
れ
た
二
人
の
児
を
養
う
た
め
に
山
や
浦
に
出
か
け
る
が
、
あ

る
時
子
供
が
浦
で
深
み
に
は
ま
り
二
人
と
も
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
嘆
き
悲
し

ん
だ
母
は
尼
に
な
り
無
量
寿
寺
で
子
供
ら
の
菩
提
を
弔
い
な
が
ら
、
本
尊
の
観

世
音
菩
薩
に
、
橋
さ
え
あ
れ
ば
子
供
た
ち
は
助
か
っ
た
と
祈
念
し
て
い
る
と
、

夢
に
観
世
音
菩
薩
が
現
れ
願
い
を
叶
え
る
と
告
げ
る
。
翌
朝
、
浦
に
行
く
と
上

流
か
ら
木
材
が
流
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
を
使
っ
て
八
つ
の
橋
を
架
け
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

　
「
水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
わ
た
せ
る
」
と
『
伊
勢
物
語
』

第
九
段
で
説
明
さ
れ
る
八
橋
は
い
わ
ば
「
公
式
」
の
業
平
伝
説
の
地
で
あ
る
が
、

第
九
段
に
は
な
い
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
都
か
ら
女
が
業
平
を
追
っ
て
来
た
も
の
の
、
八
橋
に
着
い
た
時
に

既
に
業
平
が
去
っ
て
い
た
と
知
り
、
悲
嘆
の
あ
ま
り
逢
妻
川
に
入
水
し
た
と
い

う
伝
説
で
あ
る
。
こ
の
女
は
通
称
「
杜
若
姫
」（
小
野
篁
の
娘
と
さ
れ
る
）
と

さ
れ
、
彼
女
を
弔
っ
た
供
養
塔
が
無
量
寿
寺
本
堂
の
裏
に
あ
る
。

　

ま
た
、
無
量
寿
寺
の
近
く
に
は
、
業
平
の
死
後
、
奈
良
の
在
原
寺
か
ら
分
骨

し
、
建
て
ら
れ
た
と
い
う
在
原
寺
や
、
業
平
供
養
塔
な
ど
も
あ
る
。
こ
の
供
養

塔
に
た
ま
っ
た
水
を
つ
け
る
と
イ
ボ
に
効
く
と
い
う
、
業
平
と
は
全
く
関
係
の

な
い
言
い
伝
え
も
付
随
し
、
地
元
に
根
差
し
た
一
面
を
持
っ
て
い
る
。

　

約
六
十
年
前
か
ら
か
き
つ
ば
た
が
見
ご
ろ
の
時
期
に
開
催
さ
れ
て
い
る
「
か

き
つ
ば
た
祭
り
」
や
「
杜
若
姫
」
を
題
材
に
し
た
演
劇
も
第
四
弾
が
上
演
さ
れ

（
ま
ち
お
こ
し
演
劇
『
愛
・
か
き
つ
ば
た
姫
』
二
〇
一
四
年
九
月
）、
市
外
か
ら

も
多
く
の
人
が
訪
れ
て
お
り
、
ま
ち
お
こ
し
の
一
環
と
し
て
業
平
伝
説
が
活
か

さ
れ
て
い
る
。

⑮
愛
知
県
東
海
市
富
田
（
業
平
供
養
塔
）

　

東
海
市
は
『
伊
勢
物
語
』
に
登
場
す
る
場
面
の
舞
台
で
は
な
い
が
、
業
平
関

連
の
伝
説
が
あ
る
。
⑮
〜
⑰
は
東
海
市
教
育
委
員
会
が
編
纂
し
た
『
東
海
市
の

民
話
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。
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業
平
は
東
へ
下
る
際
に
京
都
か
ら
伊
勢
ま
で
行
き
、
船
で
海
を
渡
り
、
愛
知

県
の
知
多
の
浜
を
入
り
江
に
沿
っ
て
進
み
富
田
へ
た
ど
り
着
く
と
、
清
水
の
湧

き
出
る
井
戸
の
と
こ
ろ
で
、
女
た
ち
が
追
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
平
穏
さ
に
安
心

し
な
が
ら
休
む
。
し
か
し
、
船
か
ら
降
り
て
く
る
中
に
自
分
を
慕
っ
て
追
っ
て

き
た
女
官
あ
や
め
の
姿
を
見
つ
け
、
そ
ば
の
椎
の
木
の
上
に
隠
れ
る
。
あ
や
め

は
井
戸
の
水
面
に
映
っ
た
業
平
を
見
つ
け
、
業
平
会
い
た
さ
に
井
戸
に
飛
び
込

み
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
業
平
は
自
分
を
慕
っ
て
く
れ
た
あ
や
め
の
供
養
の
た

め
に
、
こ
の
地
に
と
ど
ま
り
亡
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

村
人
た
ち
は
業
平
を
弔
い
、
供
養
塔
を
建
て
。
子
供
が
で
き
る
と
業
平
の
よ

う
な
美
男
子
に
な
る
よ
う
に
祈
り
、
ま
た
、
五
輪
塔
の
頭
部
に
わ
ら
縄
を
縛
っ

て
祈
る
と
頭
痛
が
収
ま
る
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
る
。

⑯
愛
知
県
東
海
市
富
木
島
町
（
貴
船
）

　

業
平
が
伊
勢
の
海
を
渡
っ
て
こ
の
地
に
つ
い
た
と
き
に
、
村
人
た
ち
が
都
か

ら
高
貴
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
大
勢
出
迎
え
、
業
平
が
船
を
寄
せ
た
と
こ
ろ

だ
か
ら
「
寄
船
」
と
い
う
地
名
に
し
、
の
ち
に
京
都
と
同
じ
「
貴
船
」
に
改
め

た
。
業
平
が
よ
く
参
拝
し
た
鞍
馬
の
貴
船
神
社
か
ら
分
祀
し
た
貴
船
神
社
を
作

り
、
業
平
は
こ
の
地
で
の
生
活
を
楽
し
み
、
亡
く
な
っ
た
後
も
村
人
が
業
平
塚

を
建
て
て
弔
っ
て
い
る
と
い
う
。

⑰
愛
知
県
東
海
市
加
木
屋
町
（
美
女
ヶ
脇
）

　

業
平
が
東
下
り
の
途
中
に
、
美
し
い
女
官
を
連
れ
て
加
木
屋
町
を
通
り
か

か
っ
た
と
き
、
女
官
は
足
を
痛
め
、
休
む
こ
と
に
な
っ
た
。
熱
心
な
看
病
と
村

人
の
も
て
な
し
で
回
復
す
る
が
、
女
は
こ
こ
で
暮
ら
す
こ
と
を
決
意
し
、
業
平

の
み
が
旅
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
女
が
住
ん
だ
と
こ
ろ
を
「
美
女
ヶ
脇
」
と
呼

び
、
女
が
亡
く
な
る
と
塚
を
建
て
て
弔
い
、
塚
は
形
に
ち
な
み
、「
業
平
烏
帽

子
塚
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
が
、
現
存
し
な
い
。

⑱
愛
知
県
豊
明
市
沓
掛

　

豊
明
市
に
伝
わ
る
話
は
、
池
田
誠
一
『
な
ご
や
の
鎌
倉
街
道
を
さ
が
す
』（
風

媒
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
る
と
、
道
中
の
安
全
を
願
い
、
街
道
の
峠
の
入
り

口
で
沓
を
掛
け
る
「
沓
掛
」
と
い
う
風
習
を
業
平
が
面
白
く
思
い
、
こ
の
地
の

名
前
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。ま
た
、鹿
島
神
社
に
は
業
平
の
歌
碑
「
あ

ひ
見
て
は
心
ひ
と
つ
を
か
は
し
ま
の
水
の
流
れ
て
絶
え
じ
と
ぞ
思
ふ
」
が
あ

り
、
こ
の
歌
が
こ
の
地
で
詠
ま
れ
た
と
伝
わ
る
。

　

こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
二
段
の
和
歌
で
あ
り
、
第
二
十
二
段
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

　

む
か
し
、
は
か
な
く
て
絶
え
に
け
る
仲
、
な
お
や
忘
れ
ざ
り
け
む
、
女
の
も

と
よ
り
、

憂
き
な
が
ら
人
を
ば
え
し
も
忘
れ
ね
ば
か
つ
恨
み
つ
つ
な
ほ
ぞ
恋
し
き

と
い
へ
り
け
れ
ば
、「
さ
れ
ば
よ
」
と
い
ひ
て
、
男
、

あ
ひ
見
て
は
心
ひ
と
つ
を
か
は
し
ま
の
水
の
流
れ
て
絶
え
じ
と
ぞ
思
ふ

と
は
い
ひ
け
れ
ど
、
そ
の
夜
い
に
け
り
。
い
に
し
へ
、
ゆ
く
さ
き
の
こ
と
ど
も

な
ど
い
ひ
て
、

秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に
な
ず
ら
へ
て
八
千
夜
し
寝
ば
や
あ
く
時
の
あ
ら

ん
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返
し
、秋

の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に
な
せ
り
と
も
こ
と
ば
残
り
て
と
り
や
鳴
き
な
む

い
に
し
へ
よ
り
も
あ
は
れ
に
て
な
む
通
ひ
け
る
。

　

榊
原
邦
彦
は
、「
尾
張
の
業
平
伝
説
」（『
郷
土
研
究
』
14　

一
九
七
七
年
七

月
）
で
「
沓
掛
村
の
業
平
伝
説
に
触
発
さ
れ
て
の
こ
と
で
、
一
度
発
生
し
た
伝

説
が
輪
を
広
げ
て
波
及
し
て
行
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る
。

　

こ
れ
ら
は
他
の
業
平
伝
説
と
同
じ
く
、『
伊
勢
物
語
』
を
基
盤
に
し
つ
つ
、

『
伊
勢
物
語
』
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
伝
説
説
話
の
類
の
話
が
付
随
し
て
い
る
。

歌
枕
と
は
多
少
異
な
り
、
物
語
作
品
あ
る
い
は
有
名
人
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
、

よ
り
多
く
の
人
々
に
興
味
を
持
た
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
⑭
や
⑮
の
業

平
の
塚
が
身
近
な
疾
患
に
効
く
と
い
う
力
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の

表
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
の
説
話
化
と
も
い
え
、
歌
物
語
か
ら
説

話
文
学
作
品
へ
の
流
れ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
⑭
の
「
か
き
つ
ば
た
」
と
⑮
の
「
あ
や
め
」
と
い
う
女
の
呼
び
名
も
よ

く
似
た
花
の
名
で
あ
る
。
八
橋
と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
業
平
歌
と
『
伊
勢
物

語
』
で
舞
台
と
な
る
地
へ
至
る
ま
で
の
通
過
地
点
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
可
能
性
の
あ
る
場
所
で
発
生
し
た
伝
説
が
、
⑮
〜
⑱
と
考
え
ら
れ
る
。
東

下
り
の
過
程
で
通
過
す
る
尾
張
と
い
う
位
置
は
、
都
か
ら
女
の
足
で
も
追
っ
て

く
る
こ
と
が
可
能
な
距
離
で
あ
り
、
業
平
ほ
ど
の
男
で
あ
れ
ば
女
が
追
っ
て
く

る
と
い
う
展
開
は
④
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
享
受
に
お
い
て
自
然
な
発
想
と
い
え

る
。

　

話
の
型
と
し
て
も
、
⑭
で
杜
若
姫
が
川
に
入
水
す
る
点
と
⑮
で
あ
や
め
が
井

戸
に
飛
び
込
み
亡
く
な
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
お
り
、
⑮
は
、
女
（
紀
有
常

の
娘
）
が
謡
曲
「
井
筒
」
で
業
平
の
冠
と
直
衣
を
着
け
た
姿
を
水
鏡
に
映
し
、

自
ら
を
業
平
と
見
て
懐
か
し
い
と
言
う
場
面
が
源
泉
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
⑭
と
⑮
の
伝
説
は
相
互
に
影
響
を
受
け
た
よ
う
に
見
ら
れ
る

表
現
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
⑭
の
八
橋
の
か
き
つ
ば
た
と
い
う
和
歌
に
詠
ま
れ
た

花
の
名
で
呼
ば
れ
る
杜
若
姫
の
パ
ロ
デ
ィ
と
も
考
え
ら
れ
る
⑮
の
あ
や
め
と
い

う
呼
び
名
で
あ
る
が
、
そ
の
死
の
場
面
と
な
る
と
、
謡
曲
「
井
筒
」
の
影
響
を

受
け
た
と
思
わ
れ
る
⑮
の
あ
や
め
は
井
戸
の
水
鏡
に
映
っ
た
業
平
を
見
て
飛
び

込
ん
で
い
る
一
方
で
、
井
戸
や
業
平
を
幻
視
す
る
要
素
は
な
い
も
の
の
、
⑭
の

杜
若
姫
も
水
死
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
⑱
の
鹿
島
神
社
で
業
平
が
詠
ん
だ
と
す
る
和
歌
は
『
伊
勢
物
語
』
第

二
十
二
段
で
あ
り
、「
井
筒
」
の
基
と
も
い
え
る
第
二
十
三
段
の
前
段
の
話
で

あ
る
。
西
か
ら
東
へ
と
い
う
位
置
関
係
と
『
伊
勢
物
語
』
の
章
段
配
列
の
関
わ

り
も
興
味
深
い
。

五
、
お
わ
り
に

　
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
一
場
面
で
あ
る
愛
知
県
知
立
市
に
残
る
業
平
伝
説

と
、
そ
の
知
立
市
の
業
平
伝
説
に
付
随
し
て
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
東
海
市

の
業
平
伝
説
を
調
査
し
た
。
い
ず
れ
も
業
平
を
都
か
ら
追
っ
て
き
た
女
の
悲
恋
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の
死
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

東
海
市
の
場
合
は
、
都
か
ら
海
路
を
使
っ
た
な
ら
ば
通
過
し
た
で
あ
ろ
う
位

置
で
は
あ
る
が
、
内
容
は
「
か
き
つ
ば
た
」
に
似
た
「
あ
や
め
」
と
い
う
名
の

女
性
の
悲
恋
と
い
う
知
立
市
の
伝
説
の
明
ら
か
な
パ
ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
お
り
、

井
戸
の
中
に
業
平
が
映
る
と
い
う
点
に
は
、
謡
曲
『
井
筒
』
の
影
響
も
み
ら
れ

る
。

　

ま
た
、
渡
邊
昭
五
編
『
日
本
伝
説
大
系
（
第
９

巻
南
近
畿
編
）』（
み
ず
う
み

書
房　

一
九
八
四
年
）
に
よ
る
と
、
和
歌
山
県
那
賀
郡
貴
志
川
町
長
山
の
根
来

村
西
坂
本
に
、
業
平
が
小
野
小
町
に
九
十
九
日
通
っ
た
伝
説
が
あ
る
。
業
平
の

妻
に
な
る
こ
と
を
拒
む
小
町
が
女
中
を
連
れ
て
逃
げ
出
し
、
業
平
が
追
い
か
け

た
と
こ
ろ
、
女
中
が
犠
牲
と
な
っ
て
入
水
す
る
と
業
平
は
小
町
が
入
水
し
た
と

思
い
後
を
追
い
入
水
し
て
し
ま
う
。
小
町
は
二
人
を
弔
っ
て
小
野
寺
と
い
う
寺

を
建
て
た
と
い
う
が
、
寺
は
残
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

他
の
地
域
で
は
、
多
く
業
平
は
追
わ
れ
る
側
で
、
女
が
業
平
を
追
っ
て
入
水

す
る
型
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
点
や
深
草
少
将
で
は
な
く
業

平
が
百
夜
通
い
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
や
物
語
と
の
関

連
が
考
え
ら
れ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
歌
物
語
」
に
分
類
さ
れ
る
作
品
に
『
大

和
物
語
』
が
あ
り
、
宇
多
天
皇
周
辺
の
話
が
描
か
れ
る
前
半
部
と
伝
説
・
説
話

が
多
く
続
く
後
半
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
実
在
し
た
有
名
な
歌
人
や
無
名
の
人

物
の
話
が
混
在
す
る
こ
と
で
、
相
互
に
現
実
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
各
地
域
に
残
る
業
平
な

ど
の
有
名
人
が
登
場
す
る
伝
説
を
考
察
す
る
こ
と
で
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
大

和
物
語
』
の
研
究
に
繋
が
る
道
が
見
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
回
の
調
査
で
主
に
愛
知
県
内
の
二
つ
の
業
平
伝
説
を
調
査
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
他
地
域
へ
の
伝
説
か
ら
影
響
関
係
が
あ
る
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
た
。
全
国
に
残
る
業
平
伝
説
の
地
を
調
査
し
、
体
系
的
に
考
察
し
て
い
く

研
究
の
一
端
と
し
て
、
引
き
続
き
調
査
し
て
い
き
た
い
。

【
付
記
】　

本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
若
手
研
究
者
研
究

助
成
（
研
究
課
題
「『
伊
勢
物
語
』
と
業
平
伝
説
│
愛
知
県
内
を
中
心
に
│
」）

の
給
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１

）　
『
伊
勢
物
語
』
本
文
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
福
井
貞
助
校
注
、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
）

第
百
十
五
段

　

む
か
し
、
陸
奧
の
国
に
て
、
男
女
す
み
け
り
。
男
、「
み
や
こ
へ
い
な
む
」
と

い
ふ
。
こ
の
女
、
い
と
か
な
し
う
て
、
う
ま
の
は
な
む
け
を
だ
に
せ
む
と
て
、
お

き
の
ゐ
て
、
み
や
こ
し
ま
と
い
ふ
所
に
て
、
酒
飲
ま
せ
て
よ
め
る
。

お
き
の
ゐ
て
身
を
焼
く
よ
り
も
悲
し
き
は
み
や
こ
し
ま
べ
の
別
れ
な
り
け
り

第
百
十
六
段

　

む
か
し
、
男
、
す
ず
ろ
に
陸
奧
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
い
に
け
り
。
京
に
思
ふ
人
に

い
ひ
や
る
。

浪
間
よ
り
見
ゆ
る
小
島
の
は
ま
び
さ
し
久
し
く
な
り
ぬ
君
に
あ
ひ
見
で

「
何
ご
と
も
、
み
な
よ
く
な
り
に
け
り
」
と
な
む
い
ひ
や
り
け
る
。
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（
２

）　
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
段
に
「
宇
佐
の
使
」
と
し
て
大
分
県
に
あ
る
宇
佐
神
宮

へ
行
く
話
と
第
六
十
一
段
に
筑
紫
（
福
岡
県
）
が
舞
台
と
な
る
話
が
あ
る
。
後
者

で
は
和
歌
に
「
た
は
れ
島
」（
熊
本
県
に
あ
る
風
流
島
。
他
に
た
ば
こ
島
、
は
だ

か
島
と
も
呼
ば
れ
る
）
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
九
州
も
舞
台
と
な
っ

て
い
る
が
、
東
下
り
ほ
ど
伝
説
は
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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“IseM
onogatari” and T

he Legend of N
arahira

̶
 Focusing on A

ichi Prefecture ̶
K
O
N
D
O
 Sayaka

　

A
riw
ara no N

arihira the hero of the “Ise M
onogatari”, has left a 

variety of legends in various places. Based on the “Ise M
onogatari”, 

the interpretation of the N
oh play or full annotation, and the like 

derived from
 place nam

es, is rooted in the land. By the “Ise M
onoga-

tari”, w
hich w

as to be staged in a w
ide range of places from

 K
yushu 

to the northeast, N
arihira legend has also been transm

itted to a w
ide 

range of places, especially m
any travel is given to the legend of the 

A
zum
a-kudari relationship and the legend around T

akayasu of rela-
tionship. H

ow
ever, these things are often unknow

n in other regions.

　

In this paper, w
e com

pare the legend transm
itted to Y

atsuhashi of 
that w

ell-know
n, A
ichi Prefecture Chiryu as the stage for “Ise M

ono-
gatari”, the legend of N

arihira transm
itted to A

ichi Prefecture, T
okai 

City does not appear in the “Ise M
onogatari”. T

he tw
o of legend, it 

w
as found that the elem

ents of the legend and T
akayasu around the 

legend of the A
zum
a-kudari relationship are included together. By 

checking the flow
 of the legendary generation, together w

ith explor-
ing w

ays of “Ise M
onogatari” enjoy, consider the shape of the story 

that w
ill spread, such as in narrative m

anner “Y
am
ato M

onogatari”.

　

K
ey W

ords:   “IseM
onogatari”, Legend of N

arahira, East descent, 
Y
atsuhashi, Izutu


