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泣
く
昔
男

―
―

『
伊
勢
物
語
』

の
物
語
構
成
―
―

は
じ
め
に

『伊
勢
物
語
』
に
は

『古
今
集
』
と
同

一
の
歌
が
見
ら
れ
る
章
段
が

幾

つ
か
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
歌

で
あ

っ
て
も
、
『
伊
勢
物
語
』
と

『古
今
集
』
と
で
は
そ
の
解
釈
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の

一
端
は
、
山
本
登
朗
氏
が

「和
歌
の
解
釈
と
は
本
来
、　
一
首
の
歌
が
詠

ま
れ
た
事
情
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
周
囲
の
状
況
の
中

で

一
首
が
持

っ
て
い
た
は
ず
の
本
来
の
意
味
を
復
原
し
て
ゆ
く
作
業
を

意
味
す
る
は
ず
だ
が
、
伊
勢
物
語
の
作
者
は
し
ば
し
ば
、　
一
首
の
歌
の

意
味
を
本
来
の
成
立
事
情
か
ら
意
図
的
に
切
り
離
す
こ
と
に
よ

っ
て
、

本
来
の
意
味
と
は
か
な
ら
ず
し
も
同

一
で
は
な
い
、
も
う
ひ
と

つ
の
意

味
内
容
を
そ
の
歌
の
表
現
の
中
に
見
出
し
、
逆
に
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、

新
し
い
架
空
の
詠
作
事
情
を
創
作
し
よ
う
と
す
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た

よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
た
ち
が
和
歌
解
釈
の
問
題
に
き
わ
め

て
自
覚
的
で
あ

っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。

「新
し
い
架
空
の
詠
作
事
情
」
の
幾

つ
か
は
山
本
氏
の
論
考
に
よ
り

考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
稿
者
は
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
詠
作
事
情
が

木
下
　
美
佳

あ
る
統

一
的
な
構
造
を
も

っ
て
創
出
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
統

一
的
な
物
語
構
成
を
探
る
作
業
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
物

語
と
し
て
の
在
り
方
を
考
え
る
の
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
以

上

の
よ
う
な
視
点
か
ら

「泣
く
」
と
い
う
語
を
手
が
か
り
と
し
て
、

『伊
勢
物
語
』
の
創
作
意
図
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一　

泣
い
て
帰
る
姿
―
八
十
三
段
か
ら
―

八
十
三
段
は
、
惟
喬
親
王
が
登
場
す
る
章
段
の

一
つ
で
あ
る
。

水
無
瀬
の
狩
か
ら
数
日
経
て
か
ら
宮
に
帰

っ
て
き
た

「
馬
頭
な
り
け

る
翁

（
＝
昔
男
と

は
、
親
王
を
送

っ
た
後
で
早
々
に
帰
ろ
う
と
思

っ

て
い
た
。
し
か
し
、
な
か
な
か
帰
そ
う
と
し
な
い
親
王
の
様
子
を
不
審

に
思
い
、
「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
い
う
歌
を
詠
み
、
親
王
と
共
に
夜
を
明
か
し
た
の
で
あ

っ

た
。
前
半
部
で
こ
の
よ
う
な
内
容
が
語
ら
れ
た
あ
と
、
後
半
部
は
次
の

よ
う
に
続
く
。

か
く
し

つ
つ
ま
う
で
仕
う
ま

つ
り
け
る
を
、
①
思
ひ
の
ほ
か
に
、

御
髪
お
ろ
し
給
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
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と

た
か
し
。
し
ひ
て
御
室
に
ま
う
で
て
拝
み
た
て
ま

つ
る
に
、
Ａ
つ

れ
づ
れ
と
、
い
と
も
の
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
え
け

り
。
②
さ
て
も
さ
ぶ
ら
ひ
て
し
が
な
と
思

へ
ど
、
公
事
ど
も
あ
り

け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は
で
、
Ｂ
夕
暮
に
か
へ
る
と
て
、

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
お
も
ふ
思
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を

見
む
と
は

と
て
な
む
測
ｑ
測
ｑ
来
に
け
る
。

激
し
く
泣
く
昔
男
の
姿
は
二
重
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
末
尾
に
見

ら
れ
る
。
こ
こ
で
詠
ま
れ
る
歌
は

『古
今
集
』
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

惟
喬
の
み
こ
の
も
と
に
ま
か
り
か
よ
ひ
け
る
を
、
か
し
ら
お

ろ
し
て
を
の
と
い
ふ
所
に
侍
り
け
る
に
正
月
に
と
ぶ
ら
は
む

と
て
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
ひ
え
の
山
の
ふ
も
と
な
り
け
れ

ば
雪
い
と
ふ
か
か
り
け
り
、
し
ひ
て
か
の
む
ろ
に
ま
か
り
い

た
り
て
を
が
み
け
る
に
Ａ
つ
れ
づ
れ
と
し
て
い
と
物
が
な
し

く

て
Ｂ
か

へ
り
ま
う
で
き
て
よ
み
て
お
く
り
け
る

な
り
ひ
ら
の
朝
臣

わ
す
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見

む
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
十
八
・
雑
下

。
九
七
〇
）

双
方
と
も
に
惟
喬
親
王
の
出
家
と
、
そ
れ
に
接
し
た
昔
男

。
業
平
の

悲
し
み
を
伝
え
る
点

で
は
ほ
ぼ
同
じ
展
開
を
辿
る
が
、
傍
線
部
Ａ
の

「
つ
れ
づ
れ
と
い
と
も
の
が
な
し
」
い
主
体
と
、
傍
線
部
Ｂ
に
示
さ
れ

る
歌
を
詠
む
場
面
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
『古
今
集
』
の
Ａ
で

「
も
の

が
な
し
」
い
様
子
で
い
る
の
は
、
和
歌
の
詞
書
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え

れ
ば
詠
者
で
あ
る
業
平
と
な
る
が
、
『
伊
勢
物
語
』
で
は
惟
喬
親
王
で

あ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
Ｂ
の
違
い
は
、
片
桐
洋

一
氏
が

「
な
お
、
『
伊

勢
物
語
』
で
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
堪
え
切
れ
な
く
な
っ
た
業
平
が
帰

る
に
あ
た

っ
て
詠
ん
だ
歌
と
さ
れ
て
い
て
、
場
面
的
な
盛
り
上
が
り
が

あ
る
が
、
『古
今
集
』
で
は
帰

っ
て
か
ら
詠
ん
で
送

っ
た
歌
と
な

っ
て

い
る
の
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
歌
を
詠

む
場
面
の
設
定
自
体
の
違
い
で
あ
り
、
物
語
展
開
に
も
少
な
か
ら
ぬ
差

違
を
与
え
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
『
伊
勢
物
語
』
は

「歌
物

語
」
で
あ
る
。
中
心
で
あ
る
和
歌

へ
向
け
て
物
語
が
展
開
す
る
の
は
当

然
で
あ
り
、
ま
た
、
「物
語
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ

『古
今
集
』
に
は
な

い
①
や
②
の
よ
う
な
、
心
情
を
吐
露
す
る
語
を
交
え
な
が
ら
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
納
得
で
き
よ
う
。

八
十
三
段
は
、
惟
喬
親
王
と
過
ご
し
た
時
を
回
想
し
、
そ
の
懐
旧
の

思
い
を
歌
に
詠
み
、
そ
し
て
泣
い
て
帰
る
構
成
を
と

っ
て
い
る
。
破
線

部
①
に
関
し
て
、
竹
岡
正
夫
氏
が

「
（前
略
）
二
人
の
人
間
的

つ
な
が

り
が
こ
こ
で
急
に
断
ち
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
う
い
う
時

の
馬
の
頭
の
衝
撃
と
切
な
い
心
情
と
を
こ
こ
で
十
分
味
わ
え
ば
よ
い
の

で
あ
る
。
」
と
説
か
れ
た
よ
う
に
、
前
半
部
と
後
半
部
の
対
比
、
破
線

部
①
に
示
さ
れ
た
男
の
心
情
だ
け
で
、
「物
語
」
と
し
て
出
家
の
際
の

悲
し
み
を
十
分
に
伝
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
、

『伊
勢
物
語
』
で
は
歌
に
付
随
し
て
、
最
後
に
二
重
傍
線
に
示
さ
れ
る
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泣
く
姿
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
場
面
は

『
古
今
集
』
に

は
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
以
下
、
同

趣
旨
の
内
容
を
持

つ
章
段
を
順
次
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
一　
泣
い
て
帰
る
姿
―
四
段
か
ら
―

八
十
三
段
同
様
に
過
ぎ
去

っ
た
世
界
を
懐
古
し
、
そ
の
懐
旧
に
根
ざ

し
た
歌
を
詠
み
、
さ
ら
に
泣
き
な
が
ら
帰
る
姿
で
閉
じ
ら
れ
た
章
段
と

し
て
、
四
段
が
挙
げ
ら
れ
る
。

む
か
し
、
ひ
む
が
し
の
五
條
に
、
大
后
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、

西
の
対
に
住
む
人
あ
り
け
り
。
そ
れ
を
、
本
意
に
は
あ
ら
で
こ
こ

ろ
ざ
し
深
か
り
け
る
人
、
ゆ
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
正
月
の
十
日

ば
か
り
の
ほ
ど
に
、
ほ
か
に
か
く
れ
に
け
り
。
あ
り
ど
こ
ろ
は
聞

け
ど
、
人
の
い
き
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
①
な
ほ

憂
じ
と
思
ひ
つ
つ
な
む
あ
り
け
る
。
又
の
年
の
正
月
に
、
梅
の
花

ざ
か
り
に
、
去
年
を
恋
ひ
て
い
き
て
、
②
立
ち
て
見
―
居
て
見
、

見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
引
＝
測
劃
「
、
あ
ば
ら

な
る
板
敷
に
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
③
去
年
を
思
ひ

い
で
て
よ
め
る
。

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と

つ
は
も

と
の
身
に
し
て

と
よ
み
て
、
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
に
、
測
ｑ
測
ｑ
か
へ
り
に

け
り
。

こ
こ
で
詠
ま
れ
た
歌
は

『
古
今
集
』
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

五
条
の
き
さ
い
の
宮
の
に
し
の
た
い
に
す
み
け
る
人
に
ほ
い

に
は
あ
ら
で
も
の
い
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
む
月
の
と
を
か
あ

ま
り
に
な
む
ほ
か
へ
か
く
れ
に
け
る
、
あ
り
所
は
き
き
け
れ

ど
え
物
も
い
は
で
、
又
の
と
し
の
は
る
む
め
の
花
さ
か
り
に

月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
こ
ぞ
を
こ
ひ
て
か
の
に
し
の

た
い
に
い
き
て
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
あ
ば
ら
な
る
い
た
じ
き

に
ふ
せ
り
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
業
平
朝
臣

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と

つ
は
も
と
の
身
に

し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
十
五
・
恋
五
・
七
四
七
）

双
方
と
も
に
、
女
と
逢

っ
て
い
た
去
年
の
戻
ら
な
い
こ
と
を
悲
じ
む

男
の
姿
が
語
ら
れ
る
点
で
は
共
通
す
る
。
し
か
し
、
四
段
は
昔
男
の
悲

し
み
を
描
く
物
語
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
傍
線
部
①
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
男
の
心
情
吐
露
が
交
え
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
心
情
を
伝
え
る

描
写
が
多
い
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し
て
、
過
去
を
回
想
す
る
歌
を
詠
み
、

泣
く
姿
で
閉
じ
る
語
り
方
は
、
八
十
三
段
に
お
い
て
、
親
王
と
過
ご
し

た
過
去
を
懐
古
し
、
そ
の
過
去
は
も
う
戻
ら
な
い
と
悲
し
み
な
が
ら
帰

る
昔
男
の
姿
を
描
く
語
り
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
同
種
の
悲
し

み
を
描
く
四
段
に
お
い
て
、
段
末
の

「
泣
く
泣
く
」
の
前
に
、
男
は
す

で
に

一
度
泣
い
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
単
純

に
、
戻
ら
な
い
過
去
を
悲
し
む
姿
で
あ
れ
ば
、
「去
年
に
似
る
べ
く
も

あ
ら
ず

（②
と

と
去
年
と
今
と
の
違
い
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
の

「
う
ち
泣
」
く
姿
で
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
、
さ
ら
に

「去
年
を
思
ひ
い
で

（③
と

さ
せ
、
歌
を
詠
み

「
泣
く



泣
く
」
帰
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
泣
く
姿
で
章

段
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
、
『
伊
勢
物
語
』
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

過
去
を
懐
古
す
る
歌
、
そ
の
歌
の
後
に

「泣
く
泣
く
」
帰
る
男
の
姿

を
描
く
八
十
三
段
、
四
段
の
語
り
方
は
、
と
も
に
相
通
ず
る
語
り
く
ち

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
泣
く
姿
に
よ

っ
て
章
段
を
閉
じ

る
物
語
の
ス
タ
イ
ル
は
、
『伊
勢
物
語
』
の
作
ら
れ
方
と
言
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

〓
一　
泣
き
な
が
ら
歌
を
詠
む
―
六
十
九
段

・
八
十
四
段
か
ら
―

先
に
挙
げ
た
八
十
三
段
、
四
段
は
、
過
去
を
回
想
し
、
懐
旧
の
思
い

を
歌
に
詠
み
、
そ
の
後
に
泣
く
姿
で
章
段
が
閉
じ
ら
れ
る
物
語
構
成
と

な

っ
て
い
た
。
歌
の
後
に

「泣
く
」
と
い
う
語
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
二
章
段
の
み
で
あ
る
。
泣
き
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
懐
旧
に
根
ざ

し
た
歌
を
詠
む
章
段
と
し
て
、
他
に
、
六
段
、
六
十
九
段
、
八
十
四
段

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「泣
く
」
と
い
う
語
の
位
置
に
違
い
が
見

ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
一二
早
段
は
泣
き
な
が
ら
詠
む
歌
で
場
面
が
閉
じ

ら
れ
て
お
り
、
八
十
三
段
、
四
段
と
同
様
の
物
語
構
成
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
以
下
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
『
古
今
集
』
を
通
じ
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
六
十
九

段
、
八
十
四
段
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

…
…
女
の
関
近
く
あ
り
け
れ
ば
、
女
、
人
を
し
づ
め
て
、
子

一
つ

ば
か
り
に
、
男
の
も
と
に
来
た
り
け
り
。
男
は
た
、
寝
ら
れ
ざ
り

け
れ
ば
、
外
の
か
た
を
見
出
し
て
臥
せ
る
に
、
月
の
お
ぼ
ろ
な
る

に
、
小
さ
き
童
を
先
に
立
て
て
人
た
て
り
。
男
、
い
と
う
れ
し
く

て
、
我
が
寝
る
所
に
率
て
い
り
て
、
子

一
つ
よ
り
丑
三
つ
ま
で
あ

る
に
、
ま
だ
何
ご
と
も
語
ら
は
ぬ
に
、
か
へ
り
け
り
。
男
、
い
と

か
な
し
く
て
、
寝
ず
な
り
に
け
り
。

つ
と
め
て
、
い
ぶ
か
し
け
れ

ど
、
わ
が
人
を
や
る
べ
き
に
し
あ
ら
ね
ば
、
い
と
心
も
と
な
く
て

待
ち
を
れ
ば
、
明
け
は
な
れ
て
し
ば
し
あ
る
に
、
女
の
も
と
よ
り
、

言
葉
は
な
く
て
、

君
や
来
し
我
や
行
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て

か
さ
め
て
か

男
、
劇
ｄ
酬
川
副
剤
コ
∃
劃
瑚
劉
。

か
き
く
ら
す
心
の
闇
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
う

つ
つ
と
は
こ
よ
ひ

定
め
よ

と
よ
み
て
や
り
て
、
狩
に
出
で
ぬ
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
贈
答
歌
は
、
『
古
今
集
』
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

業
平
朝
臣
の
伊
勢
の
く
に
に
ま
か
り
た
り
け
る
時
、
斎
宮
な

り
け
る
人
に
い
と
み
そ
か
に
あ
ひ
て
又
の
あ
し
た
に
人
や
る

す
べ
な
く
て
思
ひ
を
り
け
る
あ
ひ
だ
に
、
女
の
も
と
よ
り
お

こ
せ
た
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
入
し
ら
ず

き
み
や
こ
し
我
や
行
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
ね
て
か

さ
め
て
か

返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
ひ
ら
の
朝
臣

か
き
く
ら
す
心
の
や
み
に
迷
ひ
に
き
夢
う

つ
つ
と
は
世
人
さ
だ
め

よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
十
三
・
恋
三
・
六
四
五
・
六
四
六
）
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六
十
九
段
は

「
狩
の
使
」
と
し
て

『伊
勢
物
語
』
の
中
核
を
な
す
章

段
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
い
と

か
な
し
く
て
」
「
い
ぶ
か
し
け
れ
ど
」
「
い
と
心
も
と
な
く
て
」
と
、

『古
今
集
』
に
は
な
い
男
の
心
情
吐
露
が
立
て
続
け
に
交
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
男
の
心
情
描
写
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
斎
宮
と
の

一

時
が
男
に
と

っ
て
不
確
か
な
も
の
へ
と
変
わ

っ
た
こ
と
は
、
片
桐
洋

一

氏
が

「
翌
朝
に
な
っ
て
、
官
人
と
し
て
の
現
実
に
い
や
お
う
な
く
戻
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
自
分
に
気
づ
け
ば
気
づ
く
だ
け
、
そ
の
逢
瀬
の
現
実
性
は

み
ず
か
ら
の
心
中
に
お
い
て
さ
え
希
薄
に
な

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
」

と
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
心
情
で
い
る
男
の
も
と
に
、

女
か
ら
歌
が
届
け
ら
れ
た
。
女
の

「
君
や
こ
し
」
の
歌
は
、
女
自
身
も

昨
夜
の
事
に
対
し
て
曖
昧
で
あ
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
男
の
心
細

さ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
内
容
で
あ

っ
た
。
昨
晩
の
出
来
事
を
確
認
す

る
手
段
を
失

っ
た
男
は
、
絶
望
感
を
味
わ
い
、
激
し
く
泣
い
て
い
る
と

解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
泣
く
理
由
は
と
も
か
く
と
し
、
こ

こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
『
伊
勢
物
語
』
が

「伊
勢
の
斎
宮
と
の
逢
瀬
」

と
い
う
出
来
事
よ
り
も
、
女
と
の
贈
答
歌
、
そ
れ
に
伴
う
昔
男
の
泣
く

姿

へ
と
場
面
を
収
束
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
重
傍
線

部
で
示
さ
れ
る
泣
く
姿
は

『古
今
集
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
出
来
事
の

詳
細
を
語
る
の
で
は
な
く
、
泣
く
場
面

へ
と
収
敏
し
よ
う
と
す
る

『
伊

勢
物
語
』
の
意
図
が
六
十
九
段
に
お
い
て
も
確
認
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
八
十
四
段
で
も
そ
の
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
身
は
い
や
し
な
が
ら
、
母
な
む
宮
な

り
け
る
。
そ
の
母
、
長
岡
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
住
み
給
ひ
け
り
。
子

は
京
に
宮
仕

へ
し
け
れ
ば
、
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
、
し
ば
し
ば
え

ま
う
で
ず
。
洲
Ｊ

つ‐∃
劃
期
測
劇
耐
副
測
翻
「
酬
Ｊ

力ゝ―
司
引
引
ｕ

給
ひ
け
り
。
さ
る
に
、
十
二
月
ば
か
り
に
、
と
み
の
こ
と
と
て
、

御
ふ
み
あ
り
。
お
ど
ろ
き
て
見
れ
ば
、
歌
あ
り
。

老
い
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
れ
の
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
い
よ
見
ま

く
ほ
し
き
君
か
な

か
の
子
、
国
川
引
引
司
測
割
ｄ
よ
め
る
。

世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
な
く
も
が
な
千
代
も
と
い
の
る
人

の
子
の
た
め

『古
今
集
』
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

業
平
朝
臣
の
は
は
の
み
こ
長
岡
に
す
み
侍
り
け
る
時
に
、
な

り
ひ
ら
宮
づ
か

へ
す
と
て
時
時
も
え
ま
か
り
と
ぶ
ら
は
ず
侍

り
け
れ
ば
、
し
は
す
ば
か
り
に
は
は
の
み
こ
の
も
と
よ
り
と

み
の
事
と
て
ふ
み
を
も
て
ま
う
で
き
た
り
、
あ
け
て
見
れ
ば

こ
と
ば
は
な
く
て
あ
り
け
る
う
た
　
　
　
（よ
み
人
し
ら
ず
）

老
い
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
も
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
い
よ
見
ま
く
ほ
し

き
君
か
な

返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
ひ
ら
の
朝
臣

世
中
に
さ
ら
ぬ
別
の
な
く
も
が
な
千
世
も
と
な
げ
く
人
の
こ
の
た

め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
十
七

・
雑
上

・
九
〇
〇

。
九
〇

一
）

八
十
四
段
に
お
い
て
も
、
「
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
」
「
ひ
と

つ
子
に
さ

へ
あ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
状
況
説
明
を
交
え
る
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こ
と
に
よ
っ
て
、
哀
れ
み
を
深
め
た
物
語
世
界
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
男
が
泣
い
た
の
は
、
死
を

予
感
さ
せ
る
母
の
歌
を
読
ん
だ
結
果
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

贈
答
歌
に
お
い
て
、
相
手
の
歌
を
き

っ
か
け
と
し
て
泣
く
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
展
開
は
、
描
か
れ
て
い
る
出
来
事
は
異
な
る
も
の
の
、
六
十

九
段
と
同
様
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。
八
十
四
段
に
お
い
て
も
、
そ

の
よ
う
な
詠
歌
に
付
随
し
た
昔
男
の
泣
く
姿
で
章
段
を
閉
じ
よ
う
と
す

る

『
伊
勢
物
語
』
の
作
ら
れ
方
が
確
認
で
き
る
。

以
上
、
『古
今
集
』
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
『
伊
勢
物
語
』
に
は
激
し

く
泣
く
昔
男
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
章
段
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
も
そ

も

『
古
今
集
』
の
詞
書
全
体
を
見
渡
し
て
も
、
実
は

「泣
く
」
と
い
う

語
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
昔
男
の
泣
く
姿
が
見
ら

れ
る
の
は

『伊
勢
物
語
』
の
意
図
に
よ
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

物
語
で
あ
る

『
伊
勢
物
語
』
は
、
歌
集
で
あ
る

『古
今
集
』
と
異
な

り
、
男
の
悲
し
み
を
伝
え
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
り
、
そ
の
為
に
、
簡

潔
で
は
あ
る
も
の
の
、
男
の
心
情
吐
露
や
状
況
説
明
を
交
え
な
が
ら
物

語
を
進
め
、
最
後
に
激
し
く
泣
く
男
の
姿

へ
と
収
敏
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

四
　
歌
を
詠
む
前
に
泣
く
―
六
段
か
ら
―

さ
ら
に

『
伊
勢
物
語
』
の
虚
構
の
作
り
方
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る

六
段
を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を

経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と

暗
き
に
き
け
り
。
芥
川
と
い
ふ
川
を
率
て
い
き
け
れ
ば
、
草
の
う

へ
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、
「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
な
む
男
に
問
ひ

け
る
。
ゆ
く
さ
き
お
ほ
く
、
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
と
こ

ろ
と
も
知
ら
で
、
神
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降

り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば
奥
に
お
し
入
れ
て
、
男
、

弓
、
胡
線
を
負
ひ
て
、
戸
口
に
を
り
。
は
や
夜
も
明
け
な
む
と
思

ひ
つ
つ
ゐ
た
り
け
る
に
、
鬼
は
や

一
口
に
食
ひ
て
け
り
。
あ
な
や

と
い
ひ
け
れ
ど
、
神
鳴
る
さ
わ
ぎ
に
え
聞
か
ざ
り
け
り
。
や
う
や

０

例

０

自
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
と
き
露
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま

し
も
の
を

こ
れ
は
、
二
條
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
仕

う
ま

つ
る
や
う
に
て
ゐ
給

へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め

で
た
く
お
は
じ
け
れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
、

御
兄
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大
納
言
、
ま
だ
下
臓
に
て

内

へ
ま
ゐ
り
給
ふ
に
、
同
引
ｕ
引
測
ｑ
因
あ
る
を
聞
き

つ
け

て
、
と
ど
め
て
と
り
か
へ
し
給
う
て
け
り
。
そ
れ
を
か
く
鬼

と
は
い
ふ
な
り
け
り
。
ま
だ
い
と
若
う
て
后
の
た
だ
に
お
は

じ
け
る
時
と
や
。

今
西
祐

一
郎
氏
が

「六
段
の
核
心
は

「鬼
は
や

一
口
に
食
ひ
て
け



り
」
と
い
っ
た
伝
奇
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
（中
略
）
女
を
亡
く
し

た
男
の
哀
し
み
を
描
い
て
い
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
加
」
と
指
摘
さ

れ
た
通
り
、
六
段
で
も
悲
じ
む
昔
男
の
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

の

「
足
ず
り
を
し
て
泣
」
く
行
為
も
、
悲
じ
む
男
の
姿
を
よ
り
鮮
明
に

照
ら
し
出
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。
男
の
悲
し
み
を
描
い
て

い
る
章
段
に
お
い
て
、
そ
の
悲
し
み
を
よ
り
際
だ
た
せ
る
か
ら
こ
そ
、

ま
た
、
激
し
く
泣
く
姿
に
よ
っ
て
場
面
を
閉
じ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
六
段
の
核
心
が
今
西
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
読
み

取
れ
る
の
で
あ
る
。

所
謂
後
人
注
と
い
わ
れ
る
解
説
部
分
に
も

「泣
く
」
と
い
う
語
は
見

ら
れ
る
が
、
泣
い
て
い
る
の
は
連
れ
去
ら
れ
た
女
で
あ
る
。
解
説
部
分

に
は
男
の
泣
く
姿
は
見
ら
れ
な
い
。
物
語
部
分
で
は
女
の
泣
く
姿
は
見

ら
れ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
男
の
泣
く
姿
は
描
か
れ
て
い
る
。
先
に
見

た
よ
う
に
、
『伊
勢
物
語
』
の
語
り
方
は
出
来
事
よ
り
も
、
男
の
悲
じ

み
を
描
く
物
語
展
開
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
六
段
に
お
い
て
も
、
解

説
部
分
で
女
が
泣
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
き
な
が
ら
も
、
物
語
部
分
で

は
男
の
泣
く
姿
に
収
敏
さ
せ
る
物
語
構
成
に
よ

っ
て
、
男
の
悲
し
み
を

語
り
だ
そ
う
と
す
る
方
が
事
実
よ
り
も
重
要
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
も
、
泣
く
姿
で
物
語
が
収
東
す
る
物
語
構
成
が
確
認
で
き
よ

う
。

五
　
八
十
三
段
後
半
部
の
再
検
討

昔
男
の
泣
く
姿
で
章
段
を
閉
じ
る
物
語
構
成
に
よ
り
、
『伊
勢
物
語
』

は
昔
男
の
大
き
な
悲
し
み
を
語
り
出
そ
う
と
す
る
方
法
を
採

っ
て
い
る

こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
も
う

一
度

八
十
三
段
後
半
部
を
詳
細
に
鑑
賞
し
て
み
た
い
。

か
く
し

つ
つ
ま
う
で
仕
う
ま

つ
り
け
る
を
、
①
思
ひ
の
ほ
か
に
、

御
髪
お
ろ
し
給
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
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と

た
か
し
。
し
ひ
て
御
室
に
ま
う
で
て
拝
み
た
て
ま

つ
る
に
、
②

つ

れ
づ
れ
と
、
い
と
も
の
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
え
け

り
。
③
さ
て
も
さ
ぶ
ら
ひ
て
し
が
な
と
思

へ
ど
、
公
事
ど
も
あ
り

け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は
で
、
夕
暮
に
か
へ
る
と
て
、

④
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
お
も
ふ
思
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君

を
見
む
と
は

と
て
な
む
測
劇
測
釧
来
に
け
る
。

惟
喬
親
王
の
出
家
に
際
し
て
の
昔
男
の
衝
撃
は

一
語
で
簡
単
に
語
ら

れ
て
い
る
が

（①
）、
親
王
と
昔
男
の
二
人
の
関
係
が

一
変
す
る
出
来

事
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
衝
撃
が
大
き
い
も
の
で
あ

っ
た
と
伺

い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
こ
の
衝
撃
を
引
き
ず
る
よ
う
な
語

り
は
な
い
。
②
の

「
も
の
が
な
し
」
い
主
体
も
親
王
で
あ
り
、
昔
男
の

様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
昔
男
の
心
情
は
、
②
の
よ
う
な
親
王
の
様

子
を
目
に
し
、
音
の
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
て
語
り
合

っ
た
時
に
、
③

「
さ
ぶ
ら
ひ
て
し
が
な
」
で
吐
露
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「公

事
ど
も
」
が
あ
る
の
で
叶
わ
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
常
に



過
去
を
回
想
す
る
昔
男
が
描
か
れ
て
い
る
。

①
で
示
さ
れ
た
出
家

へ
の
衝
撃
と
、
そ
れ
で
も
仕
え
た
い
と
い
う
②

の
心
情
に
よ
り
、
過
去
を
強
く
回
想
す
る
人
物
と
し
て
再
設
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
出
家
前
の
親
王
と
の
交
流

へ
の
懐
古
に
根
ざ
し
た

「忘
れ
て

は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
」
の
歌
も
、
強
い
懐
旧
の
念
の
表
れ
と
な
り
、
こ
の

一
首
に
お
い
て
場
面
は
最
高
潮
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
。
そ
の
場
面

に
付
随
し
て

「泣
く
」
と
い
う
語
が
位
置
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
強
く

回
想
し
て
も
、
そ
の
過
去
は
戻
ら
な
い
悲
し
み
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
八
十
三
段
で
は
、
親
王
の
出
家
に
際
し
て
の
昔
男
の
悲
し

み
を
描
い
て
は
い
る
が
、
そ
の
悲
し
み
の
対
象
を
細
か
に
語

っ
た
り
、

常
に
悲
し
み
続
け
る
昔
男
を
描
い
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
は
少

な
く
と
も
、
要
所
で
昔
男
の
心
情
吐
露
を
交
え
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら

に
過
去
を
強
く
回
想
す
る
姿
を
描
き
出
し
、
最
後
に
泣
く
場
面
で
閉
じ

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
懐
旧
し
て
も
戻
ら
な
い
過
去
を
悲
じ
む
昔
男
の
姿

を
描
く
形
で
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物
語
構
成
の
在
り

方
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
特
徴
で
あ
り
、
昔
男
の
泣
く
姿
で
閉
じ
る
章

段
は
、
泣
き
方
の
表
現
、
「泣
く
」
と
い
う
語
の
配
置
に
統

一
が
見
ら

れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
が
、
そ
の
位
置
付
け
は

一
様
で
あ

っ
た
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
八
三
段
に
あ

っ
て
、
泣
く
場
面
と
は
、
た
し
か
に
、
親
王
の
出

家
を
悲
じ
む
姿
と
し
て
全
体
を
貫
く
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は

「昔
男
の
切
な
る
心
の
表
れ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
泣
く
姿

へ
物
語
を
収
敏
さ
せ
る
と
い
う

『
伊
勢
物
語
』
独
自

の
物
語
構
成
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
『
伊
勢
物
語
』
に
描
か
れ
た
激
し
く
泣
く
昔
男
の
姿
を
辿
り

見
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
姿
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の

か
、
ま
た
、
個
々
の
章
段
の
主
題
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
く
る
の
か

を
見
定
め

つ
つ
、
「泣
く
姿
」
に
よ

っ
て
、
こ
の
物
語
の
新
た
な
構
造

を
提
示
し
て
き
た
。

片
桐
氏
が

「
『
伊
勢
物
語
』
の
中
核
を
な
す
章
段
が
、
過
ぎ
去

っ
た

世
界

へ
の
回
想

・
懐
古
を
軸
に
し
て
か
か
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
章
段
は
、
い
ず
れ
も

『
伊
勢
物
語
』
の

中
核
を
な
す
章
段
で
あ

っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
に
過
去
を
懐
旧
し
、
激
し
く

悲
じ
む
昔
男
の
姿
は
、
「泣
く
」
と
い
う
姿
に
よ

っ
て
閉
じ
ら
れ
る
と

い
う
共
通
の
物
語
構
成
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
は
、

男
の
悲
し
み
の
対
象
を
細
か
に
語
る
こ
と
よ
り
も
激
し
く
泣
き
悲
じ
む

昔
男
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
泣
く
姿

へ
と
物
語
を
収
敏
さ
せ
て
い
く

方
法
に
よ
っ
て
、
新
し
い
架
空
の
詠
作
事
情
を
作
り
上
げ
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

注（１
）山
本
登
朗
氏

「和
歌
の
解
釈
と
物
語
―
伊
勢
物
語
の
方
法
―
」
翁
伊
勢
物

語
論
　
文
体

・
主
題

・
享
受
』
笠
間
書
院

・
二
〇
〇

一
年
）
七
〇
頁
。
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（２
）
前
掲

（１
）
参
照
。

（３
）
『伊
勢
物
語
』
全
百
二
十
五
段
中
、
激
し
く
泣
く
昔
男
の
姿
は
、
四
段

・

六
段

。
二
十

一
段

・
六
十
九
段

・
八
十
三
段

・
八
十
四
段
に
見
ら
れ
る
が
、

本
稿
で
は
激
し
く
泣
く
姿
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
章
段
に
限
定
し
考
察
を
加
え

る
こ
と
と
し
た
い
。

（４
）
片
桐
洋

一
氏
は
、
『古
今
集
』
で
の

「
い
と
も
の
か
な
し
」
い
主
体
を
以

下
の
理
由
に
よ
り
親
王
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。

『伊
勢
物
語
』
（定
家
本
）
第
八
三
段
で
は

「
つ
れ
づ
れ
と
い
と
物
か
な

し
く
て
ヨ
ーまｌ
ｄ
劃
ｄ

ｌナ‐
利
潤
、
～
」
と
あ

つ
て
、
「
つ
れ
づ
れ
と
い
と

物
か
な
し
く
て
帰
り
ま
う
で
来
て
～
」
と
あ
る
だ
け
で
主
語
が
な
い
の

で
解
し
難
い
。
せ
っ
か
く
訪
ね
て
来
た
業
平
が

「
つ
れ
づ
れ
と
し
て
」

い
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
「
つ
れ
づ
れ
と
し
て
い
と
物
か
な
し
く
て
」

は
、
親
王
の
こ
と
と
す
る
ほ
か
な
い
が
、
言
葉
足
ら
ず
と
い
う
そ
し
り

は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

（片
桐
洋

一
著

『古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
講
談
社

。
一
九
九
八
年
）

し
か
し
、
竹
岡
正
夫
氏
は
、
「
も
の
か
な
し
く
て
」
は

「物
悲
し
げ
に
て
」

と
で
も
あ
れ
ば
親
王
の
様
子
に
な
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
業
平
の
主
観
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。
」
（竹
岡
正
夫
著

『古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
右
文
書
院

。
一

九
七
六
年
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
全
集

『古
今
和
歌
集
』
の
口

語
訳
も

「親
王
は
所
在
な
い
ご
様
子
だ
っ
た
の
で
、
私
は
な
ん
と
な
く
大
変

悲
し
く
て
」
と
あ
り
、
「
つ
れ
づ
れ
と
し
て
」
の
主
体
は
親
王
で
あ
る
と
し

て
い
る
も
の
の
、
「
も
の
か
な
し
」
い
の
は
業
平
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

（５
）前
掲

（４
）
片
桐
洋

一
著

『古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
参
照
。

（６
）竹
岡
正
夫
著

『伊
勢
物
語
全
評
釈
』
右
文
書
院

。
一
九
八
七
年

（７
）片
桐
洋

一
氏
は

「第
八
十
二
段
や
第
八
十
三
段
前
半
で
は
夜
を
徹
し
て
歓

談
し
た
の
に
、
今
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。
痛
恨
の
極
み
と
は
こ

れ
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
こ
と

「思
ひ
き
や
」、
思
い
も
し
な
か

っ

た
よ
と
泣
く
の
で
あ
る
。
泣
き
な
が
ら
帰
る
の
で
あ
る
。
（中
略
）
す
べ
て

の
も
の
が
移
ろ
い
ゆ
く
の
を
見
る
悲
し
み
が
こ
の

一
首
に
お
い
て
爆
発
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
」
と
、
泣
く
男
の
姿
に
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
泣

く
行
為
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（片
桐
洋

一
編

『鑑
賞
日
本
古
典
文
学
　
伊
勢
物
語

。
大
和
物
語
』
角
川
書

店

。
一
九
七
五
年
）
二
〇
六
、
二
〇
七
頁
。

（８
）前
掲

（７
）

一
六
四
頁
。

（９
）片
桐
洋

一
氏
は

「大
胆
な
推
定
、
大
胆
な
解
釈
だ
が
、
原
初
形
態
の

『伊

勢
物
語
』
は

『古
今
集
』
と
同
様
に
、
こ
の
贈
答
で
終
わ
っ
て
い
て
、
後
の

「
か
ち
人
の
…
…
」
の
連
歌
を
中
心
と
す
る
場
面
は
な
か

っ
た
と
思
う
。
」

（前
掲

（７
）

王
ハ
五
頁
）
と
、
六
九
段
が
本
稿
に
引
用
し
た
贈
答
歌
で
終

わ
る
こ
と
を
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
六
十
九
段
の

「泣
く
」
は

場
面
の
閉
じ
目
で
は
な
く
、
段
末
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
物
語
が

「泣

く
」
に
収
敏
し
て
い
く
語
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
用
例
と
な
ろ

う

。

（１０
Ｘ
ハ
段
は
、
『伊
勢
物
語
』
自
身
が
、
補
注
と
い
う
形
式
で
現
実
の
出
来
事

（実
際
は
こ
の
部
分
も
虚
構
で
あ
る
の
だ
が
）
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
『伊

勢
物
語
』
の
物
語
部
分
の
作
ら
れ
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
１１
）
今
西
祐

一
郎
氏

「伊
勢
物
語

。
恋
と
死
」
翁
国
文
学
』
二
四
―

一
。
一
九

七
九
年

一
月
）

（‐２
）六
段
末
尾
の
解
説
部
分
は
、
『伊
勢
物
語
童
子
間
』
の

「後
人
の
筆
」
や
、

『伊
勢
物
語
古
意
』
の

「本
文
と
同
筆
な
ら
ぬ
事
は
明
ら
け
し
」
に
よ
り
、

後
人
の
筆
に
よ
る
注
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
部
分
は
い
わ
ば

『伊

勢
物
語
』
自
身
の
種
明
か
し
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
現
在
で
は
有
力
で
あ

２
り
。
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（‐３
）
「忘
れ
て
は
」
の
解
釈
に
、
親
王
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
成
り
行
き

。
事

情
を
忘
れ
て
は
、
と
解
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
八
十
三
段
後
半
部
の
解
釈
に

政
治
的
背
景
を
重
ね
て
読
み
と
く
結
果
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
単
な
る
親

王
の
現
状
を
指
す
と
解
す
る
。

（‐４
）
『伊
勢
物
語
』
と
同
じ

「歌
物
語
」
で
あ
る

『大
和
物
語
』
で
も
、
激
し

く
泣
く
姿
は
随
所
に
描
か
れ
て
い
る
。
例
と
し
て

『伊
勢
物
語
』
八
十
三
段

同
様
に
、
泣
き
な
が
ら
帰
る
姿
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る

『大
和
物
語
』
百

一
段

末
尾
を
挙
げ
て
お
く
。

（近
江
守
公
忠
が
）
五
条
に
ぞ

（季
縄
の
）
少
将
の
家
あ
る
に
い
き

つ

き
て
見
れ
ば
、
い
と
い
み
じ
う
さ
わ
ぎ
の
の
し
り
て
、
門
さ
し
つ
。
死

ぬ
る
な
り
け
り
。
消
息
い
ひ
入
る
れ
ど
、
な
に
の
か
ひ
な
し
。
い
み
じ

う
悲
し
く
て
、
泣
く
泣
く
か
へ
り
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
（百

一
段
）

季
縄
少
将
と
の
突
然
の
死
別
に
、
公
忠
は

「泣
く
泣
く
」
と
激
し
く
泣
い
て

い
る
が
、
こ
れ
は
波
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
悲
し
み
に
よ
る
姿
で
あ
り
、

『伊
勢
物
語
』
の
よ
う
に
和
歌
に
付
随
し
た
姿
で
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、

懐
旧
に
根
ざ
し
た
和
歌
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
泣
く
姿
へ
と
収
束
す
る
物
語

構
成
は

『
伊
勢
物
語
』
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

（‐５
）
前
掲

（７
）
二
〇
四
頁
。

（き
の
し
た

。
み
か
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）




