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「
ゐ
あ
か
す
」
恋

『
伊
勢
物
語
』
二
段
考

川

原

田

祐

子

『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
の
歌

「起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し

て
は
春
の
物
と
て
な
が
め
暮
ら
し

つ
」
は
、
同
時

に

『古
今
和
歌
集
』

巻
第
十
三
恋
歌
三
巻
頭
歌
で
も
あ
る
。

む
か
し
、
お
と
こ
有
け
り
。
な
ら
の
京
は
離
れ
、
こ
の
京
は
人

の

家
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
け
る
時
に
、
西
の
京
に
女
あ
り
け
り
。
そ

の
女
、
世
人
に
は
ま
さ
れ
り
け
り
。
そ
の
人
、
か
た
ち
よ
り
は
心

な
ん
ま
さ
り
た
り
け
る
。
ひ
と
り
の
み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
、
そ

れ
を
か
の
ま
め
男
、
う
ち
物
語
ら
ひ
て
、
帰
り
来
て
、
い
か
ゞ
思

ひ
け
ん
、
時
は
三
月
の
つ
い
た
ち
、
雨
そ
を
ふ
る
に
遣
り
け
る
。

起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
は
春
の
物
と
て
な
が

め
暮
ら
し

つ

(『伊
勢
物
語
』
第
二
段
)

弥
生
の

一
日
よ
り
、
忍
び
に
人
に
も
の
ら
言
ひ
て
後
に
、
雨

の
ぞ
ほ
降
り
け
る
に
、
よ
み
て
、
遣

は
し
け
る在

原
業
平
朝
臣

起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
は
春
の
物
と
て
な
が
め
暮

ら
し

つ

(『古
今
和
歌
集
』
六

一
六
番
)

『伊
勢
物
語
』
が
、
春
雨
の
季
節
に
忍
ぶ
恋

の
相
手
に
逢
瀬
の
後
歌

を
贈

っ
た
と
い
う
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
白

で
あ
ろ

う
。

で
は
、
そ
の
明
白
な
状
況
の
核
で
あ
る
こ
の
歌
の

「起
き
も
せ
ず

寝
も
せ
で
」
と
は
具
体
的
に
ど
ん
な
状
態
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

『古
今
和
歌
集
』
の
歌
の
詞
書
か
ら
は
、
「弥
生
の

一
日
」
「雨
」
降

る
頃

「
人
」

に
歌
を
贈

っ
た
と
い
う
こ
と
が
看
取
で
き
る
が
、
詠
み
贈

ら
れ
た
歌
の
実
態
は
曖
昧
で
、
細
部
に
至
る
ま

で
詳
ら
か
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
『伊
勢
物
語
』
や

『古
今
和
歌
集
』
詞
書
が
伝
え
る
の
は
歌

が
贈
ら
れ
た
状
況
で
あ
り
、
恋
が
成
就
し
た
後

の
逢
え
な
い
欝
屈
を
伝
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え
る
歌
な

の
か
、
未
だ
逢
瀬
さ
え
遂
げ
ら
れ
な
い
煩
悶
を
訴
え
る
歌
な

の
か
す
ら
、
歌
だ
け
見
て
は
判
然
と
し
な
い
。

こ
の
歌
は
、
あ
え
て
そ
う
し
た
、
い
ず
れ
と
も
と
れ
る
詠
み
ぶ
り
の

も
と
に
詠
ま
れ
、
当
事
者
以
外
に
は
歌
の
真
意
を
汲
み
取
れ
な
い
よ
う

仕
立
て
た
も
の
と
い
う
解
釈
は
、
平
安
朝
に
お
け
る
し
た
た
か
な
恋
愛

感
覚
ま
た
社
会
感
覚
を
端
的
に
摘
出
し
た
指
摘
と
い
え
よ
う
が
、

で

は
、
業
平
以
後
こ
の
歌
は
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

時
代
は
下
る
が
、
『伊
勢
物
語
』
注
釈
書
類
も
、
こ
の
歌
句
そ
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
「お
き
て
あ
か
し

つ
る
や
ら
ん
。
ふ
し
て
あ
か
し

つ
る
や

ら
ん
」
ま
た

「
ぬ
る
と
も
な
く
お
く
る
と
も
な
く
て
」
と
解
す
に
止
ま

り
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
、
ど
う
い
う
状
況
下
を
指
す
の
か
に
は

言
及
し
な

い
。

鳥
、
お
き
も
せ
ず
ね
も
せ
で
よ
る
を
あ
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て

な
が
め
く
ら
し

つ
、
と
い
へ
り
。
な
に
と
よ
め
る
寄
ぞ
。

風

、
こ
の
寄
、
世
間
に
は
さ
か
さ
ま
に
申
な
す
と
か
や
。
ゆ
ゝ
し

き
ひ
が
事
也
。
た
ゞ
春
の
夜
は
さ
ら
で
だ
に
、
あ
け
や
す
き
も
の

と

き

ゝ
な

ら

ひ
た

る

に
、

と

し

ご

ろ
月

ご

ろ
、

心

つ
く

し

た

る
人

に
か

ら

う

じ

て

は
じ

あ

て
あ

ひ

つ
れ

ば

、

い
と

ゞ
ふ

す

ほ
ど

も

な

く

、

あ

へ
な

く

お

き

て
あ

か

し

つ
る
や

ら

ん

。

ふ

し

て
あ

か

し

つ

る

や
ら

ん
。

あ

ま

り

の
あ

や
な

き

に
お

ぼ

え

ず

と

也
。

春

の
も

の

と

は
、

こ

の

は

る

さ
あ

の
ふ

る
を

み

て
よ

あ

り

。

な

が

め

く

ら

し

つ
と

い

ふ

ご

ゝ
ろ
を

寄

の
な

ら

ひ

に

て
、

な

が

あ

く

ら

し

つ
と
、

秀

句

に

よ
め

る
也

。

又

し

た

に
お

も

へ
る
心

は

、

夜

は

き

は

め

て

あ

け

や
す

か

り

つ
る

に
、

も

し

又
、

よ

さ

り

の

ひ

ま
を

も

見

べ
き

に
、
け

ふ

の
日

の
な

が

く

て

く

れ

が

た

け
れ

ば

、
夜

の
み

じ

か

く

、

日

の
な

が

き

を

、

春

の
な

ら

ひ

と

思

な

が

ら
、

な
げ

き

く

ら
す

そ

と

よ
め

る
也

。

(『
書
陵
部
本
和
歌
知
顕
集
』
)

(傍
線

は
引

用
者

に
よ
る
。
以
下
同
)

お

き

も

せ

ず

ね

も

せ

で

心

は
、

只

ぬ

る

と
も

な

く

お

く

る
と

も

な
く
て
夜
を
ば
あ
か
し
て
、
ひ
る
は
又
春

の
な
ら
ひ
の
な
が
め
く

ら
し
た
る
さ
ま
也
。
長
雨
し
く
ら
し
た
る
心
も
こ
も
る
べ
し
。
是

業
平
の
寄
の
さ
ま
也
。
前
の
言
葉
を
よ
く
工
夫
し
て
思
ふ
べ
し
。

(注

6
)

余
情
無
限
者
也
。

(『伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』)

こ
の
態
度
は
、
『伊
勢
物
語
』
現
行
注
も
変
わ
ら
な
い
。

ま
た
、
『古
今
和
歌
集
』
現
行
注
の

一
つ
は
、
こ
の
歌
は

「契
り
を
結

(注

7
)

ん
で
後
に
な
お
慕

い
思
う
歌
」
と
し
て
解
す

が
、
果
た
し
て
本
当

に

「契
り
を
結
ん
で
後
に
逢
え
な
い
で
恋

い
慕
い
苦
し
む
歌
」
な
の
か
否

か
は
、
詞
書
ま
た

『伊
勢
物
語
』
の
本
文
か
ら
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。

し
か
し
、
こ
こ
に

一
つ
、
「
お
き
も
せ
ず
」
歌

を
後
の
平
安
人
が
ど
う

理
解
し
た
か
を
示
す
例
が

『
高
光
集
』

に
あ
る
。

あ
る
人
む
す
め
に
も
の
が
た
り
す
る
ほ
ど
に
、
女
の
お
や
あ

さ
ま
し
と
て
も
ろ
と
も
に
ゐ
あ
か
し

て
の

つ
と
あ
て
か
へ
り

て

こ
ひ
や
せ
む
わ
す
れ
や
し
な
む
ぬ
と
も
な
く
ね
ず
と
も
な
く
て
あ

か
し

つ
る
か
な

女
の
は
は
か

へ
し

一14一



ぬ
と
も
な
く
ね
ず
と
も
な
く
て
あ
か
す
夜
を
恋
も
な
ご
ひ
そ
さ
ら

ば
わ
す
れ
ね

(『高
光
集
』
三
二
・
三
一二
番
)

こ
の
二
首
の
歌
か
ら
は
、
女
に
逢
い
に
い
っ
た
際
母
親
が
と
も
に
そ

こ
に

「ゐ
あ
か
し
」
た
た
め
、
二
人
の
逢
瀬
は
成
ら
な
か

っ
た
状
況
が

看
取
さ
れ
る
。
そ
こ
で
男
は
、
女
に
逢
え
た
こ
と
は
逢
え
た
が
、
そ
の

母
親
同
伴

と
い
う
奇
妙
な
夜
を
指
し
て
、
「ぬ
と
も
な
く
ね
ず
と
も
な

く
」
と
表
現
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
母
も
、
そ
の
歌
句
を
そ
の

ま
ま
返
歌

に
取
り
入
れ
て
、
男
と
応
酬
し
て
い
る
。
こ
の
贈
答
歌
か
ら

考
え
る
と
、
「
ぬ
と
も
な
く
ね
ず
と
も
な
く
」
と
い
う
の
は
、
逢

っ
た
が

恋
の
成
就

に
は
至
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

藤
原
高
光
は
天
慶
三

(049
)
年
生
～
正
暦
五

(脳
)
年
没
で

『高
光

集
』
の
成
立
は

『
伊
勢
物
語
』
『古
今
和
歌
集
』
に
先
ん
ず
る
こ
と
は
な

い
の
で
、

こ
の
三
二

・
三
三
番
歌
は
こ
れ
ら
二
者
以
後
の
詠
で
あ
る
。

業
平
歌
の

「お
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
」
を
逐
語
的
に
引
く
わ
け
で
は
な

い
も
の
の
、
「
ぬ
と
も
な
く
ね
ず
と
も
な
く
」
と
い
う
表
現
は
、
実
質
的

に
は
こ
の
業
平
歌
の
歌
句
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
『高
光
集
』
の
贈
答
歌
か
ら
は
、
女
の
母
親
が

「も
ろ
と
も
に
ゐ
あ
か
し
て
」
恋
の
障
害
と
な
り
、
逢
瀬
が
成
立
し
な

か

っ
た
こ
と
が
譜
誰
味
を
帯
び
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
表
現
が
、
『
伊
勢

物
語
』
歌

に
近
似
す
る
点
を
考
え
る
と
、
『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
お
よ
び

『古
今
和
歌
集
』
六

一
六
番
歌
の
内
実
は
と
も
か
く
、
そ
れ
以
後
の
平

安
人
に
と

っ
て
、
「
お
き
も
せ
ず
」
歌
は
、
相
手
に
逢

っ
た
が
恋
の
成
就

に
は
至
ら
な
か

っ
た
と
き
の
歌
と
解
さ
れ
た
時
期
が
あ

っ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
『高
光
集
』
以
外
の
同
時
代
の
作
品
に
お
い
て
は
、
女
の
元
で

「
ゐ
あ
か
し
」
た
ま
ま
夜
を
明
か
し
た
と
い
う
例
に
ど
の
よ
う
な
場
合

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

二

 

そ

れ

は
、

例

え

ば

次

の
よ

う

な
情

景

と

し

て
描

か

れ

る
。

そ

の

ひ
と

(「
少
将

の
お
も
と
」
と
い
う
女
房
)
と
、
な

か

の
た

い

の
あ
ら
は
な
る
に
ゐ
あ
か
し
て
、
あ
さ
ぼ
ら
け
に
つ
ま
ど
を

お
し
あ
け
た
る
に
、
そ
ら
の
け
し
き
も
を
か
し
う
て
、
人
の

か
た
ち
も
を
か
し
う
見
え
け
れ
ば

あ
ま
の
と
を
我
が
た
め
に
と
は
さ
さ
ね
ど
も
あ
や
し
く
あ
か
ぬ
こ

こ
ち
の
み
し
て

(『実
方
集
』
八
五
番
)

詞
書
の

「あ
ら
は
な
る
に
」
は

「
人
の
目
に

つ
く
所
」

で
あ
り
、
女

と

一
晩
中
そ
こ
に
座

っ
て
過
ご
し
た
状
況
が
示
さ
れ
る
。
女
と

「
ゐ
あ

か
し
て
」
迎
え
た
朝
ぼ
ら
け
の
景
色
と
、
そ
の
光
景

の
な
か
照
ら
し
出

さ
れ
る
女
の
容
貌
の
幻
想
的
な
美
し
さ
が
こ
こ
で
の
眼
目

で
あ
る
。

ま
た
、
『枕
草
子
』
は
次

の
よ
う
な
場
面
を
描
く
。

す
く
よ
か
な
る
は
、
「夜
ふ
け
ぬ
。
御
門
あ

や
う
か
な
り
」
な
ど
笑

ひ
て
出
で
ぬ
る
も
あ
り
。
ま
こ
と
に
心
ざ

し
こ
と
な
る
人
は
、
「
は

や
」
な
ど
あ
ま
た
ゝ
び
や
ら
は
る
れ
ど
、
猶
ゐ
あ
か
せ
ば
、
た
び

一15「



く

見

あ

り

く

に
、

あ

け

ぬ

べ
き

け

し

き

を
、

い

と

め
づ

ら

か

に

思

て
、

「
い

み
じ

う

、
御

門

を

、

こ
よ

ひ
、
ら

い
さ

う

と

あ

け

ひ

ろ

げ

て
」

と

聞

え

こ

ち

て
、

あ

ぢ

き

な

く
暁

に
ぞ

さ

す

な

る

は
、

い

か

ゞ
は

に
く

き

を

、

親

そ

ひ
ぬ

る

は
、

猶

さ

ぞ

あ

る
。

ま

い

て
、

ま

こ
と

の
な

ら

ぬ

は

い
か

に
思

ら

む

と

さ

へ
、

つ
ゝ
ま

し
。

せ

う

と

の
家

な

ど

も

、

け

に
く

き

は

さ

ぞ

あ

ら

む
。

夜

中

、
暁

と

も

な

く
、
門

も

い

と
心

か

し

こ

う
も

も

て
な

さ
ず

、

な
に
の
宮
、
内
わ
た
り
、
殿
ば
ら
な
る
人
ぐ

も
出
で
あ
ひ
な
ど

し
て
、
格
子
な
ど
も
あ
げ
な
が
ら
冬
の
夜
を
ゐ
あ
か
し
て
、
人
の

出
で
ぬ
る
の
ち
も
、
見
い
だ
し
た
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。
有
明

な
ど

は
、
ま
し
て
い
と
め
で
た
し
。
笛
な
ど
ふ
き
て
出
で
ぬ
る
な

ご
り

は
、
い
そ
ぎ
て
も
ね
ら
れ
ず
、
人
の
う

へ
な
ど
も
い
ひ
あ
は

せ
て
、
歌
な
ど
か
た
り
き
く
ま
ゝ
に
、
寝
い
り
ぬ
る
こ
そ
、
を
か

し
け
れ
。

(
一
七
二
段

「宮
仕
人
の
里
な
ど
も
」)

里
下
が
り
し
た
女
房
を
訪
ね
た
男
が

「
ゐ
あ
か
し
」
門
が
鎖
せ
な
い

た
あ
男
の
帰
り
を
急
か
す
親
や
門
番
の
様
子
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し

て
、

厳
し
く
戸
締
ま
り
も
せ
ず
格
子
を
上
げ
て

「
ゐ
あ
か
し
」
、
男
が

去

っ
た
後
も
そ
の
余
韻
を
楽
し
む
の
が
よ
い
と
す
る
理
想
を
掲
げ
る
。

人
と

「
ゐ
あ
か
し
」
た
夜
明
け
の
素
晴
ら
し
さ
を
称
揚
す
る
の
は

『実

方
集
』
と
相
通
じ
る
感
覚
で
も
あ
り
、
「
ゐ
あ
か
す
」
男
女
の
情
感
を
示

唆
す
る
好
個
の
例
と
い
え
よ
う
。

よ
ゐ
も
や
す
ぎ
ぬ
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
沓
の
を
と
ち
か
う
き
こ

ゆ
れ
ば
、
あ
や
し
と
見
い
だ
し
た
る
に
、
時
ぐ

か
や
う
の
を
り

に
、
お

ぼ

え

な

く

見

ゆ

る
人

な

り

け

り
。
「
今

日

の
雪

を

、
い

か

に

と
思

や

り
き

こ
え

な

が

ら

、

な

で
ふ

事

に
障

り

て
、

そ

の
所

に

く

ら

し

つ
る
」
な

ど

い
ふ
。
「
今

日

こ

ん
」
な

ど

や

う

の
す

ぢ

を

ぞ

い

ふ

ら

む

か
し

。

昼

あ

り

つ
る

こ
と

ど

も

な

ど

う

ち

は

じ

あ

て
、

よ

う

つ

の

こ
と
を

い

ふ
。

円

座

ば

か

り

さ

し

い

で
た

れ

ど
、

か

た

つ

か

た

の

足

は
下

な

が

ら

あ

る

に
、

鐘

の
を

と

な

ど

も

聞

ゆ

る

ま

で
、

内

に
も

外

に
も

、

こ

の

い
ふ

こ
と

は

あ

か

ず

ぞ

お

ぼ

ゆ

る
。

あ

け

ぐ

れ

の

ほ

ど

に
返

と

て
、
「
雪

な

に

の

や
ま

に
み

て
り

」
と

諦

し

た

る

は
、

い

と
を

か

し

き

物

也

。

女

の
か

ぎ

り

し

て
は
、

さ

も

え

居

あ

か

さ
ざ

ら

ま
し

を

、

た

ゴ
な

る
よ

り

は

を

か

し

う

、

す

き

た

る

あ

り

さ

ま

な

ど

い

ひ
あ

は
せ

た

り

。

(
一
七

四
段

「
雪

の
い
と
高
う
は
あ
ら

で
」
)

こ

の
例

は
、

文

脈

か

ら

は
女

達

の
語

ら

い

の
場

に
来

訪

し

た

男

の
風

流

ぶ

り

を

描

く

よ

う

に
取

れ

る

た
め

、

恋

人

同

士

の
場

合

と

は

い
さ

さ

か

異

な

る

が
、

互

い

に
話

の
尽

き

な

い
親

密

さ
か

ら

、

そ

の
応

用

編

と

考

え

て
よ

か

ろ

う
。

そ
し

て
時

代

が

や

や
下

る

と
、

業

平

歌

を

意

識

し

た

か

と

思

わ

れ

る

詠

作

が

出

現

す

る
。

夜

ご

と

に
す

の

こ
に

ゐ
あ

か
す

を

見

い

る

る

こ
と

も

な

け

れ

ば

、

か

へ
り

て
、

つ
と

め

て

お

き

て
ふ

し

ふ

し

て
は

な
き

ぞ
あ

か
し

つ
る
あ

は
れ

や

す

ぐ

や

人

は
ね

つ
ら

ん

か

へ
し

「16「



帰
り

つ
る
ほ
ど
は
い
ぬ
る
と
み
え

つ
る
を
い
つ
の
ま
に
か
は
お
き

て
ふ
し

つ
る

風
ふ
き
雨
ふ
る
夜
、
れ
い
の
す

の
こ
に
ゐ
あ
か
し
て
か

へ
り

つ
と
め
て

わ
た

つ
み
に
よ
は
と
も
い
は
ず
世
を
す
ぐ
す
あ
ま
の
を
ぶ
ね
も
か

く
は

こ
が
れ
じ

か

へ
し

こ
が
る
ら
む
を
ぶ
ね
も
な
み
に
し
つ
む
と
て
あ
ま
夜
の
風
の
吹
き

も
き
え

つ
る

(『赤
染
衛
門
集
』
三
四
一
～
三
四
四
番
)

三
四

一
～
三
四
四
番
歌
の
う
ち
、
特

に
三
四

一
・
三
四
二
番
歌
は
業

平
の

「お
き
も
せ
ず
」
歌
を
直
接
的
に
髪
髭
と
さ
せ
る
。
三
四

一
番
歌

を
構
成
す

る

「お
き
」
「
ふ
し
」
「あ
か
し
」
、
そ
し
て
そ
れ
を
承
け
る
三

四
二
番
歌
を
見
る
に
、
こ
れ
ら
の
歌
の
世
界
は
業
平
歌
を
下
敷
き
に
し

た
認
識
の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
す
る

と
、
『
赤
染

衛
門
集
』

の
歌
は

『高
光
集
』
歌
の
例
と
合
わ
せ
て
、
「
ゐ

あ
か
し
」

た
夜
を
業
平
の
歌
の
色
合
い
を
込
め
て
表
現
す
る
こ
と
が
容

認
さ
れ
て
い
た
時
期
の
存
在
を
意
味
し
よ
う
。

つ
ま
り
、

『高
光
集
』

に
伝
わ
る
成
就
に
至
ら
な
か

っ
た
逢
瀬
の
歌

は
、
そ
の
ま
ま
、
『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
が
具
体
的
に
何
も
語
ら
な
い
贈

歌
に
つ
い
て
、

一
つ
の
理
解
が
示
さ
れ
た
時
期
の
所
産
で
あ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ
た
例
か
ら
、
『伊
勢
物
語
』
以
後
の

平
安
人
に
と

っ
て

「
ゐ
あ
か
す
」
逢
瀬
は
、
愛
情
を
伝
え
る
、
ま
た
親

愛
が
発
露
さ
れ
る
格
好
の
場
で
も
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
う
し
た

人
々
に
と

っ
て
、
『伊
勢
物
語
』
第
二
段
の
状
況
は

「
ゐ
あ
か
し
」
た
恋

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

『伊
勢
物
語
』
第
二
段
で
描
か
れ
た
、
業
平
と
相
手
の
女
性
の
朧
化

さ
れ
た
逢
瀬
の
真
相
が
ど
こ
に
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
業
平
歌

に
つ
い

て
、
成
就
し
な
か

っ
た
男
女
の
逢
瀬
、

つ
ま
り

「
ゐ
あ
か
し
」
た
恋
の

歌
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
た
時
期
が
、
業
平
没
後
八
〇
年
を
隔

て
な
い

頃
か
ら
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の

『
高
光
集
』
歌
は
物
語
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

 

さ
て

『伊
勢
物
語
』
以
後

『
源
氏
物
語
』
に
至

っ
て
、
「
ま
め
」
な
る

人
物
の
恋
が
何
度
も
繰
り
返
し
描
か
れ
る
。

中
で
も
す
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
夕
霧
と
薫
そ
れ
ぞ
れ
の
恋

で

あ
ろ
う
。

ま
め
人
の
名
を
取
り
て
さ
か
し
が
り
給
大
将
、
こ
の

一
条

の
宮
の

御
あ
り
さ
ま
を
な
を
あ
ら
ま
ほ
し
と
心
に
と
ゞ
め
て
、
大
方
の
人

目
に
は
、
む
か
し
を
忘
れ
ぬ
用
意
に
見
せ

つ
ゝ
、
い
と
ね
ん
ご
ろ

に
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
給
。
下
の
心
に
は
、
か
く
て
は
や
む
ま
じ
く

な
む
月
日
に
添

へ
て
思
ひ
ま
さ
り
給
け
る
。(夕

霧
巻

四
・
八
九
頁
)

小
野

で
夕
霧
に
廉
中
に
侵
入
さ
れ
な
が
ら
拒
ん
だ
落
葉
宮
は
、

一
条
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御
息
所
の
死
後
小
野
か
ら
連
れ
戻
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
拒
ん
で
塗
籠

に
閉
じ
こ
も

る
。

一
方
、
薫
も
物
語
の
な
か
で

「ま
あ
人
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

か
む

の
君
、

奥
の
方
よ
り
ゐ
ざ
り
出
で
給
て
、

「
う
た
て
の
御
達

や
。

は
つ
か
し
げ
な
る
ま
め
人
を
さ

へ
、
よ
く
こ
そ
面
な
け
れ
」

と
忍
び

て
の
た
ま
ふ
な
り
。
ま
め
人
と
こ
そ

つ
け
ら
れ
た
り
け

れ
、

い
と
屈
じ
た
る
名
か
な
、
と
思
ゐ
た
ま

へ
り
。

(竹
河
巻

四
・
二
五
九
頁
)

そ
の
薫

は
宇
治
大
君
に
心
引
か
れ
、
数
回

に
わ
た
り
逢
瀬
を
持

つ

が
、
大
君

の
死
に
至
る
ま
で
、

つ
い
に
思
い
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か

っ
た
。

夕
霧

の
物

語
を
薫
と
大
君

の
物
語
の
先
躍
と
み
る
指
摘
が
な
さ
れ
て

久
し
い
が
、

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
夕
霧

・
薫
そ
れ
ぞ
れ
が

「
ゐ

あ
か
す
」
恋

を
経
験
し
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。

夕
霧
は
最
終
的

に
思
い
を
遂
げ
、
薫
は
果
た
せ
な
い
ま
ま
大
君
と
死

別
す
る
と

い
う
結
末

の
異
な
り
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の

過
程
で
女
君
を
か
き
口
説

い
て
夜
を
明
か
す
と
い
う
経
験
は
両
者
に
相

通
ず
る
も

の
で
あ
る
。
夕
霧
と
薫
は
二
人
と
も

「
ま
め
人
」
と
形
容
さ

れ
る
が
、
そ
う
し
た
人
物
造
型
上

の
関
わ
り
は
別
に
し
て
、
そ
の
恋
が

両
者
と
も

「ゐ
あ
か
す
」
恋

で
あ

っ
た
こ
と
は
物
語
に
明
白
に
語
ら
れ

る
。
確
か

に
、
そ
れ
ら
の
逢
瀬
は
、
『
実
方
集
』
や

『枕
草
子
』
で
見
た

よ
う
な
恋

の
余
韻
に
浸
る
と
い
う
に
は
程
遠

い
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
形
態
に
お
い
て

『源
氏
物
語
』
で
は

「ま
め
人
」

の
恋
は

「
ゐ
あ
か
す
」
恋
と
し
て
描
か
れ
る
と

い
う
点
で

『伊
勢
物
語
』

と
軌
を

一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
は
必
要
最
低
限
の
状
況
説
明
し
か
施
さ
な
い

た
め
、
詠
ま
れ
た

「起
き
も
せ
ず
」
の
歌
が
何
を
告
げ
る
も
の
な
の
か
、

結
局
は
当
事
者
に
し
か
そ
の
真
実
は
分
か
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、

第

一
節
で
述
べ
た
、

こ
の
歌
を
相
手
に
逢

っ
た
が
恋
の
成
就
に
は
至
ら

な
か

っ
た
と
き
の
歌
と
す
る
考
え
に
近
い
解
釈

は
既
に
あ
る
。

そ
れ
は
、
男
女
が
過
ご
し
た
の
は

「
い
わ
ゆ
る
実
事
こ
そ
な
か

っ
た

も
の
の
、
簾
越
し
に
言
葉
を
か
わ
し
た
」
夜
で
あ
り
、
「起
き
も
せ
ず
」

歌
は

「会
い
は
出
来
な
か

っ
た
も
の
の
、
簾
越

し
の

一
夜
の
物
言
い
に

す

っ
か
り
感
激
し
切

っ
た
男
が
そ
の
余
韻
の
中

に
漸
く
贈

っ
た
、
時
間

遅
れ
の
、
し
か
も
甚
だ
主
観
的
な
後
朝
の
歌
」

と
い
う
片
桐
洋

一
氏
の

論
で
あ
る
。

歌
が
ど
の
段
階
で
贈
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
意
見

を
持
た
な
い
が
、
こ
の

「
実
事
こ
そ
な
か

っ
た
も
の
の
、
簾
越
し
に
言

葉
を
か
わ
し
た
」
と
い
う
状
況
は
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
後
の
人
々
が
理

解
し
た

「
ゐ
あ
か
し
た
」
状
態
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
片
桐
氏
の

「簾

越
し
の
、
ほ
ん
の
ち

ょ
っ
と
し
た
会
話
」
と
解

釈
す
る

『伊
勢
物
語
』
本
文

「う
ち
物
語
ら
ひ

て
」
は
、
他
作
品
に
用

例
が
な
く
未
だ
そ
の
指
す
と
こ
ろ
が
判
然
と
し
な
い
語
だ
が
、
そ
の
具
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体
的
状
況

は
あ
る
い
は

「ゐ
あ
か
す
」
と
も
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持

つ

(注

17
)

の
か

も

し

れ

な

い
。

さ

て
、
『
伊

勢

物

語

』
第

二
段

の

「
ま

め
男

」
と

は

ど

ん

な
男

な

の
だ

ろ
う

か

。

現

行

諸

注

に

い
う
、

恋

に
ま

じ

め
、

女

性

に
誠

実

と

い

っ
た

こ
と

に
止

ま

る

の
だ

ろ

う

か
。

そ

こ
か

ら

も

う

一
歩

進

め

て
、

そ

の
人

(
注
18
)

物
が

「恋

に
お
い
て
も
宮
仕
え
と
は
無
縁

で
い
ら
れ
ぬ
男
の
謂
」
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
『源
氏
物
語
』
の

「
ま
あ
人
」
の
相
貌
は
な
ん
と
そ

れ
に
似
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

夕
霧
は

い
う
ま
で
も
な
く
秀

で
た
律
令
官
人
と
し
て

「宮
仕
え
」
の

中
枢
に
位
置
し
、
ま
た
薫
も
冷
泉
院

の
寵

つ
い
で
当
代
の
女
二
宮
に
婿

取
ら
れ
る
帝
寵
を
被
り
、
「宮
仕
え
人
」
の
中

で
も
重
き
を
為
す
人
物
で

(注
19)

あ

っ
た
。

そ
の

「
ま
あ
人
」
二
人
と
も
が

「
ゐ
あ
か
す
」
恋
を
体
験
し
て
い
る
。

そ
れ
が

『
源
氏
物
語
』

の

「
ま
め
人
」

の
恋

で
あ
り
、
同
時
に

『源
氏

物
語
』
に
お
け
る

「
ま
め
人
」
の
恋
に
対
す
る
理
解
の
所
産
で
あ

っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は

『
源
氏
物
語
』

に
し
て
初
め
て
芽
生
え
た
新
し
い
恋
の

形
で
は
な
く
、
は
や
く

『
伊
勢
物
語
』
に
描
か
れ
た

「
ま
あ
男
」
の
恋

(注
20
)

と

期

せ

ず

し

て
通

じ

て

い
る

の

で
あ

っ
た
。

本

文
は

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

伊
勢
物
語
』

に
よ
る
。

本

文
は

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

古
今
和
歌
集
』

に
よ
る
。

こ
の
状

況
は
業

平
の
家
集

に
お
い
て
も
同
様

で
あ

る
。
『
在
中
将
集
』
尊

経
閣
文
庫

蔵

(
『
私
家
集

大
成
』
中
古

1
)
(※

『
新
編
国
歌
大
観
』
(第

三
巻

私
家
集
編

1
)
所
収

「
業
平
集
」
も
底
本
同
じ
。
)
七
番

や
よ

ひ
の

つ
い
た
ち

こ
ろ
、
雨
ふ
る
日
、

人
の
許

に

古
お

き
も
せ
す
ね
も
せ

て
よ
る
を
あ
か
し

て
は
は
る

の
も

の
と

て

な
か
め
く
ら
し

つ

『
在
原
業
平
朝
臣
集
』
神
宮
文
庫
蔵
/
詞
書
な
し

(
『
同
』
)

八
番

お
き
も
せ
す
ね
も
せ

て
よ
る
を
明
し

て
は
春

の
も
の
と
て
詠

く
ら

し

つ

『
業
平
集
』
書
陵
部
蔵

「
三
十
六
人
集
」
(
『同
』
)

五
五
番

あ
る
女

の
、
こ
の
京

に
あ
り
し
に
、
や
よ
ひ

つ
い
た
ち

こ
ろ
、

あ
め
ふ
り
し

に
や
り
し

お
き
も
せ
す
ね
も
せ

て
よ
る
を
あ
か
し

て
は
は
る
の
も

の
と

て
な

か
め
く
ら
し

つ

『
業
平
集
』
正
保
版

「
歌
仙
歌
集

」
/
詞
書

な
し

(『
同
』
)
八
番

お
き
も
せ
す
ね
も
せ

て
よ
る
を
あ
か
し
て
は
春

の
物
と

て
な
か
め

く
ら
し

つ

『
業
平
集
』
書
陵
部
御
所
本

(『
新
編
国
歌
大
観
』
第
七
巻

私
家
集
編

Ⅲ
)
五
四
番

あ

る
女

の
こ

の
京

に
あ

り
し

に
、
や

よ
ひ

の

つ
い
た
ち
ご

ろ
、
あ
め
ふ
り
し
に
や
り
し

お
き
も
せ
ず
ね
も
せ

で
よ
る
を
あ
か
し
て
は
は
る
の
も

の
と

て
な

が
め
く
ら
し

つ

今
西
祐

一
郎

「
「
用
心

」
の
歌
ー

『伊
勢
物
語
』

二
段
管
見
「
」

(王
朝

物
語
研
究
会
編

『
論
叢

伊
勢
物
語

1
ー
本
文
と
表
現
ー
』
新
典
社

平

成

=

年
九
月
)

『
伊
勢
物
語

の
研
究

〔資
料
篇
〕
』
(片
桐
洋

一

明
治
書
院

昭
和
四
四

年

一
月
)

=
二
七
頁
。

前
掲
注
5
五
九
四
頁
。
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ま

た
、
他

の
注
も

こ
の
歌

の
具
体
的

内
容

に
触
れ

て

い
る
も

の

は
な

い
。

『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』

(前
掲
注
5
二
九
八
頁
)

○
お
き
も
せ
ず
ね
も
せ
ず
と
云

は
、
物
を
お
も

へ
ば
、
お
く

べ
き
ひ

る
も
お
き
ら
れ
ず
、

ぬ
べ
き
夜
も
ね
ら
れ
ず
と

い
ふ
也
.

『
伊
勢
物
語
宗
長
聞
書
』

(前
掲
注

5
六
五
六
頁
)

当
流

に
は
、
ロ
バ
ぬ
る
と
も
な
く
、
お
く
る
と
も
な
く

て
、
夜
を
あ

か

し
、

ひ
る
は
又
春

の
物
と

て
な
が
め
あ
か
し
暮
た
る
躰
也
。

『
伊
勢
物
語
闘
疑
抄
』

(前
掲
注

5
七
三
七
頁
)
。

夜

は
お
き

も
せ
ず

ね
も

せ
ぬ
や
う

に
て
あ
か
し
、

ひ
る
は
春

の
物

と
て
な
が
め
く
ら
し

つ
と
云
也

『勢
語
憶
断
』

(『
契
沖
全
集
』
久
松
潜

一
編

岩
波
書
店

昭
和
四
九

年

四
月
)
第
九
巻

二
二
頁

帰

り
来

て
そ
の
日
の
く
れ
な
と
に

つ
か

は
す
心
な
ら

は
、
も

ろ
と

も
に
き
し
か
た
の
心

つ
く
し
を
か
た
り
、
行
末
を
契

り
な
と
し

は

か
な
き
短

夜
は
、
お
く
と
も
な
く
ぬ
る
と
も
」
な
し

に
明

て
、

前
掲
注

2
脚
注

一
九

一
頁
。

前
掲
注
2
脚
注

一
九

一
頁

。

『
高
光
集
』

(『
新
編
国
歌
大
観
』

第

三
巻

私
家
集
編

-
所
収
)

に
よ

る
。
以
下
、
私
家
集

の
引
用
は

『
新
編
国
歌

大
観

』
第

三
巻

(私
家
集

編
1
)
に
よ
る
。

『
実
方
集
全
釈
』

(私
家
集
注
釈
叢
刊
五

竹
鼻
績
校
注

・
訳

貴
重
本

刊
行
会

平
成
五
年

一
〇
月
)

一
四
四
頁

【
語
釈
】
参

照

ま
た
、
次

の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

か
う
し

の

つ
ら

に
よ
り
ゐ
あ
か
し
た
る
あ
し
た

に
、
お
な
じ

人

(
一
二

一
番

「
人

に
は
じ
め

て
き

こ
え
け
る
」
)

あ
け
が
た
き
ふ
た
み

の
う
ら

に
よ
る
な
み

の
そ

で
の
み
ぬ
れ
し
お

き

つ
し
ま
人

(
『
実
方
集

』

一
二
二
番
)

ま
た
、
次

は
女
が

一
人

で

「
ゐ
あ
か
し
」
た
例

で
あ
る
。

も
と

の
め
を

や
む
ご
と
な
き
も

の
に
は
思

ひ
な
が
ら
、
又
し

る
人
お

ほ
か

り
け

る
に
、
も
と
を
ば
は
し

の
ま

に
て
物
が
た

り
な
ど

し
て
、

こ
こ
に
ゐ
た
ま

へ
れ
、

い
ま
ま
ゐ
ら
む
と
て

い
に
け
れ
ば
、
ま

こ
と
と

て
、
む
し

ろ
の
か
ぎ
り

に
ゐ
あ
か

し
て
、

あ
か
月

に
か

へ
り
き
た

る
に
、

い
た

の
う

へ
に
さ

へ

は
か
り
お
か
れ
て
ひ
え
に
け
り
、
と
う
ら
み
け
れ
は

こ
と
わ
り
や
し
た
は
さ
こ
そ
は
ひ
え

つ
ら
め
き
み

に
し
く

べ
き
お

も
ひ
な
け
れ
ば

(『
仲
文
集
』
二
九
番
)

本
文

は

『新

日
本
古
典
文
学
大
系

枕
草
子
』

に
よ

る
。

次

の

『枕
草

子
』

の
例

は
、
複
数

の
女
性

の
元

に
複
数

の
男
性
が
訪
れ

る
場
面

で
あ
る
。

屋

の
い
と
ふ
る
く
て
、

瓦
葺

な
れ
ば

に
や
あ
ら
む
、
あ

つ
さ

の
世

に
し
ら
ね
ば
、
御
簾

の
外

に
ぞ
夜
も
出

で
来

ふ
し
た

る
。
ふ
る
き

と

こ
ろ
な
れ
ば
、
百
足
と
い
ふ
物
、

日
ひ
と
ひ
落
ち
か

ゝ
り
、
蜂

の
巣

の
お
ほ
き

に
て
付

き
あ

つ
ま
り
た
る
な
ど

ぞ
、

い
と
を

そ
ろ

し
き
。
殿
上
人
日
ご
と
に
ま
い
り
、
夜
も

ゐ
あ
か
し

て
物

い
ふ
を

き

ゝ
て
、
「豊

は
か
り
き

や
、
太
政
官

の
地

の
、
い
ま
夜
行

の
庭
と

な
ら
ん

こ
と
を
」
と
諦
し

い
で
た
り
し
こ
そ
、
を

か
し
か

り
し
か
。

(
一
五
四
段

「故
殿

の
御
服

の
こ
ろ
」
)

本
文

は

『
新

日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物

語
』

に
よ
る
。
猶
以
下
用

い
る

『
源
氏
物
語
』
本
文
も
同
書
に
依
り
、
巻

・
頁
数
を
併
記
す

る
。

藤
村
潔

「
源
氏
物
語
夕
霧

の
巻
試
論
」
(香

川
県
高
等
学
校
国
語
研
究
会

誌

『
国
語
』

一
七
号

昭
和
三
九
年

一
一
月
、
後

に

『源
氏
物
語

の
構

造
』

「
Ⅱ
、

宇
治
十
帖

の
構
想
成
立

過
程
細
論

六
、

宇

治
十
帖

の
予

告
」
桜
楓
社

昭
和

四

一
年

=

月
)
石
田
穣
二

「
夕
霧

の
巻

に

つ
い

「20一



て
」
(昭
和
女
子
大
学

『
学
苑
』
三

=
二
号

昭
和
四

一
年

一
月

、
後
に

『
源
氏
物
語
論
集
』
所
収

桜
楓
社

昭
和
四
六
年

一
一
月
)

片
桐
洋

一

「
「
伊
勢
物
語
」

冒
頭

三
章
段

の
成
立
と
主
題
」

(
『中
古
文

学
』

第
二
九
号

昭
和

五
七
年

五
月

、
後

に

『
伊
勢
物

語

の
新
研
究
』

所
収

明
治
書
院

昭
和
六
二
年
九
月
)

前
掲

注
15
片
桐
論

文

前
掲
注
15
片
桐
論

文
は
、
「
う
ち
物
語
ら
ふ
」
は

「物

語
ら
ひ
す
」
「語

ら
ふ
」
「
物
語
す
」
の
例
か
ら

「
契
る
前
、
実
事

の
前

の
言
葉

の
や
り
と

り
を

い
う
場
合
が
あ
る
」
と
説
く
。
ま
た

『
古
今
和
歌
集
』
詞
書

「
も

の
ら
言

ひ
て
」
は

「
簾
や
凡
帳
を
隔

て
な
が
ら
も
夜
も
す
が
ら

「
物
言

ひ
」
明
か
し
た
と
も
解
し
得
る
」
と
す

る
。

今
西
祐

一
郎

「
「
ま
め
男
」

の
背
景
=

『
伊
勢
物
語
』
試
論
=

」
(
福
井

貞
助
編

『
伊
勢
物
語
「

諸
相
と
新
見
=
』
風
間
書
房

平
成
七
年
五
月
)

そ
う
考
え

る
と
、
総
角
巻

で
薫
が
大
君

の
死

の
直
前

に

「
豊

の
明
は
け

ふ
ぞ
か
し
と
、
京
思

ひ
や
り
給
。
」
と
京
を
思

い
遣

る
場
面

は
別

の
意
味

を
帯
び

て
こ
よ
う
。

薫
と
大
君

の
逢
瀬

は
既

に
森

一
郎
氏

に
よ

っ
て

『
伊
勢
物
語
』
第
二
段

と

の
類
似
性
が
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

「
ま
め
男
」
薫

は

「
泣
き

た
ま
ふ
」
大
君
を

い
と
し
ん
で
、
女

の
心

ゆ
る
ぶ
折
を
待

と
う
と
す

る
。
(略

)
橋
姫
巻

の
か
い
ま
み
こ
の
か

た
の

「
忍
び

が
た
く

な
り
ゆ
く
」
恋
心

を

「
い
と
多

く
聞

こ
え
た

ま
ふ
」

(総
角
巻

二
二
六
頁

)。

『伊
勢
』

第
二
段

の
恋

の

一
夜
も
、

さ
よ
う
な
綿

々
た
る

「
う
ち
物

語
ら
ひ
」

で
あ

っ
た
ろ
う
o

ひ
そ
ひ
そ
と

つ
づ

く
語

り
合

い
。
ひ

っ
そ
り
と
し
た
そ
の
け
は

い
に
、
女
房

た
ち
が
大
君

と
薫
と

の
間
に
実

事
あ
り
と
思

っ
た
の

は
、
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
。
ま
さ

に
外
か
ら
見
れ
ば
、
夫

婦

の
風

景
な

の
だ

っ
た
。
起

き

て
い
た
と

い
う
わ
け

で
も
な

い
、
し
か
し

ろ
く

に
寝
も
し
な

い
で
、

ひ

っ
き

ょ
う
寝
ず
に
、

一
夜
を
語
り
明

か
し

て
し
ま

っ
た
。
「
は
か
な
く
明
け
方

に
な
り

に
け
り
」
(総
角

巻

二
二
七
頁
)
。
「
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ

で
夜
を
明
か
し
」
た

の
で

あ

っ
た
。

(『
源
氏
物

語
考
論
』

(笠
間
叢
書

餅

笠
間
書
院

昭
和
六

二
年

九
月
)

二
六
八
頁
)

(か
わ
は
ら
だ

ゆ
う
こ

九
州
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
)
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