
『仁
勢
物
語
』
と

『
伊
勢
物
語
』

関
係
性
か
ら
欲
望
へ

田

川

邦

子

e

仮
名
章

子

『
仁
勢
物
語
』

に

つ
い
て
論
じ

た
も

の
は
あ
ま
り
多

い
と
は

い
え

な

い
し
、

ま
た
そ

の
論
じ
方

の
傾

向
も
な

ん
と
な
く
定

ま

っ
て
い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

『
仁
勢
物
語
』

は

『
伊
勢
物
語
』

の
パ

ロ
デ

ィ
で
あ

る
か
ら
、
な

に
を
措

い
て

も

『伊
勢
物
語
』

を
ど

の
よ
う

な
意

識

の
も

と
に
、

ど

の
よ
う
な
方
法

を
も

っ

て
書

き
換
え

て

い

っ
た

か
と

い
う

こ
と
が
、
重
要

な
議

論

に
な

っ
て
く

る

の
は

当
然

で
あ

る
。

ど

の
論
も

こ
れ

を
と
り
外
し

て
は
成

り
立
た
な

い
が

た
め

に
、

答

え
は
と
も
す

れ
ば

あ
り
き

た
り

の
も

の
に
な
り
が

ち
な

の
だ
。

つ
ま
り

こ

の
作

品
は
作
者

の
意
識

や
方
法

か
ら
見

れ
ぽ

、
読
者

に
は
す
べ
て

が

見
え
透

い
て
い
て
、
未
知

の
部
分

や
謎

め
い
た
所
が
少

な
く
、
魅
力

に
欠

け

る
よ
う

に
感
じ

て
し
ま
う
と

こ
ろ
が

あ
る

の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

果

し

て
そ
う
な

の
か
ど
う
か
、

そ
れ
を
考

え

て
み
た
い
と

い
う

の
が

こ
の
小

論

の
狙

い
で
あ

る
。

ま
ず
手
法

と
し
て

の

「
も
じ
り
」

で
あ

る
。

「
も
じ

り
」

の
手
法

は
、

『
伊
勢
物

語
』
全
段
百

二
十

五
話

を

『
仁
勢
物

語
』

に
移

し
換
え

る
と
き
、

す
べ

て
の
段

で
と
ら
れ
る
手
法

で
あ

る
か
ら
問
題

に
し

な

い
わ

け

に
は
い
か
な

い
。
ど

の
言
葉

を
ど

う

い
う
方

向

に
狙

い
を
定

め

て

「
も

じ

る
」

の
か
、
成
功

す
れ
ぽ
ど

う
な

る

の
か
、
失
敗

す
れ
ぽ

ど
う

い
う

こ

と
に
な
る

の
か
、
百

二
十
五
段
す

べ
て
に
当

っ
て
み
な
く

て
は
な
ら
な

い
だ

ろ

う
。笑

話
を
分

類
し

て
項
目
を

立

て
た
の
は
安
楽
庵

策
伝

の

『
醒
睡
笑
』

(
一
六

二
八

〈
寛
永

5
>
年
)

で
あ

る
が
、
全

八
巻

四
十
項
目

の
分
類

の
中

に

「
か
す

り
」

(巻

の
八
)

と

い
う

の
が
あ

る
。

こ

の

「
か
す
り
」
が

つ
ま
り

は

「も

じ

り
」

や

「
語
呂
」

に
も

っ
と
も
近

い
も

の
で
あ

る
こ
と
は
、

そ
こ
に
集

め
ら
れ

た
笑
話

を
見
れ
ば
分

る
。

し
か
し
策

伝

の
分
類

は
基
準

の
立

て
方

に
矛
盾

や
混
乱
が
あ

り
、

「
も
じ
り
」

や

「
語

呂

(
合
わ

せ
)
」

的
手
法

の
笑
語

は
、
他

の
項
目

の
中

に
も

至

る
所

に

見
ら

れ
る
か
ら

こ
の
巻
だ
け

の
も

の
で
は
な

い
。
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「
謂

へ
ぽ
謂

は
る

る
物

の
由
来
」

(
巻

の

一
)
、
「
落
書

」
(
同
)
、
「
祝
ゐ
過
る
も

異
な
物
」

(
同
)
、
「
名
づ
け
親
方
」

(
巻

の
二
)
、

「文
字

知
り
顔
」

(巻

の
三
)
、

ほ
か

「
不
文
字
」

(
同
)
、
「
文

の
品

々
」
(
同
)
、
「
思

の
色

を
外

に
い
ふ
」

(巻

の
七
)
、

と
ん

「
言

ひ
損

は
な

を

ら

ぬ
」

(
同
)
「
謡
」

(同
)
、
「
舞
」

(同
)
、

「頓

作

」
(
巻

の

八
)
、
「
平

家
」

(
同
)
、
「
し

う

く
」

(
同
)
、
「
祝
済

た
」

(
同
)
等

々
。

お

よ
そ

言
葉

に
よ
る
表
現

の
世
界

に
は
、
笑

い
の
種

に
な
る
誤
解

や
言

い
間
違

い
、
あ

る
い
は
そ
れ
ら
を
逆
手

に
と
る
曖
昧
性

の
中

に
、
相
手
を
煙

に
巻

い
た
り
感
じ

入
ら
せ
た
り
す

る
こ
と
は

い
く
ら

で
も
あ

り
得

る
わ
け
だ
。

も
じ
り
や
語
呂
、

か
す
り
、
し

ゃ
れ
、

地

口
の
素
材

は
世

の
中

に
掃

い
て
捨

て
る
ほ
ど
あ
り
、
笑

話

は

こ
れ
ら

の
徴
候

に
特

に
敏
感

な
関

心
を
示
す
。

し
か

し
策
伝
が

こ

の
点

に
関

し
て
は

「
か
す
り
」

一
つ
を
項
目
と

し
て
あ
げ

る

の
に
と
ど

め
、
あ

と

は

「
謡
」
「
舞

(曲
)
」
「
平
家
」

な
ど

ジ

ャ
ン
ル
別
、

あ
る

い
は

テ
ー

マ
別

に
し
た

の
は
賢

明

な
や
り
方

で
あ

っ
た
。

『
醒
睡
笑

』

の

魅

力

は
こ
う

い
う
不
徹
底
な
分
類

そ

の
も

の
の
中

に
あ
り
、
型

.
手

段
な
ど
方

法
と

し
て
意

識
化
さ
れ

た
も

の
は
逆

に
前
面

に
出

さ
な

い
の
で
あ

る
。

あ
く
ま

で
日
常

や
現
実

、
ま

た
は
趣
味

や
芸
術
文
化

な
ど
生

き

た
実
社
会

の
側

面
を
通

し
笑

い
を
観

察
し

て
い
る

の
が

特
徴

で
あ

る
。

こ
れ
に
対
し

『仁
勢
物
語
』

は

「
も
じ

り
」

と

い
う
意
識
化

さ
れ
た
方
法
を

も

っ
て
あ
か
ら
さ
ま

に
笑

い
に
挑
む
。
百

二
十
五
話

の
す

べ
て
が

そ
う

で
あ

る

か
ら
読

む
う
ち

に
作
者

の
手
法
が
見

え
透

き
そ

の
ワ
ソ
パ
タ
ー

ン
に
飽
き
が
き

て
、
辟

易
し

て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ

る
。

し

か
も

『伊
勢
物
語

』

に

つ
い
て
ひ

と
通

り
以
上

の
知
識
が

な
け
れ
ぽ
面
白

く
な

い
し
、
充
分

な
理
解

の
域

に
到
達

で
き
な

い
。
す

べ
て

の
和
歌

は
狂
歌

に
作

り
替
え
ら

れ
る
か
ら
、
元

の
和
歌

に

つ
い
て
知
ら

な
け
れ
ぽ
面
白
味
も

ま
た
半
減

し
て
し
ま
う
だ
ろ
う

と
思

わ
れ
る
。

「
も
じ

り
」

の
方
向

性
、
そ

の
狙

い
と
す

る
と
こ
ろ

は
、

『
伊
勢
物

語
』

に
描

か
れ
る
貴

族
社
会

の
優
美

で
洗
鎌
さ
れ

た
精
神

性
や
、
男
女

の
恋

を
始

め
と
す

る
人
間
関
係

の
あ

り
よ
う
、
趣

味
性
豊

か
な
生
活

を
、
「
今
」

の
時
代

の
卑

俗

卑
賤

の
レ
ベ

ル
に
堕

し
て
見

せ
る
こ
と
に
あ

っ
た
。

そ

の
よ
う

な
こ
と
を
し

て
何

の
意
味
が

あ
る

の
か
と

い
う
疑
問
も
あ

る
だ

ろ

う
が
、

こ
れ
も
時
代
精

神

の
な

せ
る
業

で
あ

る
。
卑
俗

な
も

の
に
宿

る
生
命
力

に
新
し

い
可
能
性

を
見
出
す

こ
と
が

可
能

で
あ
れ
ぽ
、

人

々
の
関
心

は
そ
ち
ら

に
傾
く
。

や
が

て
登
場
す

る
世
之
介

(
『
好
色

一
代
男
』
)

も
、
光
源
氏

の
卑
俗

化
、

パ

ロ
デ

ィ

で
あ

る
が
、

こ

の
よ
う
な
傾
向

は
す

で

に
近
世

の
初
期

か
ら
始

ま

っ
て
い
る
。

⇔

卑
俗
化

の
あ
り

ふ
れ

た
手

段
と
し

て
、
初
段

か
ら
と

に
か
く
飲
食

に
関
す

る

話

の
多

い
の
が
目
立

つ
。

「
う
ひ
か
う
ぶ
り

(初
冠
)

し

て
、
平
城

の
京

・
春

日

の
里
」

に
狩

り

に
出
掛

け
た
男
が
、

「
い
と

な
ま

め
い
た
る
女

は
ら

か
ら
」

を
垣
間
見
、

心
を
乱

す
と

い
う
初

段
を
見

て
み
よ
う
。

「
平
城

(
奈
良
)
」

へ
行
く
目
的
を

「狩
」

か
ら

「
酒
飲

み
」

に
転
じ

た
の
は
、

中

世
以
来
奈
良

の
酒

は
有

名

で
、
近
世

に
な

っ
て
か
ら

は
上
質

諸
白

の
産
地

と

し

て
知
ら

れ

て

い
た
か
ら

だ
。

次

に

「
な
ま

め

い
た

る
女

は
ら

か
ら
」
を
、

は
う

か

「
生
臭
き
魚
、
腹
赤

(
鱒
)
」

と
も

じ
り
、

こ
の
段

を
飲
食

の
話

に
し
て
し
ま
う
。

奈
良

酒
を
持

ち
出

し
た

こ
と

で
こ

の
段

は
現
代

と

の
接

点
が

確
保

さ

れ
、

わ
れ

「
道
す
が

ら
/

し
ど

う
も
ち
ず

り
足

元

は
/
乱

れ
そ

め
に
し
/
我
奈
良

酒

に
」

、

の
狂
歌
も

生
き

て
く

る
の
で
あ

る
。

奈
良

酒

(
奈
良
諸
白
)

は
七
六
段

に
も
出

て
く
る
。

『伊
勢
物

語
』

で
は
、

二
条
后

が
東
宮

の
御
息
所

と
呼
ば
れ

て
い
た
頃

氏
神

に
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詣

で
、
近
衛
府

の
翁

(在
原
業

平
)

に
禄
を
給

わ
り
、

こ
れ

に
対

し
翁

が

一
首

を
詠

ん
だ
と

す
る
話

で
あ

る
。
「
大

原
や
/

を
し
ほ

の
山
も
今

日

こ
そ

は
/

神

代

の
こ
と

を
/

思

ひ
い
づ
ら

め
」

と

い
う

の
が

そ
れ

で
あ

る
が
、

こ

の

一
首

に

は
業
平
と

二
条
后

の
秘

め
ら

れ
た
愛

の
関
係
性
が
隠
微

に
漂

っ
て
い
る
。

「
二
条
后

の
ま
だ
東

宮

の
御
息
所

と
申

し
け

る
時
、
氏
神

に
ま
う

で
給

ひ
け
る

に
」

(
『
伊
勢
物
語
』
)

を
、

『仁
勢
物

語
』

で
は

「
を

か
し
、
男
、

二
条
通

よ
り
、

御
霊
宮

の
氏
神

の
祭
見

に
行
き
け

り
」

と
も
じ
り
、
相
手

の
女
性

(
二
条
后
)

を
欠

落

さ
せ
、
男

一
人

の
祭

り
見
物

と
し

た
。
近
衛

町

(「
近
衛

の
翁
」

の
も

じ
り
)

で
地

元

の
公
家

の
酒
振

舞

に
会

い
、
「
大
原

や
/

お

つ
け

の
椀

に
/
今

日
こ
そ
は
/

奈
良
諸
白

を
/

思
ふ
ま

ま
飲

む
」

の

一
首
を
詠

じ
る
が

、
恋

の
関

係
性

は
消
滅

し
、
男

一
人

の
飲
食

の
快
楽

を
語

る
話

に
さ
ま
変

り
し

て
い
る
。

『伊
勢
物
語
』

は
人
間

の
関
係

性

の
さ
ま
ざ

ま
を
描

く

こ
と

に
専
念

し

て
い
る

と

こ
ろ
が
あ

る
。
若

い
男
女
、
夫

婦
、
主
従
、
友
人

な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
人
間
関

係
が
、
在
原
業

平
と
お
ぼ

し
き

一
人

の
男
を
通

し
て
浮

か
び
あ
が

る
。
交

わ
さ

れ
る
和
歌

は
多

く
謎
か
け

の
構
造

を
は
ら

み
、
暗
示
的

で
、
そ

こ
に
新

し

い
意

味

を
発
見

し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な

い
。

こ
れ

は
王
朝
時
代

の
贈
答

に
共
通
す

る

の

だ
が

、
言
葉
と
意
味
内

容

の
落
差
が

は
ら
む
微
妙
な
空
間

に
、
関
係
性
が
内
包

す

る
心
理
的
屈
折

を
読

み
取
ら
ね
ば

な
ら
な

い
も

の
が
殆

ど
な

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な
表
現
手
続

を
通
し

て
描

か
れ
る
関
係
性
を
、
貴

族
的
と

い

っ
て

よ
い
か
ど
う

か
分
ら

な

い
が

、

か
な
り
上
質

の
も

の
で
あ

る
こ
と
確

か
で
あ

る
。

パ

ロ
デ

ィ

『
仁
勢
物
語
』

は
そ

の
深
部

に
降

り
立

つ
こ
と

は
殆

ど
不
可
能
な

の

で
、

と

い
う
よ
り
そ
れ

を
意
識

す
れ
ば

パ

ロ
デ

ィ
化

は
不
可
能

で
あ
る
か
ら
、

逆

に
関
係

性
を
毀
ち
崩
す

こ
と

に
躍
起

に
な

る
こ
と

で
、
道

を
開

こ
う
と
す

る
。

そ
れ

は
言
葉

に
よ

る
こ
と
ば

の
破
壊

で
あ
り
、

具
体

的
方
法

と
し
て
は
も
じ
り
、

「
語
呂
」
、

さ
ら
に

こ
れ

に
連
想
が

加
わ

る
。

と

に
か
く
食

べ
物

と
病
気

の
話
が
多

い
こ
と
は
先

に
も
記

し
た
が
、
そ
れ
も

上
等

の
食
品

.
料

理
で
は
な
く
、
病
気
も

人

の
嫌
が

る
病
、
皮
膚

性
、
性
病
な

ど
が

目
立

つ
。

こ
れ
に
よ
り
、
身
体
性

と
欲
望

の
露
わ
な
世
界

を
前

面

に
押

し

出

し
、
洗
練
さ
れ

た
貴
族
文

化
を
支
え

る
上
質

の
関
係
性
と

の
落
差

を
楽
し
む

構
図

な

の
で
あ

る
。

『伊
勢
物

語
』

四
十

五
段

は
親

に
か
し
ず

か
れ
大
切

に
育

て
ら
れ

て

い
た
娘
が
、

ひ
そ

か
に
恋

を
し

て
い
た
男

に
想

い
を
告
げ

る
機
会

も
な
く
、
焦

れ
死

に
を
し

た
と

い
う
話

で
あ

る
。
息
を
引

き
取

る
と
き

に
初

め
て
本

心
を
親

に
打

ち
明
け

た

の
で
、
す

ぐ
男

に
知
ら
れ

せ
て
や

っ
た
が
、
男
が
駆

け

つ
け
た
と
き

に
は
、

娘
は
す

で
に
死

ん

で
い
た
。

こ
う

い
う
際

に
は
男
も
ま

た
女

の
家

で
喪

に
服
す

の
が

、
当

時

の
関
係
性

の

在

り
よ
う

で
あ

っ
た
。

死

の
け
が
れ

に
触

れ
た
と

い
う

の
が
、
第

一
の
理
由

で

は
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
穢

れ
説

で
割

り
切

れ
る

ほ
ど
単
純

で
は
な

い
。
懸
想

さ
れ
た
と

い
う

こ
と

は
精
神

的
な
関

わ
り
を
持

た
さ
れ

た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

に
何

ら
か

の
答
え
を
出

さ
な
け
れ
ぽ
、
関
係
性

は
宙

吊
り

に
な

っ
た
ま
ま

で
あ

る
。
服
喪

は

こ
う

い
う
場
合

の
答
え

の
出

し
方

で
も
あ

る
だ

ろ
う
。

そ
れ
を
怠

れ
ば
霊
魂

の
崇
り
も
恐

し
い
。
或

は
愛
子
を
失

っ
た
親
た
ち

へ
の
同
情

、
儀

礼

も
あ

る
だ
ろ
う
。

場
違

い
の
所

で
服
喪

し

て
い
る
男

の
微
妙

な
心

理
を
、

『仁
勢

物
語
』

の
筆

者

は

一
種

の
戸
惑

い
、
喪
失
感

と
受

け
取

っ
た
か
ど

う
か
は
分
ら
な

い
。
病

の

た

め
食

べ
た
い
と
思

っ
て
も
食

べ
ら
れ
な

い
、
食

べ
ら

れ
な

い
が
故

に
ま
す

ま

す
食

へ
の
執
着

を

つ
の
ら
す
と

い
う
話

に
転
化
し

て
し
ま

っ
た

の
だ
。

も
じ
り

の
要
点

は

「
い
か
で
こ
の
男

に
も

の
言

は
む

と
思

ひ
け
り
」

(

『伊

勢
物

語
』
)
を
、
「
い
か
で

こ
の
永
き

日
に
、
物
食

は
ん
と
思

ひ
け
り
」
(
『仁
勢

物
語

』)

と
し
、
「
死

ぬ
べ
き
時

に
、

か
く
と
こ
そ
思

ひ
し
か
と
言
ひ
け

る
を
」
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、
く

(
『
伊
勢
物
語
』
)

を
、
「
死

ぬ
べ
き

時

に
、
膈
と

云
ふ
病

者
と
思

ひ
し
か
」

(
『
仁

勢

物
語
』
)

と
し
た
こ
と

に
あ

る
。

「膈

」

は
胃
癌

で
あ

り
、
物
が
食

べ
ら
れ
な

い
病

で
あ

る
こ
と
か
ら
、
余
計
食
物

へ
の
妄
執
が

つ
の
る

の
で
あ

る
。
医
者

は

登
場
す

る
が

そ
れ
も
ほ
ん

の
僅

か
で
、
焦

れ
死
を

し
た
娘

や
そ

の
親

た
ち
な
ど
、

原
話

の
関
係
性

は
脱
落

し
、

一
人

の
男

の
病
と
食
欲

の
話

の
み

に
な

る
。

「
ゆ
く
蛍
/

雲

の
う

へ
ま

で
/
去

ぬ
べ
く

は
/
秋
風

ふ
く

と
/

雁

に
告
げ

こ

だ
て

せ
」

(
『
伊
勢
物

語
』
)

は
、
狂

歌

「
青
穂

蓼
/
雲

の
上

ま

で
/

茂

る
と
も
/
生

成
鮨

に
/

交
ぜ
ら

れ
も

せ
じ
」
と

な
り
、

さ
ら

に

「
食

ひ
難

き
/

夏

の
冷
飯
/

思

ひ
や
れ
ぽ
/
そ

の
事

と
な
く
/
腹

そ
ひ
だ
る
き
」

で
す

さ
ま
じ

い
食

へ
の
執

着

な

の
で
あ

る
。

か
く
て
こ

の
段

は
百

二
十
五
段
中
、
最
も

『
仁
勢
物
語
』
ら

し
い
作

品
と

い

っ
て
も

よ

い
か
も

し
れ

な

い
。

⇔

次

に

「金

」
が
ど

の
よ
う

に
扱
わ
れ

る
か
も
、
興
味

の
あ

る
と
こ
ろ
だ
。

当
然

な
が

ら

『伊
勢
物
語
』

に
は
金

の
話

は
出

て
来
な

い
が
、

『
仁
勢
物
語
』

に
も

「
金
」

の
話

は
そ
れ
ほ
ど
多

い
と

は

い
え
な

い
。
百

二
十

五
段

「
つ
ひ
に

ゆ

く
/
道

と

は
か
ね

て
/
聞

き

し
か
ど
」

(
『伊

勢
物

語
』
を
、
「
終

に
行

く
/

道

に
は
金

も
/

い
ら
じ

か
と
/

昨
日
経
読
む
/
僧

に
呉
れ

し
を
」

も
、
と
り

た

て
て
言
う

ほ
ど

の
こ
と

は
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ

の
よ
う

に

「
金
」

は
、
と
り

た

て
て
言
う

ほ
ど
も

な

い
よ
う
な

使

わ
れ
方

が
多

く
、
欲
望

の
対
称

と

し
て

の

「
金
」
が
見

え

て
こ
な

い

の
は
、
近
世

の
作
品

と
し

て
は
少

し
ぼ

か
り
意
外

な

と

こ
ろ
で
あ

る
。

『
伊
勢
物
語
』

十
段

は
都

か
ら
武
蔵
国
ま

で
旅

を
し

て
来

た
男

(在
原
業

平
)

が
、

そ
こ
で

一
人

の
娘
と
結
ぼ

れ
る
話

で
あ

る
。
娘

の
父
親

は
土

地

の
人
な

の

で
、
都

の
男

に
は
興
味
を
示

さ
ず

、
娘
を
別

の
男

(
お
そ
ら
く
土
地

の
人
間
)

と
結
婚

さ

せ
よ
う
と
考

え
て

い
る
が
、
母
親

は
藤

原
氏

の
出
身

な

の
で
、
都
会

の
雰

囲
気

を
漂
わ

せ
る
高
貴

な
男

に
好
意

を
持

つ
。

そ

こ
で

「
む
こ
が

ね
」

に
か
な

歌

を
贈

る

の
だ
が
、

こ

の

「
む

こ
が
ね
」
が

「金
」

を
引
き
出
す
も

じ
り

の
要

め
で
、
全
体
が
金

を

め
ぐ

る
や
り
取

り

の
話

に
展
開

す
る
。

『仁
勢

物

語
』

で
は
父
親

の
性

格

は

「
ま

た
人
」

(純

朴

で
正
直

な

人
、
『
伊

た
て
は
ら

勢
』

の

「
こ
と
人
」

の
も

じ
り
)

で
あ

る
。
母
親

は
立
腹

で
怒
り
易

い
外

向
的

な
性
格
だ

と
し

て
い
る
。

こ

の
父
母

の
性
格
を
描
き

分
け
、
外
向
的

な
母
親
は

あ
た
ま

頭
者

(ず

う
ず

う
し

い
無
鉄
砲

な
性
格

)

の
娘
婿

に
好

意
を
持

つ
。

そ
れ
を
よ

い
事

に
婿

は
義

母
か
ら
金
を
借

り
返
さ
な

い
。

そ
こ
で
借
金

返
済

の
催
促

に

一

首
を
贈

る
こ
と

に
な

る
。

「
三
吉

野

の
/

田
面
年

貢

を
/

乞

は
る

る

に
/
君

が
借

り

た

る
/
金

返

せ
か

し
」
が

そ
れ

で
、
「
み
よ
し

の

の
/

た

の
む

の
雁
も
/

ひ
た

ぶ
る

に
/

君
が

か

た

に
ぞ
/

よ
る
と
鳴

く
な

る
」

(
『伊
勢
物

語
』
十
段
)

を
も
じ

っ
た
狂
歌

で
あ

る
。古

典
的
な
関
係

性
を
新
し

い

(近
世
的
)

関
係
性

に
置
き

換
え

て
成
功

し
て

い
る

一
話
と

い
え

る
。

『
伊
勢
物
語
』

で
は
男

(
在
原
業
平
)

と
藤

原
氏

の
関
係

は
微
妙

で
あ

る
。
実

在

の
業
平

は
平
城
天
皇

の
皇
子
阿
保
親

王

の
子

で
あ
り
、
妻

は
紀

有
常

の
娘

で

あ
る
。
有
常

の
妹
が
宮

廷

に
入

っ
て
産

ん
だ
惟
喬

親
王

と
業

平
は
深

い
関
係

に

あ

っ
た
ら
し

い
。
皇
位

に

つ
く
資
格

の
あ

っ
た
惟
喬
親

王
を
疎

ん
じ
た

の
は
藤

原

氏
で
あ

る
か
ら
、
業

平

の
藤
原
氏

に
対
す

る
感

情
が
如
何

な
る
も

の
で
あ

っ

た
か
、
後
世

の
人

に
も
想
像

は

つ
い
た
。

『
伊
勢
物

語
』

に
は

「
藤
原
」

の
言

葉

は
何
度
か
出

る
が
、

そ

の
度

に
そ

こ
に
あ

る
種

の
わ
だ

か
ま
り
が

漂
う

の
を

感

じ
る

の
も
気

の
せ
い
で
は
な

い
だ

ろ
う
め

こ

の
第

十
段

の
藤
原
氏

出
身

の
母
親

に
贈

る
婿

(
業
平
)

の
返
歌

も
、
何

か
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形
通

り

で
無

表
情

で
あ

る
。
原
作

の
そ

の
よ
う

な
微

妙
な
部

分

に

『
仁
勢

物

語
』

の
筆
者
が

注
目

し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な

い
が

、

こ
れ
ら

の
微
妙

な
関
係

性
を
別

の
新

し

い
関
係
性

に
移
植

で
き

た
の
は
、

ひ
と
え

に
も

じ
り
で

〈金

〉

な

る
言
葉

を
引

き
出

し
た
こ
と
に
よ

る
。

『伊
勢
物
語
』

五
十

二
段

は
五
月

の
節
句

に
粽

を
送

ら
れ
た
男
が
、

そ

の
お
返

あ

や
め

し

に
狩

り

の
獲
物

の
雉
子

を
添

え

て

一
首
を
送

る
話

で
あ

る
。
歌

は

「菖

蒲
刈

り
/
君

は
沼

に
ぞ
/
ま
ど

ひ
け
る
/
我

は
野

に
出

で
て
/

か
る
ぞ

わ
び
し
き
」

で
あ

る
。
粽

に
使
う
菖
蒲

を
刈

り

に
沼

に
出

た
友

人

に
、
自
分

は
雉

子
を
狩

る

た
め
に
野

に
出
た

と
、

「
刈

る
」
と

「
狩

る
」

の
同
音

を
き

か

せ

つ

つ
、
端

午

の
節
句

の
行

事
を
共

に
で
き

な
か

っ
た
こ
と
を
嘆

い
た
も

の
で
あ

ろ
う
か
。

『仁
勢
物
語

』
は
右

の

一
首

を

「
粽
買

ひ
/
君

は
銭

に
ぞ
/
ま
ど

ひ
け
る
/
我

に
し

は
田
に
出
で

玉
/

取

る
ぞ

わ
び
し
き
」
と

し
て
、

田
螺
を
返
礼

に
送

っ
た
と
し

た
。当

時

も
端

午

の
節
句

の
粽

は
多
く

は
自
家
製

で
あ

っ
た
と
思

う
が

、

一
方

で

は
商
品
化

も
盛

ん
に
行

わ
れ
る
時
代

で
あ

る
。

『
仁
勢
物
語
』

で
は

「
内
裡
粽
」

を
買

っ
て
送

っ
て
来

た
友

人

に
対
し
、
自
分

は
銭
が

な

い
か
ら
買

っ
た
品
物

は

送
れ

な

い
。

そ
れ

で
田
に
入
り
螺
を
取

っ
て
送

り
ま
す
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

「
田
螺
」
が

い
か
に
も

田
舎
臭

く

て
庶
民
的

で
あ

る
。
「
内
裡
粽
」

は
宮

廷

に
も

献
上

さ
れ
る
高
価
な
も

の
で
あ
る

か
ら
、
代
金

の
工
面

で
貴
方

は
苦
労
さ
れ

た

で
し

ょ
う
。
そ
れ

に
対

し
私

は
田
螺
を
取

る

の
に
田

に
入
り
、

や
は
り
大
変

で

し
た
と

い
う
わ
け

で
あ

る
。

こ
の

コ
ン
ト
ラ

ス
ト
が
面
白

い
。

手
造

り
粽
を
商

品
化

し
た

「
内
裡
粽
」

に
も
じ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
金

(銭
)
」

を
引
き
出

し

た

の
で
あ

る
。

『伊
勢

物
語
』

の

「
む
か
し
、
男
」

に
は
、
心
を
寄

せ
て
も
想

い
の
叶
わ

ぬ
高

貴

な
女
性

二
条
后

と
伊
勢

の
斎
宮
が

い
た
。

七
三
段

は

「消
息

を
だ

に
い
ふ
べ

く
も
あ

ら

ぬ
女

の
あ

た
り
を
思

ひ
」

一
首
詠

む
話

で
あ

る
が
、

こ
れ
は
伊
勢

の

斎
宮

を
指

し

て
い
る
。

『
仁
勢
物

語
』

で
は
こ
れ
を

「
貰

は
れ
も

せ
ざ

る
御

納

戸

の
金

を
思

ひ
け

る
」

と
し
た

の
は
、
共

に
手

に
入
り
難

い
と

い
う
共
通
性

か

ら
、
「
(
高
貴

な
)

女
」
を

「
御
納

戸

の

(金

)
」

に
も

じ

っ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な
発
想

の
中

に
こ

の
筆
者

の

〈
金
〉

に
対
す

る
感
覚
、

ひ

い
て
は
そ

の

身
分

や
所
属
階
層
な
ど
が

見
え

て
く

る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

西
鶴

が
町
人
物
、
近
松
が

世
話
物

で
克

明

に
描
く
金
銭

を
め
ぐ
る
人
間

の
欲

望

と
熾

烈
な
葛
藤

は
、
新

し

い
商
業
資
本
社
会

に
必
然
的

に
生

じ

て
来
た
人
間

状

況
か
ら
派
生
す

る
テ
ー

マ
で
あ

っ
た
が
、
時

代
を
四
十
年
溯

る
こ
と
を
条
件

に
入
れ

て
も
、
『
仁
勢
物

語
』

の
筆

者

の
金

銭
感
覚

は
、
社
会

の
無
風
地

帯

に

棲
息

す
る

か
の
よ
う

に
、
何

か
の
ん
び

り
し
た
と

こ
ろ
が
あ

る
。
筆

者

は
姓
名

や
身

分
を
定

か
に
し
な

い
が
、

お
そ

ら
く
士
太
夫
階
級

に
属
す

る
人
物

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

そ
れ

は
撰
金
禁
止
命

を
利
用

し
、

「色

こ

の
み
な
り
け

る
女
」

(

『伊
勢
物

語

』
三
十

七
段
)

の
も

じ
り
と

し

て
、
「
銭
撰

り
け

る
女
」
を
登

場
さ

せ
る

こ

と

に
も
言
え

る
。

寛

永
年
間
幕
府

に
よ
り
度

々
発
令

さ
れ
た
銭
撰
り

の
法
度

は
、
悪

貨
を
拒
否

す
る
当
時

の
商
取
引

の
風
潮
を
、
法
令

で
取
り
締

る
も

の
で
、

犯

せ
ば
厳
罰

に

処
せ
ら
れ

た
。

色
好

み

の
女

の
浮

気

を
心
配

す

る
男
が

送

る

一
首

に
、
女
が

返
歌

を

し
、

「
浮
気

は
し
ま

せ
ん
」

と
応
じ

た

『伊
勢
物

語
』
を
、
コ

人

で
は
銭
を
撰

る
こ

と
は

し
ま

せ
ん
」

と
応
じ
た
と
す

る

の
が

『
仁
勢
物
語
』

で
あ
る
。

一
人

で
は

銭
撰
り

は
し
な

い
が

男
と

二
人

な
ら
法

を
犯
す

つ
も
り

な

の
か
と
問

い
返

し
た

く
も
な

る
の
が

こ

の
段

で
、
窮
極

に
は
言
わ

ん
と
す

る
と
こ
ろ
が

は

っ
き

り
し

な

い
。
筆
者

の
金

銭

へ
の
関
心

に
は
現
実

感
を
欠
く

と
こ
ろ
が

あ
り
、
視
点
が
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定

ま
ら
な

い
の
で
あ

る
。

「
銭
撰
り

の
法
度
」

は
、

た
だ
、

「今
」

を
表
現
す

る

社
会
的
事

件

の

一
つ
と

い
う
認
識

の
程
度

で
あ

る
。

そ
う
し
た
な

か
で
パ

ロ
デ

ィ
と

し
て
成
功

し

て
い
る

の
は
十

二
段

で
あ

る
。

『伊
勢
物

語
』
十

二
段
、

「
武
蔵
野

は
/
今

日
は
な
焼
き

そ
/
若
草

の
/

つ
ま
も

こ
も

れ
り
/
我
も

こ
も

れ
り
」

の

「
こ
も

れ
り
」

を

「
こ
ろ
べ
り
」

に
も
じ
り
、

全
体

を
吉
利

支
丹

の
御
法
度

に
絡
む

話

に
作

り
変

え
た
。
「
転

ぶ
」

は
、
キ

リ

ス
ト
教
を
捨

て
て
改

宗

す

る
こ
と

を
指

す
当
時

の
用
語

で
あ

る
が
、
同

時

に

「
な
焼

き
そ
」

か
ら
、

キ
リ

シ
タ

ン
処
刑

の
火
刑
を
連

想
す

る

こ
と
で
、
な
ま

な

ま
し

い
現
代

ニ

ュ
ー

ス
に
よ

る
古
典

の
書

き
変

え
と
な

っ
た
。

キ
リ

シ
タ
ソ
弾
圧

は
慶

長
年

間

か
ら
再

々
繰

り
返
さ
れ

て
き
た
が
、
寛
永
十

五

(
一
六
三
八
)
年

に
も
、
江

戸

で
大
が

か
り
な
処

刑
が

行

わ
れ

て
い

る
。

『仁
勢
物

語
』
成

立

の
時
期

に

つ
い
て
は
、

野
間
光
辰

が

つ
と

に
指
摘

し

た
よ

う

に
、
寛
永

十

五

(
一
六
三
八
)
年

か
ら
同
十
七
年
と
考
え

え
れ
ぽ

、
時
期

は

一
致

す
る
。

肥
前
島

原

の
乱
が
導

入
さ
れ
る

の
は
三
十

三
段

で
あ

る
。

こ
れ
は
通

っ
て
来

る
男
が

こ
れ
を
最
後

に
も

う
再
び
来
な

い
だ

ろ
う
と
察

し
て
い
る
女
が

い
て
、

そ

の
件

り

の
表
現
を

「
こ

の
た
び
行
き

て
は
、

ま
た

は
来
じ
」

(
『
伊
勢

物
語
』
)

と
あ

る

の
を
、

「生

き

て
は
又
帰

ら
じ
」

に
転

じ

て
出
陣

を
控

え

て
の
男

の
様

子
と

し
た
。

た

っ
た

一
つ
の
言
葉
が
決
定
的
意
味

を
持

た
さ
れ
全

世
界
が
変
転

す

る
例

と
し

て
は
先

の

「
こ
ろ
べ
り
」

に
も
通

じ
、

パ

ロ
デ

ィ
の
手
法
と
し

て

は
納
得

の
い
く
も

の
だ
。

四

パ

ロ
デ

ィ
と

は

「
与
え

ら
れ

て
い
る
表
現

以
外

の
あ

る
種

の
表

現
が

連
想
さ

れ

る
と

い
う

〈
テ
ク

ス
ト
間
相

互
関
連
性
〉

を
前

提

に
、
連
想

さ
れ
る

テ
ク

ス

ト
と

の
対
比
関
係

の
上

に
成
立

す
る
伝
統

的
な
形
式
L

(
池
上
嘉

彦

『詩
学

と

文
化
記
号
論
』
)

で
あ
り
、

『仁
勢
物

語
』

の
筆
者

は
こ

の

〈
相
互
関
連
性
〉

を

「
ご

ろ
」

の
上

に
ま
ず

置

い
た
。
指
向

す

る
対

比
関
係

は

「雅

ぴ
」

に
対
す

る

「
卑
俗
」

で
あ

り
、
「
昔
」

に
対
す

る

「
今
」

で
あ

る
。

当
然

の
こ
と
な
が
ら

『伊
勢
物
語
』

に
は
男
女

の
愛

の
関
係
性
を
描
く

も

の

が
多

い
。
卑
俗
性

現
代
性
を
指
向

す
る
折
、
そ

の
大
半
が
病

や
飲
食

の
話

に
書

き
変
え
ら
れ

る

の
は
、
当
時

の
庶
民

の
日
常

で
は
こ
れ
ら
が

最
大

の
関
心
事

で

あ

っ
た
か
ら

に
違

い
な

い
。

そ

の
際
原

話
中

に
保

た
れ
て

い
た
関
係
性
が
消
滅

し
、
欲
望

の
世
界

に
単
純
化

さ
れ

て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

反
対

に
パ

ロ
デ

ィ
と
し

て
成
功

し
て

い
る

の
は
、
先

に
も
述

べ
た
通
り
、
飲

食

や
病

の
よ
う
な
安
直

卑
近
な
も

じ
り
や
連

想
を
避
け
得

た
場
合
が
多

い
。

最
も
長

い
六
十

五
段

の

「
在
原

な
り
け
る
男
」
と

二
条
后

の
恋
物
語

は
、
大

傾
城
屋

の
高
級
遊

女
と
金
持
町
人

の
恋
物

語

に
作
り
変

え
、

ほ
ぼ

成
功

し
て

い

る
。
六
十
九
段

「
む
か
し
、
男
」

と
伊
勢

の
斎
宮

の
恋
物
語

は
、
禁
を
犯

し
て

の
恋
愛
を
、
博
奕

の
テ

ー

マ
に
転
化

し
た
。

当
時
博
奕

は
禁
制

で
、
人
目
を
忍

ん

で
や
ら
な
け

れ
ぽ

な
ら
な

か

っ
た
か
ら
、

禁
制

の
恋
物
語

を

パ

ロ
デ

ィ
ー
化

す
る

に
は
、
相
応

し

い
題
材

で
あ

っ
た
と

い
え

る
。

こ
れ
ら

は
も

じ
り
、

語
呂
以
前

に
ま
た
は
ほ
と

ん
ど

同
時

に
、
両
物
語

の
底

流

に
何
ら

か
の
意
味

の
共
通
性
を
発
見

す
る
と

こ
ろ

か
ら
連
想
が

成
り
立

ち
、

筆
者

は
言
葉

と
格
闘

し
な
が
ら
も
、

そ
れ

に
導

か
れ

て
割
合

の
び

の
び
と
筆
を

進

め

て
い
る
例

で
あ

る
。

し
か
し
恋
愛
以
外

の
別

の
関
係
性
を

パ

ロ
デ

ィ
化
す

る
場
合

は
ど
う
な

る
か
。

例
え
ぽ

三
十
九
段
、

七
十
八
段
、

八
十

七
段

、
百

一
段

な
ど
、
筆

者
は
逐
語
的

に
最

後
ま

で
も
じ

り
や
語
呂
を
重
ね
、
言
葉

と
大
格
闘

を
演

じ
る

の
で
あ

る
が
、

結
局

破
綻

し
て
し
ま
う
。
筋
と

し
て

の
話

は
存

在
す

る
が
共
感

を
生
む

に
至
ら
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な

い
の
は
、
新

し

い
関
係
性
を
創
造

で
き
ず

に
終

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

紙
幅

に
余
裕
が

な

い
の
で
詳

し
く
は
触

れ
ら
れ
な

い
が

、
例
え
ば

『伊
勢
物

語
』

百

一
段
、
在

原
行
平

の
家

に
よ

い
酒
が
あ

る
と

い
う

の
で
、
左
中
弁
藤
原

良

近
を
主
客

に
し
て
客

人
を
招
き
宴

を
開

い
た
。
瓶

に
藤

を
さ
し
、

そ
れ

を
題

に
歌
を
詠
む

と
き

、
行
平

の
弟

の
業
平

が
や

っ
て
来

た

の
で

一
首
詠
ま

せ
た
と

い
う
話

で
あ

る
。
主
客

も
藤
原
、
瓶

に
も
藤

の
花

で
あ

る
。

業
平

の

一
首
が
注

目
さ
れ

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
業
平

の
歌

は

「
咲
く
花

の
/

し
た

に
か
く

る
る
/

人

お
ほ

み
/
あ

り
し

に
ま
さ

る
/
藤

の
か
げ

か
も
」

と

い
う

の
で
あ

っ
た
。

酒
宴

の
話

で
あ

る
か
ら

『仁
勢
物
語
』

の
筆
者

に
も
好
都

合

で
、
そ

の
ま
ま

酒
席

の
話

に
し
、
歌

は

「
酒
瓶

の
/
側

に
並

べ
る
人

を
多

み
/
蟻

の
熊
野

へ
/

参

る
な
り

か
も
」

と
も
じ

っ
た
。
歌

の
心
を
問
わ
れ

た
と
き

の
業
平

の
答

え
は

「
(前

略
)
藤

氏

の
こ
と

に
栄

ゆ
る
を
思

ひ

て
よ
め

る
」

な

の
で
あ

る
が
、

『伊

か
ら

勢
物

語
』

で
は

「藤
絡
げ

の
酒
林

を
思

ひ

て
詠

め
る
」

で
あ

る
。

こ
の

「
藤
絡

げ

の
酒
林
」
が
分

ら
な

い
。
実
際

に

モ
デ

ル
が
あ

っ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
筆
者

の

〈
奇
想
〉

の

一
種

な

の
か
。
頭

を
抱

え
た
ま
ま
稿
を
終

わ
る

の
は
残
念

で
あ

る
が

、

『仁
勢
物

語
』

に
は
、

こ
の
よ
う
な
意

味
不

明

の
話
も

結
構
少

く
な

い

の
で
あ

る
。

使

用
テ
キ

ス
ト

『仁
勢
物

語
』

日
本
古
典

文
学
大
系

『仮
名
草

子
集
』

(岩
波
書

店
)

『伊
勢
物

語
』
新
潮

日
本
古
典
集
成

『伊
勢
物

語
』

(新
潮
社

)

雑
誌
受
贈
リ
ス
ト

①

鶴
見
日
本
大
學

創
刊
号
・
第
2
号

(鶴
見
大
学
院
日
本
文
学
専
攻
)

鶴
見
大
学
紀
要

第
35
号

(鶴
見
大
学
)

二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢

第
60
輯

(二
松
学
舎
大
学
人
文
学
会
)

梅
花
女
子
大
学
文
学
部
紀
要

31

(梅
花
女
子
文
学
部
)

滝
川
文
藝

九
号

(國
學
院
短
期
大
学
)

滝
川
国
文

第
14
号

(國
學
院
短
期
大
学
国
文
学
会
)

国
文
学
研
究

第
百
二
十
五
号

(早
稲
田
大
学
国
文
学
会
)

日
本
語
研
修
セ
ン
タ
ー
報
告
(v
o
1
.
6
)
(大
阪
樟
陰
女
子
大
学
日
本
語
研
修
セ
ソ
タ
ー
)

横
浜
国
大
国
語
研
究

第
16
号

(横
浜
国
立
大
学
国
語
国
文
学
会
)

聖
徳
学
園
岐
阜
教
育
大
学
国
語
国
文
学

第
17
号

(聖
徳
学
園
岐
阜
教
育
大
学
国
語
国
文
学
会
)

日
本
文
藝
研
究
第
五
十
巻

第
一
号

(関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
)

仁
愛
国
文

第
15
号

(仁
愛
女
子
短
期
大
学
国
文
学
会
)

風
花
第
3
号

(仁
愛
女
子
短
期
大
学
国
文
学
科
郷
土
学
研
究
セ
ン
タ
ー
)

語
文

第
百

一
輯

(日
本
大
学
国
文
学
会
)

明
星
大
学
研
究
紀
要

人
文
学
部

第
34
号

(明
星
大
学
人
文
学
部
)

大
妻
女
子
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
論
叢

第
八
号

(大
妻
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
)

国
文
研
究

第
四
十
三
号

(熊
本
県
立
大
学
国
文
談
話
会
)

新
潟
産
業
大
学
人
文
学
部
紀
要
.第
7
号

(新
潟
産
業
大
学
附
属
研
究
所
)
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