
伊
勢
物
語
初
冠
段
の
成
立

井

川

健

司

伊
勢
物
語

の
成
立
問
題

に
関

し
て
、
古
今
業
平
歌
と
勢
語
該
当
段
と

の
比
較

か
ら
、
従
来

よ
り
業
平
歌

の
み
か

ら
成
る
も

の
を
原
勢
語
と
仮
定

し
、
他

の
章

段
を
副
次

的
成
立
と
見

な
す
考

え
が
広
く
行
な
わ
れ

る
が
、
現
今

で
は
行
き
詰

ま
り
の
状
態
に
至

っ
て
お
り
、
そ
の
打
開
方
法
と

し
て
、
逆

に
副
次
的
成
立
と

目
さ
れ
た
章
段

に
も
光

を
当
て
、
物

語

の
成
立
を
考

え
る
必
要

が
あ
る
も

の
と

思
わ
れ
る
。
本
稿

は
、
如
上

の
意
識

の
も
と

に
、
現
存
勢

語
冒
頭

の
初

冠

段

を
、
成
立
年
代
を
中
心

に
し

て
考
察
す
る
。

△

△

△

昔
、
男
、
初
冠

し
て
、
奈
良

の
京
春

日
の
里

に
知
る
由
し

て
、
狩

に
い
に
け

り
。
そ

の
里

に
、

い
と
な
ま

め
い
た
る
女

は
ら
か
ら
住
み
け
り
。

こ
の
男
垣

間
見

て
け

り
。
思

ほ
え
ず
、
古
里

に
い
と

は
し
た
な
く

て
あ
り
け
れ
ば
、
心

地
惑

ひ
に
け
り
。
男

の
着

た
り
け

る
か
り
ぎ

ぬ
の
す
そ
を
き

り
て
、
歌
を
か

き
て
や
る
。
そ

の
男

、
し

の
ぶ
ず

り
の
か
り
ぎ

ぬ
を
な
む
着

た
り
け
る
。

春
日
野

の
わ
か
紫

の
す
り
ご
ろ
も
し

の
ぶ

の
乱

れ
か
ぎ

り
知

ら
れ
ず

と
な
む
を

い
づ
き
て
言
ひ
や
り
け
る
。

つ
い
で
お
も
し
ろ
き
事
と

や
思

ひ
け

む
。

陸
奥

の
し
の
ぶ
も
ち
ず
り
誰
ゆ
ゑ

に
乱
れ
そ

め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に

と

い
ふ
歌

の
心
ば

へ
な

り
。
昔
人

は
、

か
く

い
ち
は
や
き

み
や
び

を
な
む

し

け
る
。

(定
家
本
)

源
氏
物
語
桐

壷
巻

に
於

い
て
光
源

氏

の
元
服
、
続
く
帚
木
巻

の

「
忍

ぶ
の
乱

れ
や
」
以
下
は
、
右
初
冠
段
を
敷
衍
し
て
夙

に
有
名

で
あ
る
が
、
こ
の
段
の
存

在

は
更

に
遡

っ
て
、
古
今
和
歌
六
帖
や
後

述
す
る
宇
津
保
物

語
、

一
条
摂

政
御

集
等

に
も
窺
え
、
円
融
朝
初
期

に
は
既

に
名
高

い
話

で
あ

っ
た

こ
と

が
知
ら
れ

る
。

し
か

し
、
後
撰
集
を
も
遡

っ
て
そ

の
存
在
を
求

め
る
と
な
る
と
、
そ

の
姿

は
な

か
な

か
見
出

せ
る
も

の
で
は
な

い
。
そ
れ

で
も
、
契
冲

「
勢
語
臆
断
」
や

岡

一
男

「
古
典
と
作
家
」

に
は
、
延
喜
年
間

の
京
極
御
息
所
褒
子
歌
合

の
歌
を

指
摘

し
て
、
当

段
の
反
映

を
見

て
お
り
、
本
稿

で
も

ま
ず
此

の
歌
合
を
取
り
上

げ

て
、
そ
の
当
否

を
考

え
る
必
要

が
あ

ろ
う
。
問
題

の
歌

は

(萩
谷
朴

「
平
安

朝
歌
合
大

成

一
」

)

40
今
年

よ
り
匂

ひ
そ
む
め
る
春

日
野

の
わ
か
紫

に
手
な
な
ふ
れ
そ
も

左

む
ら
さ
き

41
紫
草

に
手
も

こ
そ

ふ
る
れ
春
日
野

の
野
守
よ
人
に
若
菜
摘

ま
す
な

右

42
千
早
振

る
神
も
知
る

ら
む
春

日
野

の
わ
か
紫

に
誰
か
手

ふ
れ
む
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で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
歌
合

日
記

に
よ
れ
ば

、
延
喜

二
十

一
年

三
月

、
宇
多
法
皇

の
春

日
詣

で
に
際

し
、
そ

の
寵
臣
大
和
守
藤
原
忠
房

が
躬
恒

に
依
頼

し
た
八
首

き
も
と

と
自
作
十

二
首

、
計

二
十
首

を
法
皇

に
奉

り
、
後

日
そ
れ
ら

を
本
歌
と

し
て
、

河
原
院

に
て
左
右

に
分
か
れ

て
返
歌
す
る
歌
合
を
催

し
た
、
そ

の
時

の
歌

の

一

部

で
あ
る
。

も
と

ま
ず
40
番
忠
房

の
本
歌
だ
が
、

こ
れ
は
表
裏

二
つ
の
意
味
を
も

つ
。
ひ
と

つ

む
ら
さ
き

は
、

"
春

の
春
日
野
に
ほ

の
か
に
色
づ

き
始
め
た
若

い
紫
草

を
心
な
く
も
手
折

む
ら
さ
き

っ
て
し
ま
う

の
で
は
な

い
よ
、
"
と
草
木
た
る
紫
草

に
心
を
寄

せ
る
意
、
他

の

ひ
と

つ
は
、

"
新
た
な
春
を
迎
え

め

っ
き
り
大
人
ら
し
く
な

っ
て
き
た
春

日
野

の
乙
女

に
早

々
と
手
出
し
を
す
る
な
"
、
と

色
好

む
男

を
牽
制

す

る

意

で

あ

る
。次

に
、

41

・
42
番

は
こ
の
本
歌

に
対

す
る
左
右

の
返
歌

で
、
41
番
が
本
歌

の

前
者

の
意

「
紫
草
」

で
返

し
た
の
に
対

し
、
42
番

は
本
歌
合
1
番

の

「
珍

し
き

や

を
と

め

今

日
の
春

日
の
八
少
女
を
神
も
恋

し
と

し
の
ば
ざ
ら

め
や
」
と
あ
る
如
く
、
春

日
社
-
八
少
女
、

の
パ
タ
ー
ソ
で
返
し
た
も

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
こ
で
注
意
す
べ
き

は
、
40
番

の
歌
が
1
番

の

「
八
少
女
」
と

む
ら
さ
き

い
う
語

で
は
な
く
、
紫
草

の
若
草

に
こ
と

寄

せ
た

「
わ
か
紫
」
と

い
う
語
で
乙

女
を
表
わ
し
て

い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
そ

の
こ
と

ば

の
意
味

し
て
い
る
も

の
が
、

「
春

日
社

の
八
少
女
」

に
限
定

さ
れ
た
も

の
な
の
で
は
な
く
、
春

日
の

里

の
う
ら
若

い
乙
女

一
般
を
も
表

わ
す
比
喩
表
現

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
、

し

か
も
そ

の
歌

の
内
容
が
、
乙
女

に
対
す
る
懸
想
を
扱

っ
て
い
る

こ
と

か
ら
、
そ

こ
に
初
冠
段
と

の
関
連
を
想
起
さ

せ
る
も

の
が
あ
る
と
言
え

る
。
さ

ら

に

ま

た
、

「
わ
か
紫
」
と

い
う

こ
と
ぽ

に
限
れ
ば
、
此

の
語
が
乙
女
を

表

わ

す

例

は
、
平
安
時
代

、
延
喜
年

間
に
至
る
迄
に
は
初
冠

段

(仮
定
)

の
ほ
か
に
、
上

述

の
歌
合

歌
し
か
見

当
た
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
。
当
時

に
あ

っ
て

は

一
般

に
、

こ

り
ん
だ
う

「
わ
か
紫
」

は
紫
苑

・
藤

、

「
濃
紫
」

は
竜
胆

・
藤
、

「
紫
」

は
後
述

の
古
今

か
き
つ
ば
た

二
首

を
除

い

て
、

紫

草

・
藤

・
菊

・
杜

若

・
薄

・
雲

な

ど

の
形

容

に
、

ま

た

そ

へ

の
ほ
か
に
は
袍

や
元
結

の
色

に
使
わ
れ
た

に
す
ぎ

ぬ
。

こ
の
点
か
ら
、

「
わ
か

紫

n
乙
女
」

の
比
喩
表
現

は
、
ま
だ
新
鮮

で
類
型

に
堕
し
た
も

の
で
は
な

い
と

ふ
る
さ
と

知

ら
れ
る
。
従

っ
て
当
該
両
者

の
、
①
季
節

は
春
、
②
故
里
奈
良

の
春

日

の
地

に
て
、
③

「
わ
か
紫
」
と
喩
え
ら
れ
る
乙
女
と
、
④
そ

の
乙
女

へ
の
恋
心
、
と

い
う
共
通
項
を
く
く
り
出

せ
ば
、
そ

の
関
連
性
は

一
層
濃
厚
と

見
な
さ
な
け
れ

も
と

ば
な
ら
ぬ
。
そ

の
場
合
、
忠
房

の
本
歌

二
十
首
は
、
晴
儀

の
場

に
奉
ら
れ
た
も

の
ゆ
え
に
、
新

た
な
発

想
、
表
現

よ
り
典

故
引

用
あ
る

い
は
伝
統
的
な
詠

み
方

が
優

先
し
た
筈

で
、
そ
の
点

を
初
冠
段
先
行

の

一
理
由

に
挙
げ

て
も
誤

り
と
言

え
ぬ
で
あ

ろ
う
。

ふ
る
さ
と

さ

て
、
次

に
初
冠
段

の
内
容

で
あ
る
が
、
作
者

は
な
ぜ

「
故
里

の
奈
良
」

に

む
ら
さ
き

へ

舞
台
を
選
び
、
女
を

「
紫
草
」

に
た
と
え
、
し
か
も
そ
れ
が

「
女

は
ら
か
ら
」

で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

っ
た

の
か
…
…
。
古
今
集

巻

二

(春

下
)
に
は
、

90
故
里
と
な
り

に
し
奈
良

の
都

に
も
色

は
か

は
ら
ず
花
は
咲
き
け
り

と

い
う
平
城
天
皇

の
歌
が
載
る
が
、
業
平
は
同
天
皇

の
孫
、
故
里
と

な
り
に
し

奈

良

は
ゆ
か
り

の
地
に
あ
た
り
、
思

う
に
初

冠
段
作
者

の
心
底

に
は
、
上

述

の

歴
史
上

の
事
実

が
潜
在

し
て

い
た

の
で
は
な

い
か
。

同

じ
く
古
今
集
巻

十
七

(雑
上
)

に
は
、

む
ら
さ
き

膨
紫
草

の
ひ
と
も
と
ゆ

ゑ
に
武
蔵
野

の
草

は
み
な
が
ら
あ

は
れ
と
そ
見

るめ
の
お
と
う
と
を
も

て
侍
り
け
る
人
に
う

へ
の
き
ぬ
を
お
く
る
と

て

詠
み

て
や
り
け
る

業
平
朝
臣

む
ら
さ
き

跚
紫
草

の
色
濃
き
時

は
め
も

は
る

に
野
な
る
草
木
ぞ
わ
か
れ
ざ

り
け
る

の
二
首
が
な

ら
ぶ
。

讎
よ
み
人

し
ら
ず
歌

は

「
本
来

は
草
そ

の
も

の

へ
の
愛
着
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を
う
た

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
」

(
小
沢
正
夫
氏
)
が
、
後

に
こ
の
歌
が

「
愛
す

る

ひ
と

一
人
あ
る
ゆ
え
、
そ

の
関
係
者
す
べ

て
に
親
愛
感
を
抱
く
」
意

に
も
解

さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
の
は
、

跚
業
平

の
歌

に
依
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
か
ら

で

は
な

い
か
。
と

い
う
の
も
、
跚
が
跏
に
表
現

、
語
句
が
極

め
て
類
似
し

て
い
る

に
拘
ら
ず
、
集

に
採
ら
れ
る
程

の
評
価

を
得

て

い
る

の
は
、
畢
竟
詞
書

に
あ
る

よ
う
な
詠
歌
事
情

に
よ

っ
て
、
同
じ

「
紫
草

」
が

「
妻

(
へ
の
愛
情

)
」
と
解

さ
れ
る
、

"
新
た
な
意
味

の
付
与
"
が
な
さ
れ
、
暗
喩

の
歌

に
仕
立
て
る
手
柄

を
示

し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば
延
喜
十

三
年
亭
子
院
歌
合

で
は
、
脚
を

ほ
ん本

歌
と

し
て
、

29

武
蔵
野

に
色

や
か
よ

へ
る
藤

の
花
わ

か
紫

に
染

め
て
見
ゆ
ら
む

と
詠
み
、
本
歌
を
、
草

木
で
愛
で
る
と

云
う
本
来

の
意
味

で
受
け

取

っ

て

い

る
。
と

こ
ろ
が

一
方
、
兼
輔

集

(
歌
仙
本
)
に
は
、

故
内
侍
督

(
藤
原
満
子
。
延
喜
八
i

承
平
七

マ
デ
督
。
筆
者

注
)

の

住

み
給

ひ
し
時
、
藤
壷

に
て
菊

の
賀
み
か
ど

の
せ
さ

せ
給

ひ
け
る
に

58
紫

の
ひ
と
も
と
菊

は
万
代
を
武
蔵
野

に
こ
そ
頼
む

べ
ら
な
れ

と

あ

っ
て
、
満

子
と

の
血
縁

を
言

っ
て
天
皇

の
恩
顧
を
願
う
と

い
う
、
本
歌

脚

を
人
事

詠
と

見
な
す
歌
が
見
出
せ
る
の
で
、
恐

ら
く
延
喜
時
代

に
は
、

脚
に
関

し
て

一
般

に
両
義
が
認
め
ら
れ
て
き

て

い
た
ら
し
く

(歌
意

が
ま
だ
ゆ
れ

て
い

た
と
も
と
れ
る
)
、
そ

の
暗
喩
的
解

釈
を
促

し
た
要
因
と

し
て
、
跚
業
平
歌

の

む
ら
さ
き

存
在
を
無
視
す
る
わ
け

に
は
い
く
ま

い
。

こ
う
し
て

「
紫
草

」
に
愛

人
と

か
愛

情
と

か
の
比
喩
的
意
味

を
与
え
た
も

の
が
、
意
外

に
も
業
平

(
な
ど
)

の
歌

で

あ

る
こ
と
を
知

っ
た
の
だ
が

、
そ
れ
が
先
程

の
初
冠
段

の

「
わ
か
紫
11
乙
女
」

表
現

誕
生

に
、
実

は
か
な
り
直
接

に
結
び

つ
い
て
い
る

の
で
は
な
か

っ
た
か
。

何
故
な
ら
、
先
程

の
疑
問
点

、
初

冠
段

の
乙
女

は
な
ぜ

「
女

は
ら
か
ら
」
と
設

定
さ
れ
た

の
か
、
を
考
え
た
場
合

、

こ
の

「
紫
草
」

に
比
喩
的
意
味

を
与

え
た

古
今

跚
業
平

の
歌

の
詞
書

に
は

"
め
の
お
と
う
と
"
と
あ

っ
て
業
平

の
妻

の
妹

の
存
在
を
示

し
、

こ
れ

は
勢
語

で
は
四
十

一
段

(
定
家
本
)

に
あ

た

っ
て
い
て

昔
、
女

は
ら
か

ら
ふ
た
り
あ
り
け
り
。

ひ
と

り
は
い
や
し
き
男

の
貧

し
き
、

ひ
と

り
は
あ

て
な
る
男
持

た
り
け

り
。

い
や
し
き
男
持

た
る
、
師
走

の
つ
ご

も

り
に
、
う

へ
の
き

ぬ
を
洗

ひ
て
、
手
つ

か
ら
張

り
け
り
。

こ
こ
ろ
ざ

し
は

い
た
し
け
れ
ど
、
さ
る

い
や
し
き
わ
ざ

も
な
ら
は
ざ

り
け
れ

ば
、
う

へ
の
き

や

ぬ

の
肩
を
張
り
破
り
て
け
る
。
せ
む
方
も
な
く
て
、
た
だ
泣
き

に

泣

き

け

り
。

こ
れ
を
、
か

の
あ

て
な
る
男
聞
き

て
、

い
と
心
苦
し
か
り
け
れ
ば

い
と

ろ
う
そ
う

清
ら
な
る
緑
衫

の
う

へ
の
き

ぬ
を
、
見
出

で
て
や
る
と

て
、

紫
草

の
色

こ
き
時

は
め
も

は
る
に
野
な
る
草
木
ぞ
わ
か
れ
ざ

り
け
る

武
蔵
野

の
心
な
る

べ
し

と

な

っ
て
お
り
、
詞
書
と

同
様
物
語

に
も

"
女

は
ら
か
ら
"

は
登
場
す
る
。
と

す
る
と

初
冠
段

の

「
女

は
ら
か
ら
」

の
設
定

は
、
こ
の
段
か

ら
発
想

さ
れ

た
可

能

性
も
濃
厚
と

い
え
よ
う
。
初
冠
段
と

四
十

一
段

(
あ
る

い
は
古
今

跚
)

を
比

べ
る
と
、
①
故
里
奈
良

の
地

(
平
城
帝
)
は
業
平
に
、
②

「
わ
か
紫

」

の
比
喩

表
現

は
業
平
歌

「
紫
草

の
」

に
、
③

"
女
は
ら
か
ら
"
は
同
じ
そ

の
も

の
に
呼

ヘ

ヘ

ヘ

へ

応

し
て
く
る
。
此

の
両
者

の

一
種

の
結
び

つ
き

は
、
単

に
偶
然
と

言

う

べ

き

か
。

そ
う

で
は
あ
る

ま
い
。
初
冠
段
作
者

は
、

「
昔
、
男
」

に
他
段

に
も
散
見

す
る
如
く

、
業
平
と
脱
業
平

の
相
反
す

る
意
識

を
混
在
さ

せ
な
が
ら
、
平
城
帝

以
来

在
原
氏
ゆ
か
り
の
故
里
奈
良

に
舞
台

を
設

け
、

四
十

一
段

に
該
当
す
る
話

も
心
中

に
納
め
な
が
ら
、
実

在
し
た
業
平
像

を
大
き
く
逸
脱
す

る
こ
と
な
く
、

し
か
も
岡
博
士

の
言
わ
れ
る
如
く

「初

段
に
、
奈

良
の
京

、
春

日
の
里

を
出

し

た

の
は
、

こ
の
男

は
、
在
原
業
平

で
は
な
く
、
藤
原

の
若

者
達

で
、
そ
れ
が
元

服

し
て
氏
神

の
春

日
神
社

に
参
詣
し
た
よ
う

に
見

せ
か

け

た

の

で

あ

る
。
」

(
「
王
朝

の
文
学
」
)
と

の
意
図
を
も
あ
る

い
は
重
ね
も

っ
て
、
当
段

の
想
を
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構

え
た

の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

以

上
、
臆

測
を
逞
し
く
し
た
が
、
初
冠

段
と
忠
房
歌
と

の
共
通
性

・
関
連
性

を
指
摘

し
、
忠
房
詠
進

が
晴
儀

の
場
で
あ

っ
た
こ
と

を
考
慮

し
且

つ
両
者

の
共

通
点

の

一
部
表
現
が
、
勢
語

四
十

一
段
説
話

(
あ
る
い
は
該
当
古
今
歌
)
等
か

ら
得

ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
定

し
、
初
冠
段
と
忠
房
歌
と

の
関
係

を
初
冠

段
↓
忠

房
歌
と
見

な
そ
う
と

す
る
も

の
で
あ
る
。

さ
て
、
初

冠
段

の
存

在
を
探

る
資
料
と

し
て
、
次

に
は
新
古
今
和
歌
集

に
載

る
歌

、

女

に
遣

は
し
け
る

在
原
業
平
朝
臣

蝋
春

日
野

の
わ
か
紫

の
す
り
衣

し
の
ぶ
の
乱
れ

か
ぎ

り
し
ら
れ
ず

中
将

更
衣
に
遣
は
し
け
る

延
喜
御
歌

螂
む
ら
さ
き

の
色

に
心
は
あ
ら
ね
ど
も
深
く

そ
人
を
思
ひ
そ
め
つ
る

を
あ
げ
よ
う
。

こ
の
、
嬲

の
歌
は
、
す
ぐ
前
に
初
冠
段

の
歌

が
位

置

す

る

の

で
、
あ
る

い
は
撰
者
が
本
歌
取

り
と

見
な
し
て
並
べ
た
か
と
思

え
る
の
だ
が

、

そ
う
で
は
な
く
、
単
な
る
時
代

順

の
配
列

の
結

果
で
あ
る
。
こ

の
歌

の
詠
作
事

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

情

に
関
し

て

は
、
詞

書

の

「
中
将

更
衣
」
や
歌

の

「
思
ひ
そ
め
つ
る
」
等

か

ら
、
後
見
人

(
父
親
)
が
中
将

で
あ
る
女

が
、
新

た
に
入
内

し
た
当

日
、
あ

る

い
は
翌
日
、
恐
ら
く
後
朝

の
歌
と
し
て
延
喜
帝

か
ら

つ
か
わ
さ
れ
た
と

推
定

で

き
、
そ

の
歌
は

「
紫

(
草
)

の
色

・
深
し

・
染

む
」
と

い

3

縁

語

、

「
そ

む

(
染
む

・
初
む
)
」
と

い
う
掛
詞
を
用

い
た
技
巧
的
な
も

の
と

い
え
よ
う
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
歌

の
聞
題

点
も
、
な
ぜ

心
を

(結

果
と

し
て
)

「
紫
」

に

喩
え
た

の
か
、
と

い
う
事

で
あ
る
。
心
と

無
関
係
に

「
深
し
」
を
引
き

出
す
為

に

「
紫
」
を
用

い
た
と

見
れ
ぽ
簡
単
だ
が
、
そ
れ

で
は
歌
が
単
純
で
乾

い
た
も

の
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
此

の
時
代

に
あ

っ
て
は
、
恋
歌
に
は
色
と

し
て

く
れ
な
ゐ

通
常

「
紅
」
が
用

い
ら
れ
る
。
古
今
を
例

に
と
る
と

鯒
人
知
れ
ず
思
へ
ば
苦
し
紅
の
末
摘
花
の
色
に
い
で
な
む

れ

砲
紅

の
色

に
は
い
で
じ
隠
れ
沼

の
下

に
か
よ

ひ
て
恋

は
死
ぬ
と
も

㎜
紅

の
初
花
染

め
の
色
深
く
思

ひ
し
心
わ
れ
忘
れ
め
や

な
ど
が
あ
る
が
、

こ
の

「
紅
」
を
用

い
ず

に

「
紫
」
を
用

い
た

の
は
な
ぜ

で
あ

ろ
う
か
。

「
紫
」

は
、
先
述

し
た
如
く
主

に
植
物

の
色
表
現

に
用

い
ら
れ
る
が
、
当
該

歌

は
そ
れ

で
は
な

い
。
そ

こ
で
、
入
内
と

い
う
事
か
ら
、
禁
色

(
紫
)

の
可
能

性

は
考
え
ら
れ
る
。
衣
服
令

の
規
定

に
よ
れ
ぽ
、
紫

は
三
位
ま

で
、
し
か
し
天

　

暦
頃
ま

で
に
は
多
少
ゆ
る
く
な

っ
て
四
位
ま

で
で
あ
る
が

(
後
撰
拑
そ

の
他

の

資
料

に
よ
る
)
、
そ
れ

で
も

「
紫
」

は
三

・
四
位
ま

で
で
、

「
更
衣
」

の
身
分

で
は
無

理
と

い
え
、
位
階

の
点
か
ら
紫
が
発
想
さ
れ
た
と

は
見
ら
れ
な

い
。
結

局
、
考

え
ら
れ

る
事

は
、
先
述

の
如
き
恋
愛
心
情

の
象
微
と
し

て
の

「
紫
」

で

ヘ

へ

あ

り
、
そ
れ
ゆ
え

に

「
思

ひ
そ

め
つ
る
」
と
表
現
し

て
、
た
と
え
ポ

ー
ズ
と

し

て
で
あ

っ
て
も
初
恋

の

ニ
ュ
ア
ソ
ス
を
も
た

せ
た

の
で
あ

ろ
う
。
そ

こ
に
、
初

冠
段

の
影
を
認

め
た

い
の
で
あ
る
。
な

お

「
そ
む
」

は
、
掛
詞

(染
む

・
初
む
)

と

し
て
使
わ
れ

る
例

は
意
外

に
少
な
く
、
延
喜

の
時
代
頃
ま

で
の
例
と
し

て
、

貫
之

・
躬
恒
、

そ
れ

に
融

(初
冠
段

・
古
今
)

・
忠
房

(先

の
歌
合
歌
)

・
右

の
延
喜
帝
歌
な
ど

、
数
例

に
す
ぎ

ぬ
こ
と
も
考
慮
す

べ
き

で
あ

る
。
中
将
更
衣

は
藤
原
敏
行

の
息
伊
衡

の
女
、
伊
衡

の
中
将

は
延
長

二
ー
承
平

四
年
延
喜
帝
退

位
後

で
あ
る
か
ら
、
中
将

更
衣
と

の
呼
称

は
入
内
当
初

の
も

の
で
な
く
か
な
り

後

の
も

の
で
あ
ろ
う
。

次

に
貫
之

の
歌

に
移
る
。

(以
下
、
貫
之
集

は
西
本
願
寺
本
)

ほ

税
か
り
ご
ろ
も
心

の
内

に
干
さ
な
く
に
な
ど
乱

れ
て
は
物
思

ひ
を
す

る

陸
奥

へ
下

る
人

を
惜

し
め
る

か
り
ご
ろ
も

し

の

ぶ

鰯
狩
衣
す
る
名

に
お

へ
る
信
夫
山
越
え
ん
人

こ
そ
か
ね
て
惜
し
け
れ
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(
歌
仙
本

は

「
か
ら
衣
す
る
な
に
お

へ
る
ふ
し
の
山
」
)

和
歌

に
お
い
て
単

に

「
衣
」
を

云
う
場
合
、
通
常

は
歌
語

の

「
唐
衣
」
を
用

い

る
も

の
だ

が

(貫
之
も
例
外

で
は
な

い
)
、
右
例

の
如
く

「
狩
衣
」
と
す
る

の

は
稀

で
、
貫
之

の
歌

の
場
合
、
枕
詞
以
外

の
唐
衣
十
余
例

に
対

し
狩
衣

は
右

二

首

の
み
で
あ

る
。

税
は
、

「
干
す

・
思

ひ

(火
)
」

の
技
巧

を
用

い
る
恋

の
歌

だ

が
、

「
狩
衣

-
乱
れ

て
思

ふ
」
と
表
現

し
て
い
る
と

こ
ろ
か

ら
、
語
句
と
歌

の
内
容

に
お
い
て
、
初
冠
段

を
髣
髴

さ
せ
る
も

の
で
あ

る
が
、

麟
に
な
る
と
此

の
段
と

の
関
係

は

一
層
明

ら
か
に
な
る
。
再
び
本
文

の

一
部
を
引
く
。

…
…
男

の
着

た
り
け
る
か
り
ぎ

ぬ

の
す
そ
を
き

り
て
、
歌

を
か
き

て
や
る
。

そ

の
男

、
し

の
ぶ
ず

り
の
か
り
ぎ

ぬ
を
な
む
着

た
り
け
る
。

春

日
野

の
わ
か
紫

の
す

り
衣

し
の
ぶ
の
乱
れ

か
ぎ

り
知

ら
れ
ず

と

な
む
を

い
づ

き
て
い
ひ
や
り
け
る
。
…
…

陸
奥

の
し
の
ぶ
も

ち
ず

り
誰
ゆ

ゑ
に
乱
れ

そ
め
に
し
我
な
ら
な
く

に

と

い
ふ
歌

の
心
ぽ

へ
な

り
。

(以
下
略
)

右
本
文
と
と

鵬
を
比
較
し
て
み
る
と

、
次

の
こ
と

が
言

え
る
筈

で
あ

る
。
す
な

と
お
る

わ
ち
、

「
か
り
ご
ろ
も
す
る
名

に
お

へ
る
し
の
ぶ
山
」
と

い
う
表
現

は
、
融

の

歌

「
陸
奥

の
」

(古
今

剛
)
か
ら
だ
け
で
は
引
き

出
せ
ぬ
も

の
で
、
必
ず
初
冠

段

の

「
し

の
ぶ
ず

り
の
か
り
ぎ

ぬ
」
と

い
う
句

が
な
け
れ
ぽ
な

ら
な

い
。

ま
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
か
り
ご
ろ
も
す
る
名

に
お

へ
る
し

の
ぶ
山

」

の

「
か
り
ご
ろ
も
」

を
強
調

し

ヘ

ヘ

へ

て
読
め
ぼ
、
こ

の
表

現
は
単
に
融
の
歌

に
よ
り

「
し
の
ぶ
摺

り
に
ち
な

ん
で
有

ヘ

ヘ

へ

名

な
陸
奥

の
信

夫
山
」
と

い
う
意

の
み
な
ら
ず

、
同
時

に
、

「
し
の
ぶ
摺

り
の

狩
衣

の
話

」
も
世
に
聞
え
て

い
る
と

い
う
意

に
も

な

っ
て
い
る
こ
と

で
、
初
冠

段

の
流
布

が
想
豫

さ
れ

る
わ
け

で
あ

る
。

こ

こ
ん

と

こ
ろ
で
、
貫
之
が
歌
人
と

し
て
古
今

の
名
歌

か
ら
、
そ

の
表
現
語
句

や
内

容

を
摂
取

し
て
、
自

家

の
も

の
と

し
て
い
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
殊

に

業
平

に
対
し

て
は
土
佐
日
記
を
例
に
と

っ
て
も
、
敬

慕

の
念
と

影
響

が
随
所

に

窺
え
る
。
ま
た
歌

に
お

い
て
も
、

は
か
な

寝

ぬ
る
夜

の
夢
を
儚
み
ま
ど
ろ
め
ば

い
や
儚
に
も
な
り
ま
さ
る
か
な

(
古
今
業
平

・
勢

語
百
三
段
)

い
と
ど
し
く
過
ぎ
ゆ
く
方

の
恋
し
き

に
う
ら
や
ま
し
く
も
帰
る
波
か
な

(
後
撰
業
平

・
勢
語
七
段
)

な
ど
を
利
用

し
て
、

鰯
寝

ぬ
る
夜

の
夢

は
波

に
も
あ
ら
な
く
に
立
返
り
て
も
人
を
見

る
か
な

へ

別
れ

つ
る
程

は
経
な
く

に
白
波

の
立
返
り
て
も
見
ま
く

ほ
し
き
か

(前
者

は
貫
之
集

・
後
者

は
古
今
六
帖

五
)

と
詠

ん
で
お
り
、
そ

の
他
、
勢
語
と

の
関
係
を
調
べ
て
も
、
今

は
若
干

の
指
摘

に
と
ど

め
る
が
、
例
え
ば
八
十
七
段

の

一
部

(
ぬ
き
乱
る
1
古
今
業
平
)
、

わ
が
世
を
ぼ
け

ふ
か
あ
す
か
と
待

つ
か
ひ

の
涙

の
滝
と

孰
れ
た
か
け
む

あ
る
じ
、
次

に
よ
む

ぬ
き
乱
る
人

こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉

の
間
な
く
も
散
る
か
袖

の
狭

き

に

を
取

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

疑
わ
せ
る
歌

し
ば

柵
ぬ
き
乱
る
涙
も
暫
し
と
ま
る
や
と
玉

の
緒
ば
か
り
あ
ひ
見
て
し
が
な

が
貫
之
集

に
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
勢
語
六
十

五
段
、

…
…
わ
が
か

乂
る
心
や

め
給

へ
と
、
仏

・
神

に
も
申
し
け
れ
ど
、

い
や
ま
さ

り
に
の
み
お
ぼ
え

つ

x
な
を
わ
り
な
く
恋

し
う

の
み

お
ぼ
え
け
れ
ば
、
陰
陽

は
ら
ヘ

ユ

師

・
か
む
な
ぎ
呼
び

て
、
恋

せ
じ
と

い
ふ
祓

の
具

し
て
な
む
行
き
け
る
。
祓

　

え
け
る
ま

エ
に
、

い
と
悲

し
き
事
か
ず

ま
さ
り

て
、
あ
り

し
よ
り
け

に
恋
し

ミく

の
み
お
ぼ
え
け
れ
ば

、

み
そ
ぎ
ヨ

恋

せ
じ
と

み
た
ら
し
川
に
せ
し
楔
神

は
う
け
ず

も
な

り
に
け

る
か

な

を
下
敷

に
詠
作
し
た
か
と

思
わ
れ
る
歌
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V

舞

創

獅

つ
ら
き

人
忘
れ
な
む
と

て
祓

ふ
れ
ぽ
楔
ぐ
か

ひ
な
く
恋
ぞ
ま
さ
れ
る

な
ど

が
貫
之
集

に
あ

っ
て
、
貫
之
在
世
中

で
の
勢
語

の
存
在
、
及
び
そ
れ
と
貫

之
と

の
親
近

し
た
関
係
を
想
定
し
た
く
な
る
程

で
あ
り
、
貫

之
作
者

説

(
山
田

清
市

「
伊
勢
物
語

の
成
立
と
伝
本

の
研
究
」
)
が
出
る

の
も
も

っ
と

も
と

言
え

よ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
勢

語

・
業
平
と

貫
之
と

の
密

接
し
た
関
係

を
指
摘

で
き

る
事

を
考
慮
す
れ
ば
、
さ
き

の
貫

之
歌

が
初
冠
段

を
受

け
て
詠

ま
れ

て
い
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
当

然
す
ぎ

る
と

言
わ

ね
ば

な
ら
な
い
。

以
上
、
京
極
御
息
所
歌
合

・
新
古
今

収
載

延
喜
御
製

そ
し
て
貫
之
歌
を
資
料

と

し
て
、
後
撰
以
前

に
お
け

る
初
冠
段

の
存
在
を
把

え
よ
う
と
試

み
た
が
、
そ

の
結
果
成
立

の
下
限

は
、
早
け
れ
ぽ
延
喜
年
間
、
遅
く
も
貫
之

の
死
以
前

に
は

既

に
成
立

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ヘ

ヘ

へ

最
後

に
、
初
冠
段

の
成
立
年
代

に
も
関
連
し
て
、
初
冠
本

の
成
立
流
布

に
言

及
し

て
お
く
。

こ
れ

は
、
現
存
勢
語
諸
本

に
章

段

の
出
入
が
あ
り
、
ま
た
嘗

て

か
り
の
つ
か
い

狩
使
段
を
冒
頭

に
置
く
狩
使
本
が
存

在
し
た
と
伝

え
ら
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
原

ヘ

へ

勢

語

は
雑
纂

形
態
で
あ
る
と
か
、
伊
勢
物

語
と

云
う
題

名
に
結
び

つ
け
て
、
狩

使
本
が
初
冠
本

に
先
行
す
る
と

か

の
仮

説
が
行

な
わ
れ
る
、
そ
れ

に
か
か
わ
る

話

で
あ
る
が
、
今

は
仮
定

や
臆

測
を
で
き
る
だ
け
排
し
、
勢
語
以
外

の
資
料

に

基
づ

い
て
初

冠
本

の
早
期
成
立

を
確
証

し
た
い
。

ま
ず
宇
津
保
物
語

で
あ

る
。

こ
の

「
春

日
詣
」

の
巻

に
は
、
左
大
将
正
頼

一

行

が
春

日
に
神
楽

を
奉

っ
た
折

、

一
行

が
こ
ぞ

っ
て
題
詠

し
た
記
事
が
あ

っ
て

そ

の
中

に
、

左
衛
門
佐
あ
き
ず

み
、

「
雪
を
う

つ
す
山
」
、

ね

か

富
士

の
嶺

は
春
日

の
春
を
よ
そ

に
見

て
鹿

の
子

の
雪
も
今

や
消
ゆ
ら
む

と

い
う
歌
が
見
え
る
が
、

こ
の

「
富
士

の
嶺
ー
鹿

の
子

の
雪
」

は

勢

語

九

段

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(東

下
り
)
の
歌

「
時
知
ら

ぬ
山

は
富
士

の
嶺

い
つ
と

て
か
鹿

の
子
ま
だ
ら

に
雪

の
降

る
ら
む
」
を
念
頭
に
置

い
て
詠

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且

つ

「
春

日
」

か

ら

「
富

士
の
嶺

、
鹿

の
子

の
雪
」

へ
の
連
想

は
、
初
冠
段

「
春

日
の
里
」
か

ら

始

ま

っ
て

「
東
下

り
」

に
展
開
す

る
伊
勢
物
語

(初
冠
本
)

に
依

っ
て
行
な
わ

れ

た
、
と
言

え
る
。

次

に

一
条
摂
政
御
集

「
豊
蔭
」
冒
頭

大
蔵

の
史
生
倉
橋

の
豊
蔭
、

口
惜

し
き
げ
す
な
れ
ど
、
若
か
り
け
る
時

女

の
も
と

に
言

ひ
や
り
け
る
事
ど
も
を
書
き
集

め
た
る
な
り
。
…
…
を

か

し
と
思

ひ
け
る
事
ど
も
あ
り
け
れ
ど
、
忘
れ
な
ど
し
て
後

に
見
れ
ば

こ
と殊

に
も
あ
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
。
…
…
年

月
を
経

て
、
か

へ
り
事
を
せ
ざ

り
け
れ
ば
、
負
け
じ
と
思

ひ
て
言

ひ
け
る

あ
は
れ
と

も
言

ふ
べ
き
人
は
思
ほ
え
で
身

の
徒

ら
に
な
り
ぬ
べ
き
か
な

女
か
ら
う
じ
て

こ
た
み
ぞ

な
に
ご
と

も
思

ひ
知
ら
ず

は
あ
る
べ
き
を
ま
た
は
あ
は
れ
と
誰

か
言

ふ
べ

き

り

け

る

は
や
う
の
人

は
か
う
や
う

に
ぞ
あ

る
べ
き

。
い
ま
や
う

の
若

い
人

は
、

さ
し
も
あ
ら

で
上
ず

め
き

て
や
み
な

ん
か

し
。

で
あ

る
が
、
文
中

の

「
口
惜

し
き
げ
す
」

「
殊

に
も
あ

ら
ず
ぞ
あ
り
け

る
」
等

は
、
勢
語

の
随
所

に
指
摘
さ
れ

る
自
記
性

の
強

い
と
さ
れ

る

"
謙
退
卑
下
"

の

言
辞

で
あ
り
、

こ
の

「
曲
豆
蔭
」
が
勢
語

の
影
響
下

に
成
り
、
し
か
も

「
若
か
り

け

る
時
」

で
始

ま
り

「
は
や
う

の
人

は
…
…

い
ま

や
う

の
若

い
人
」

で
結
ぶ

の

は
、
勢
語
初
冠
段

「
初
冠

し
て
…
…
昔
人

は
か
く

い
ち

は
や
き

み
や
び
を
な
む

ヘ

へ

し
け
る
」
と
同
発
想

.
類
似
表
現

で
、
そ
れ
が
集

の
冒
頭

に
来
る
事
か
ら
、
藤

原
伊
尹

(
4

り4

り乙
ー

7

9

9
)

の
時
代

に
は
既

に
勢
語
が
存
在
し
、
然
も
そ
れ

は
初
冠
段

を
冒
頭

に
据
え
た
形
態

で
あ

っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
後

撰
集

の
頃

に
は
伊
勢
物
語
が
成
立
し
て
お
り
、
初
冠
本
が
流
布
し
て

い
た
と

推

定
さ
れ
る
。
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