
 

   

「
伊
勢

い

せ

物
語

も
の
が
た
り

」第
六
段 

昔
む
か
し

、
男

お
と
こ

あ
り
け
り
。
女

お
ん
な

の
え
得う

ま
じ
か
り
け
る
を
、
年と

し

を
経へ

て
、
よ

ば
い
わ
た
り
け
る
を
、
か
ろ
う
じ
て
盗ぬ

す

み
い
で
て
、
い
と
暗く

ら

き
に
来き

け
り
。 

芥

川

あ
く
た
が
わ

と
い
う
川か

わ

を
率い

て
行い

き
け
れ
ば
、
草く

さ

の
上う

え

に
置お

き
た
り
け
る
露つ

ゆ

を
、
「か
れ
は
何な

に

ぞ
」
と
な
む
、
男

お
と
こ

に
問 と

い
け
る
。 

ゆ
く
先さ

き

お
お
く
、
夜よ

も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
鬼お

に

あ
る
所

と
こ
ろ

と
も
知し

ら
で
、

雷か
み

さ
え
、
い
と
い
み
じ
う
鳴な

り
、
雨あ

め

も
い
と
う
降ふ

り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る

倉く
ら

に
、
女

お
ん
な

を
ば
奥お

く

に
お
し
入
れ
て
、
男

お
と
こ

、
弓ゆ

み

・
胡
簶

や
な
ぐ
い

を
負お

い
て
、
戸
口

と
ぐ
ち

に

居お

り
。 

は
や
夜よ

も
明あ

け
な
む
と
思お

も

い
つ
つ
居い

た
り
け
る
に
、
鬼お

に

、
は
や
一
口

ひ
と
く
ち

に

食く

い
て
け
り
。 

「
あ
な
や
」
と
言い

い
け
れ
ど
、
雷か

み

鳴な

る
さ
わ
ぎ
に
、
え
聞き

か
ざ
り
け
り
。 

よ
う
よ
う
夜よ

も
あ
け
ゆ
く
に
、
見み

れ
ば
、
率い

て
来こ

し

女
お
ん
な

も
な
し
。
足あ

し

ず

り
を
し
て
泣な

け
ど
も
、
か
い
な
し
。 

 

 
 
 
 

白
玉

し
ら
た
ま

か
何 な

に

ぞ
と
人 ひ

と

の
問 と

い
し
と
き 

露 つ
ゆ

と
答 こ

た

え
て
消 き

え
な
ま
し
も
の
を 
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昔
、
あ
る
男
が
い
た
。
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
女
を
、
何
年
も
か
か
っ
て
求
め
続
け
、
や
っ
と
の
こ
と
で
（
女

も
心
を
寄
せ
た
の
で
）
駆
け
落
ち
し
、
と
て
も
暗
い
中
を
逃
げ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。 

芥
川
と
い
う
川
の
ほ
と
り
に
連
れ
く
る
と
、
女
が
、
草
の
上
に
降
り
て
い
る
霜
を
見
て
、「
あ
れ
は
何
？
」
な
ど
と
、
男
に
聞
い
た
。 

行
き
先
も
遠
く
、
夜
も
更
け
て
い
た
（
た
め
答
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
）。（
そ
れ
に
）
鬼
が
い
る
所
と
も
知
ら
ず
に
、
雷
ま
で 

激
し
く
な
っ
て
い
て
、
雨
も
ひ
ど
く
降
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
が
ら
ん
と
し
た
倉
の
奥
に
女
を
押
し
入
れ
て
、（
追
っ
手
を
迎
え
撃
つ

た
め
）
男
は
弓
や
矢
を
入
れ
る
や
な
ぐ
い
を
背
負
っ
て
、
戸
口
に
陣
取
っ
た
。 

「
早
く
夜
が
明
け
て
ほ
し
い
」
と
思
い
な
が
ら
い
る
と
、（
男
が
気
づ
か
ぬ
）
そ
の
間
に
鬼
が
来
て
、
女
を
一
口
で
食
べ
て
し
ま
っ
た
。 

女
は
、「
あ
あ
～
」
と
声
を
上
げ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
雷
が
鳴
っ
て
い
て
、
男
は
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
や
っ
と
夜
が
明
け
、

倉
の
中
を
見
る
と
、
連
れ
て
き
た
女
が
い
な
い
。
足
ず
り
し
て
、
嘆
き
悲
し
ん
だ
が
、
い
ま
さ
ら
ど
う
に
も
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。 

（
そ
こ
で
、
一
首
詠
ん
だ
）
草
の
上
の
白
い
も
の
は
、
白
玉
か
な
に
か
で
し
ょ
う
か
、
と
女
が
た
ず
ね
た
と
き
、
露
で
す
よ
と
答
え

た
が
、
そ
の
と
き
に
露
の
よ
う
に
私
も
死
ん
で
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
。 

 

※
原
文
で
は
、
こ
の
後
、
こ
の
話
は
二
条
の
后
の
こ
と
で
、
男
と
駆
け
落
ち
し
た
が
、
追
っ
手
の
、
后
の
兄
ら
が
来
て
、
連
れ
て
帰
っ

た
と
い
う
オ
チ
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
鬼
」
が
女
を
喰
う
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
。 

「
伊
勢
物
語
」
平
安
初
期
に
成
立
し
た
歌

物
語
。
実
在
の
歌
人
、
在
原
業
平
（
あ
り
わ

ら
の
な
り
ひ
ら
）
の
歌
を
主
に
し
て
創
作

さ
れ
た
物
語
で
、
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
百
二

十
五
段
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど

の
段
が
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
で
始
ま
り
、

主
人
公
を
業
平
と
名
指
す
こ
と
は
な
い
。 

 

作
者
は
不
明
で
あ
る
。 

 

「
伊
勢
物
語
」
は
、
千
年
を
経
て
も
人
気

の
あ
る
古
典
の
一
つ
だ
が
、
引
用
文
を
見

て
も
、
や
っ
と
恋
を
成
就
さ
せ
、
逃
げ
て
行

っ
た
先
で
女
が
鬼
に
食
わ
れ
て
死
ぬ
だ
け

の
ス
ト
ー
リ
ー
で
、
近
代
の
感
覚
で
は
今

一
つ
、
盛
り
上
が
り
が
な
く
、
ど
こ
が
面
白

い
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
と
い
う
現

代
人
が
い
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ

に
、
感
情
移
入
の
通
路
も
つ
く
ら
れ
て
は

い
な
い
。 

 

け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
、
和
歌
を
中
心
と
し

た
詩
文
の
一
つ
と
み
な
す
と
、
ど
う
だ
ろ

う
？ 

 

「
白
玉
か
何
か
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
歌

の
中
の
女
性
の
、
幼
い
問
い
か
け
を
後
の

悲
惨
な
突
然
の
死
と
合
わ
せ
る
と
、
こ
の

文
章
が
、
悲
し
み
の
歌
か
ら
創
造
の
翼
を

広
げ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
詩
的
幻
想
の
産

物
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
結
末
の
空

虚
さ
と
女
の
幼
さ
、
男
の
一
途
さ
が
、
歌
の

中
に
溶
け
合
い
、
一
つ
の
文
学
作
品
と
し

て
成
立
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
を
、
宮
廷
文
化
を
中
心
に
築
き
上

げ
ら
れ
た
「
日
本
の
情
緒
」
の
核
と
見
な
せ

ば
、
読
む
人
は
、
そ
の
悲
し
み
の
余
韻
に
浸

る
こ
と
で
、
日
本
の
伝
統
的
な
美
意
識
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
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３ 音読 



  


