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更
新

『伊
勢
物
語
』
第
九
段
「
東
下
り
」を
読
む

萩
原

義
雄

第
九
段
の
本
文

橋
を
八
つ
渡
せ
る
に
よ
り
て
な
む
や
つ
は
し
と
は
い
ひ
け
る
。
そ

の
さ
は
の
ほ
と
り
の
木
の
か
げ
に
お
り
ゐ
て
、
か
れ
い
ひ
く
ひ
け
り
。

そ
の
さ
は
に
か
き
つ
ば
た
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
き
た
り
。
そ
れ
を
見
て
、

あ
る
人
の
い
は
く
、
か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
い
つ
も
じ
を
く
の
か
み
に
す
へ

て
、
た
び
の
こ
ゝ
ろ
を
よ
め
、
と
い
ひ
け
れ
ば
よ
め
る
。

か
ら
衣
き
つ
ゝ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
た
び

を
し
ぞ
思
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
ひ
と
、
か
れ
い
ひ
の
う
へ
に
な
み

だ
お
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
。

※
か
き
つ
ば
た
【杜
若
・
燕
子
花
】
植
物
。
「
い
ず
れ
が
ア
ヤ
メ
？
カ
キ
ツ
バ
タ
？
」

http
:/
/
ao
ki2.si.gu

n
m
a-u

.ac.jp
/B

o
tan

icalG
arden

/
H
T
M
L
s/izure.htm

l

※
「
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
き
た
り
」
の
過
去
の
話
を
語
る
助
動
詞
「
け
り
」
の
な
か
で
、
一
際
明
ら
か
に
「
を
と
こ
」
に
と
っ
て
現
在

進
行
形
で
助
動
詞
「
た
り
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
い
ま
当
に
、
眼
前
に
広
が
り
咲
き
誇
る
紫
色
の
花
で
あ
る
か
き
つ
ば
た
」

を
表
現
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
う
た
の
文
字
遊
び
」
縁
語
・
掛
詞

折
句

一

「
折
句
」

を

り

く

実
例
１

「
か
き
つ
ば
た
」

か
ら
衣

き
つ
ゝ
な
れ
に
し

つ
ま
し
あ
れ
ば

は
る
ば
る
き
ぬ
る

た
び
を
し
ぞ
思
ふ

唐
衣

着
つ
ゝ
馴
れ
に
し

褄
し
有
れ
ば

張
る
張
る

着
ぬ
る
た
び
を
し
ぞ

思
ふ

来
つ
ゝ

妻
し

遙
る
遙
る

来
ぬ
る
旅

「
か
ら
衣
」
の
う
た
は
、
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
〔
延
喜
五(

九
〇
五)

年
成
立
〕
卷
九
・
覊
旅
四
一
〇
・
在
原
業
平

と
し
て
末
尾
の
「
名
に
し
負
は
ば
」
四
一
一
の
う
た
と
共
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
と
云
え
ば
、
業
平

の
東
下
り
が
史
実
に
基
づ
く
実
録
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
後
世
の
人
に
は
思
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
だ
が
、
『
古
今
和
歌



集
』
の
撰
者
が
こ
の
二
首
の
歌
を
ど
う
展
開
し
て
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
考
究
が
及
ば
な
か
っ
た
の

も
事
実
で
は
無
か
ろ
う
か
。
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
歌
物
語
が
選
ん
だ
よ
う
に
、
あ
る
男
の
物
語
で
佳
い
の
で
は
な
い
の
か
。

平
安
時
代
に
お
け
る
植
物
・
花
「
か
き
つ
ば
た
」
を
詠
ん
だ
歌
は
意
外
に
少
な
い
こ
と
に
も
気
づ
く
。
勅
撰
和
歌
集
で
は
『
後
撰

和
歌
集
』
卷
第
四
に
、

藤
原
の
か
つ
み
の
命
婦
に
住
み
侍
り
け
る
を
と
こ
、
人
の
手
に
う
つ
り
侍
り
に

け
る
又
の
と
し
、
か
き
つ
ば
た
に
つ
け
て

み
や
う
ぶ

か
つ
み
に
つ
か
は
し
け
る

良
岑
義
方
朝
臣

い
ひ
そ
め
し

昔
の
や
ど
の

杜
若

色
ば
か
り
こ
そ

か
た
み
な
り
け
れ

〔
夏
・
一
六
〇
〕

と
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
『
新
千
載
集
』
一
六
一
二
、
『
續
後
拾
遺
集
』
一
四
一
、
『
風
雅
集
』
二
六
一
、
『
金
葉
集
』

七
二
の
歌
が
あ
る
。

こ
の
一
首
の
う
た
か
ら
導
き
出
せ
る
こ
と
は
、
「
か
き
つ
ば
た
」
の
花
の
色
は
藤
原
家
の
「
藤
」
の
花
と
同
じ
紫
色
で
あ
る
こ
と
、
已

前
通
い
つ
づ
け
た
邸
内
の
「
垣
つ
端
」
に
咲
い
て
い
た
あ
の
藤
の
花
と
同
じ
色
の
「
か
き
つ
ば
た
」
の
花
色
だ
け
が
、
あ
な
た
の
こ
と
を

偲
ぶ
よ
る
べ
で
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
垣
つ
端
」
は
「
か
き
つ
ば
た
」
に
通
じ
、
男
に
と
っ
て
手
の
届

か
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
か
つ
み
の
命
婦
」
、
そ
の
現
実
を
過
去
で
あ
る
昔
へ
と
蘇
ら
せ
て
い
く

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
う
た
の
世
界
で
は
な
い
が
、
清
少
納
言
『
枕
草
子
』
第
八
十
八
段
・
「
め
で
た

き
も
の
」に
紫
色
の
花
と
し
て
、

す
べ
て
紫
な
る
は
、
な
に
も
／
＼
め
で
た
く
こ
そ
あ
れ
、
花
も
、
糸
も
、
紙
も
。
紫
の
花
の
中

に
は
杜
若
ぞ
少
し
に
く
き
。
色
は
め
で
た
し
。
六
位
の
宿
直
す
が
た
の
を
か
し
き
に
も
、
紫

か
き
つ
ば
た

の
ゆ
ゑ
な
め
り
。

と
あ
っ
て
、
「
か
き
つ
ば
た
」
と
い
う
花
は
、
「
垣
つ
端
」
と
は
名
の
み
で
、
紫
と
い
う
高
貴
な
色
合
い

を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
六
位
の
蔵
人
の
宿
直
姿
が
興
趣
を
そ
そ
る
の
は
、
指
貫
の
色
が
紫
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な

さ
し
ぬ
き

ら
な
い
、
小
憎
ら
し
く
思
え
て
く
る
と
い
う
感
情
が
こ
こ
で
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
か
き
つ
ば
た
」
は
、
他
の
花
々

の
色
合
い
を
持
っ
て
も
寄
せ
付
け
ぬ
高
貴
な
紫
色
そ
の
も
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
話
し
を
『
伊
勢
物
語
』
に
戻
そ
う
。
第
三
段
か
ら
第
六
段
は
、
後
に
参
内
し
て
二
條
の
后
と
な
る
女
人
の
物
語
で
あ
る
。

藤
原
家
と
い
う
高
貴
な
身
分
の
出
自
で
あ
る
彼
女
の
許
に
「
を
と
こ
」
は
通
い
続
け
た
。
で
あ
る
が
、
や
が
て
崩
れ
か
け
た
土
塀
に

は
護
衛
が
張
り
付
き
、
「
行
け
ど
も
逢
は
で
帰
り
け
り
」
〔
第
五
段
〕
と
い
う
立
場
に
置
か
れ
て
い
く
。
「
京
に
あ
り
わ
び
て
、
東
に

あ
づ
ま

行
き
け
る
に
」
〔
第
七
段
〕
、
「
京
や
住
み
憂
か
り
け
む
、
東
の
か
た
に
行
き
て
住
み
所
求
む
と
て
」
〔
第
八
段
〕
、
「
京
に
は
あ
ら
じ
、

東
の
か
た
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
と
て
行
き
け
り
」
〔
第
九
段
〕
と
伏
線
が
引
か
れ
、
果
た
さ
れ
ぬ
戀
が
故
に
東
下
り
と
い
う
道
行

き
を
選
ん
だ
「
を
と
こ
」
の
物
語
は
、
や
が
て
東
の
端
に
あ
る
隅
田
川
を
舟
で
渡
り
、
第
十
段
で
は
、
武
蔵
国
に
住
む
藤
原
家
出
身

の
あ
て
な
る
母
か
ら
生
ま
れ
た
娘
と
戀
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
を
印
象
深
い
も
の
と
し
て
い
る
の
が
こ
の
「
か
き
つ

ば
た
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
野
の
緑
々
し
た
色
が
際
だ
つ
旅
路
の
な
か
で
一
際
眼
に
と
ま
っ
た
紫
の
花
を
見
て
思
い
深
げ
に
し
て
い

ひ
と
き
わ

る
「
を
と
こ
」
の
姿
を
見
て
、
供
人
が
句
の
上
に
「
か
き
つ
ば
た
」
の
五
文
字
を
す
え
て
う
た
を
詠
ん
で
は
と
、
そ
の
「
を
と
こ
」
の
意

こ
ゝ
ろ

を
読
み
、
興
趣
な
こ
と
ば
を
投
げ
か
け
る
。
こ
れ
が
「
を
と
こ
」
の
意
に
響
き
瞬
時
の
う
た
と
な
る
。
こ
の
と
き
の
思
い
は
、
次
に
隅

田
川
を
渡
る
舟
の
な
か
で
も
再
び
「
都
鳥
」
と
い
う
名
を
も
っ
て
想
起
さ
れ
、
紫
の
ゆ
か
り
は
、
第
十
段
へ
と
及
ん
で
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。実

例
２

五
文
字
を
句
の
上
に
据
え
た
う
た
の
「
女
郎
花(

を
み
な
べ
し)

」

朱
雀
院
女
郎
花
合
の
時
に
、
を
み
な
へ
し
と
五
文
字
を
句
の
頭
に
を
き
て
詠
め
る

す
じ
や
く
ゐ
ん
を

み

な

へ
し
あ
は
せ

い
つ

か
し
ら

(

お)

を
ぐ
ら
山

み
ね
た
ち
な
ら
し

な
く
し
か
の

へに
け
む
秋
を

し
る
人
ぞ
な
き



と
あ
っ
て
、
同
じ
く
『
古
今
和
歌
集
』
卷
十
・
物
名
四
三
九
・
紀
貫
之

(

宇
多
天
皇
主
催
の
「
亭
子
院
女
郎
花
合
」)

の
歌
が
あ
る
。

※
貫
之
は
、
『
纃
左
日
記
』
の
作
者
で
も
あ
る
。

こ
の
う
た
は
、
「
小
椋
山
の
峰
に
立
っ
て
脚
で
平
に
な
ら
し
な
が
ら
、
切
な
そ
う
に
鳴
い
て
い
る
鹿

が
、
あ
の
と
き
ど
の
よ
う
に
し
て
行
く
秋
を
生
き
抜
い
て
き
た
の
か
、
誰
も
知
る
人
は
い
な
い
の
だ
。
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
鹿
と
同
じ
よ
う
に
私
は
あ
な
た
の
こ
と
が
戀
し
く
て
た
ま
ら
な
い
の
だ
と
叫
ん
で
も
、
あ
な
た
は
こ
れ
ま
で
他(

よ

そ)

の
女
人
方
に
も
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
欺
し
な
さ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
」
と
い
う
皮
肉
が
か
っ
た
感
情
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
五

文
字
「
を
み
な
へ
し
」
の
語
源
を
大
槻
文
彦
編
『
大
言
海
』
に
は
、
「
花
ノ
色
、
美
女
ヲ
モ
壓
ス
意
カ
ト
云
フ
、
イ
カ
ガ
」
〔
四-

九
五
四-

へ

②
〕
と
あ
っ
て
、
「
美
女
を
も
壓
す
」
の
意
で
、
す
な
わ
ち
、
女
人
を
圧
迫
す
る
ド
ン
フ
ァ
ン
さ
を
見
抜
い
た
歌
意
表
現
に
な
っ
て
は
い

へ

ま
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
「
五
文
字
」
を
読
み
込
む
「
折
句
」
と
い
う
修
辞
技
法
は
、
『
古
今
集
』
の
な
か
に
は
こ
の
二
例
し
か
な
く
、
「
折
句
」

と
い
う
名
稱
を
獲
得
す
る
初
期
の
段
階
を
提
示
し
て
い
て
、
こ
の
実
在
が
や
が
て
開
花
し
、
暗
号
コ
ー
ド
と
し
て
一
種
の
個
と
個
の

通
信
文
の
役
割
を
も
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
歌
と
い
う
三
十
一
音
の
韻
文
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
即
興
性
を

有
し
、
か
つ
巧
み
に
意
思
疎
通
を
繰
り
返
し
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
。

※
「
女
郎
花
」
野
草
之
中

ニ
ハ

女
郎
花

〔
『
倭
名
類
聚
抄
』序
・二
オ
⑨
〕

を

み

な

へ
し

○
女
郎
花

新
撰
万
葉
集
詩
云
―
―
―(

女
郎
花)

。
和
歌
云
、
女
倍
芝
。
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
藏
『
倭
名
類
聚
抄
』
卷

ヲ

ミ

ナ

ヘ
シ

十
、
草
木
部
・
一
八
ウ
⑧
〕

実
例
３

「
琴
賜
へ
」
→
「
琴
は
無
し
」

こ
と
の
葉
も

と
き
は
な
る
を
と

た
の
ま
な
む

ま
づ
は
見
よ
か
し

経
て
は
散
る
と
や

〔
小
野
小
町
〕

A

こ
と
の
葉
は

と
こ
な
つ
か
し
み

花
折
る
と

な
べ
て
の
人
に

知
ら
す
な
よ
め

〔或
人
の
返
歌
〕

B

二

「
沓
冠
」の
う
た

く

つ
か
む
り

実
例
１

平
安
時
代
後
期
の
源
俊
頼
が
「花
見
」を
見
に
行
く
こ
と
を
誘
っ
た
う
た

は
か
な
し
な

を
の
の
を
や
ま
だ

つ
く
り
か
ね

て
を
だ
に
も
君(

き
ミ)

は
て
は
ふ
れ
ず
や

〔
『
散
木
奇
歌
集
』
雜
下
・

一
五
三
二
〕

実
例
２

新
古
今
和
歌
集

藤
原
隆
信

「
さ
よ
ふ
け
ぬ

と
く
た
た
む
」

さ
め
ざ
め
と

よ
る
ひ
る
し
げ
く

ふ
る
涙(

な
み
だ)

今
日(

け
ふ)

の
く
れ
は
た

ぬ
れ
や
ま
さ
ら
む

〔
『
隆
信
集
』
四

四
三
〕

実
例
３

兼
好
法
師
と
頓
阿
の
贈
答
歌

「
よ
ね
た
ま
へ
」
「
ぜ
に
も
ほ
し
」

よ
も
す
ず
し

ね
ざ
め
の
か
り
ほ

た
枕
も

ま
袖
も
秋
に

へ
だ
て
な
き
か
ぜ

〔
『
續
草
菴
集
』
五
三
八
・
吉
田
兼
好
〕

実
例
４

兼
好
法
師
と
頓
阿
の
贈
答
歌

「
よ
ね
は
な
し
」
「
ぜ
に
す
こ
し
」

よ
る
も
う
し

ね
た
く
わ
が
せ
こ

は
て
は
こ
ず

な
ほ
ざ
り
に
だ
に

し
ば
し
と
ひ
ま
せ

〔
『
續
草
菴
集
』
五
三
九
・
頓

阿
の
返
歌
〕

三

「こ
と
ば
遊
び
」と
い
う
言
語
遊
戯

奈
良
時
代
の
『
日
本
書
紀
』
に
云
う
「
倒

語
」
「
諷
歌
」
「
童

謡
」
や
『
万
葉
集
』
に
云
う
「
戲
訓
」
「
譬
喩
歌
」
に
は
じ
ま
り
、
平

さ
か
し
ま
ご
と

そ
へ
う
た

わ
ざ
う
た

ぎ
く
ん

ひ

ゆ



安
時
代
初
期
に
仏
典
・
漢
籍
訓
読
に
大
い
に
用
い
ら
れ
た
「
片
仮
名
」
及
び
「
乎
呼
止
点
」
に
も
、
こ
と
ば
の
解
析
が
な
さ
れ
て
い
よ

う
。
謂
わ
ば
解
析
に
通
ず
る
同
じ
學
流
の
法
則
を
学
ば
ね
ば
適
わ
ぬ
知
的
空
間
世
界
が
、
文
字
こ
と
ば
を
は
じ
め
た
時
か
ら
こ
の

列
島
日
本
に
移
入
さ
れ
根
付
き
確
実
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

《
参
考
資
料
》

紀
田
順
一
郎
著

『
日
本
の
書
物
』
よ
り
抜
粋
―

『
伊
勢
物
語
』
―
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《
補
注
》

註
１

『
今
昔
物
語
集
』
卷
第
二
十
四
に
も
、
「
在
原
業
平
中
將
行
東
方
讀
和
歌
語
第
卅
五
」
〔
岩
波
古
典
大
系
本
、
四
ー
三
三

〇
頁
参
照
〕
と
あ
っ
て
、
「
東
下
り
」
の
逸
話
が
見
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
か
き
つ
ば
た
」
を
「
劇
草
」
と
漢
字
表
記
し
て
い
る
。
頭
注

説
明
で
は
、
「
よ
み
は
、
倭
名
抄
以
下
に
よ
る
」
と
記
載
し
て
い
て
、
実
際
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
藏
『
倭
名
類
聚
抄
』
卷
十
、
草

木
部
・
二
八
オ
④
〕
に
て
調
べ
て
み
る
に
、
「
劇
草

蘓
敬
曰
―
一
名
馬
藺
、
加
岐
豆
波
太
［
○
上
上
上
平
］
」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
『
倭

カ
キ
ツ
ハ
タ

名
抄
』に
は
「
由
跋

本
草
云
―

薄
葛
反
。
加
岐
豆
波
那
［
平
上
上
上
○
］
」
と
い
う
例
も
見
え
て
い
る
。

カ
キ
ツ
ハ
ナ

註
２

長
野
県
と
群
馬
県
の
境
、
標
高
千
八
百
㍍
に
位
置
す
る
碓
氷
峠
（
中
山
道
関
所
跡
）
に
、
日

本

武

尊
の
建
立
し
た
と

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

伝
承
す
る
熊
野
皇
大
神
神
社
が
あ
る
。
こ
の
神
社
前
よ
り
右
へ
一
〇
〇
㍍
下
が
っ
た
谷
の
中
腹
に
建
碑
年
不
詳
の
「
一
つ
家
の
碑
」

と
呼
ば
れ
た
武
蔵
坊
弁
慶
の
作
と
言
い
伝
え
ら
れ
る
数
字
歌
の
歌
碑
、

八
万
三
千
八

三
六
九
三
三
四
七

一
八
二

四
五
十
三
二
四
六

百
四
億
四
百

が
あ
り
、
「や
ま
み
ち
は

さ
む
く
さ
み
し
な

ひ
と
つ
や
に

よ
ご
と
み
に
し
む

も
も
よ
お
く
し
も
（
山
路
は

寒
く
寂
し
な

一
つ
家
に

夜
毎
身
に
凍
む

百
夜
置
く
霜
）
」
と
云
う
。
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
日
本
武
尊
が
東
国
か
ら
信
濃
に
入
る

と
き
、
碓
日
坂
に
到
り
、
妻
で
あ
る
弟
橘
媛
を
偲
ん
だ
と
い
う
伝
説
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
由
来
す
る
「
思
婦
石
」
、
み
く
に

ふ
み
の
歌
碑
が
碓
氷
峠
の
一
番
奥
の
茶
店
の
前
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

四
八
四
四

七
二
八
億
十
百

三
九
二
二
三

四
九
十
四
万
万
四

二
三
四
万
六
一
十

と
あ
る
。
「
よ
し
や
よ
し

何
は
置
く
と
も

御
国
文

よ
く
ぞ
読
ま
ま
し

文
読
ま
む
人
」
と
な
る
。

《コ
ラ
ム
の
ペ
ー
ジ
》

※
「匂
い
」
攷

※
「用
字
通
觀
」
〔
尾
崎
紅
葉
作
品
集
〕


