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　﹃
み
や
び
の
幻
想
﹄
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄（
一
〇
世
紀
作
・
英
訳
名
で
はTh

e Ise 

Stories

ま
た
はTh

e Tales of Ise

と
し
て
知
ら
れ
る
）
が
そ
の
成
立
の
後
︑
数
世
紀

の
あ
い
だ
様
々
な
個
人
や
団
体
に
よ
り
ど
う
再
解
釈
・
隠
喩
・
利
用
さ
れ
て

き
た
の
か
︑
換
言
す
れ
ば
︑
ど
の
よ
う
に
視
覚
的
に
転
用
さ
れ
て
き
た
の
か

を
見
事
に
追
究
し
て
い
る
︒

　
光
沢
紙
に
美
し
く
印
刷
さ
れ
た
百
七
十
一
点
の
挿
絵
は
︑
そ
の
大
半
が
大

判
か
つ
カ
ラ
ー
印
刷
で
︑
図
書
館
や
美
術
館
︑
寺
院
︑
個
人
蔵
な
ど
の
様
々

な
資
料
か
ら
成
る
︒
こ
れ
ら
を
収
録
し
た
本
書
は
︑
一
個
の
作
品
と
し
て
も

抜
き
ん
出
て
い
る
︒
テ
ク
ス
ト
と
挿
絵
の
両
方
に
つ
い
て
広
範
囲
か
つ
詳
細

な
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
美
術
史
に
精
通
す
る
読
者
の
み
な
ら
ず
︑
日
本

の
詩
歌
の
専
門
家
︑
そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
受
容
論
な
ど
幅
広
い
問
題
に
関

心
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
層
の
読
者
を
も
対
象
と
し
て
い
る
︒

　
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
豊
か
な
著
作
を
︑（
編
集
部
注
：
英
単
語
で
）
わ
ず
か

一
千
語
で
は
到
底
評
価
し
得
な
い
︒﹃
み
や
び
の
幻
想
﹄
は
︑
日
本
文
学
史
・

美
術
史
上
最
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
作
品
の
テ
ク
ス
ト
と
挿
絵
両
方

の
︑
視
覚
的
受
容
の
実
相
を
解
き
明
か
そ
う
と
試
み
て
い
る
︒
そ
の
享
受
に

お
い
て
﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
類
比
で
き
る
作
品
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
と
﹃
平
家
物

語
﹄
に
限
ら
れ
る
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
時
に
︑
本
来
想
定
し
て
い
た
享
受
者
と

は
全
く
異
な
る
絵
師
や
読
者
た
ち
に
よ
り
視
覚
的
に
転
用
さ
れ
て
き
た
︒
そ

れ
ら
の
絵
画
化
は
︑
一
体
ど
こ
か
ら
生
じ
︑
我
々
は
そ
れ
ら
を
ど
う
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
ら
の
絵
は
︑
ど
の
よ
う
な
鑑
賞
者
に

向
け
て
﹃
伊
勢
物
語
﹄
か
ら
視
覚
的
に
転
用
さ
れ
た
の
か
︒
そ
し
て
︑
そ
れ

ぞ
れ
の
制
作
者
が
身
を
置
く
異
な
る
環
境
に
お
い
て
︑
そ
れ
ら
の
物
語
は
︑

ど
う
機
能
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
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本
書
の
中
核
を
成
す
の
は
︑
著
者
に
よ
る
現
存
す
る
中
で
も
最
古
の
﹃
伊

勢
物
語
﹄
絵
巻
三
本
の
分
析
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
原
本
は
︑
同
時
代
︑
す
な

わ
ち
十
三
世
紀
頃
に
出
来
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
三
本
の
絵
巻
（
最

初
の
二
本
は
断
簡
︑
三
本
目
は
十
八
世
紀
の
写
本
）
が
︑
い
ず
れ
も
著
し
く
異
な

る
こ
と
か
ら
︑
当
時
す
で
に
多
形
態
の
視
覚
的
転
用
が
充
分
な
発
達
を
遂
げ

て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
︒
モ
ス
ト
ウ
は
︑
そ
の
う
ち
の
最
初
の
一
巻

﹃
白
描
伊
勢
物
語
絵
巻
﹄
断
簡
を
第
二
章
で
検
討
し
て
い
る
︒
こ
の
絵
巻
の
白

黒
の
簡
潔
な
図
像
か
ら
は
︑
女
性
の
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
や
︑
女
性
の
鑑

賞
者
の
関
心
事
に
特
別
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
男
性
を

見
つ
め
る
女
性
の
眼
差
し
や
女
性
の
性
的
欲
望
の
視
覚
的
表
現
︑
眉
目
秀
麗

で
貴
族
的
な
洗
練
さ
を
兼
ね
備
え
る
男
性
主
人
公
の
顔
貌
が
見
出
さ
れ
︑
男

性
の
作
者
に
よ
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
が
︑
こ
こ
で
は
女
性
の
読
者
の
た
め
に
解

釈
し
な
お
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
二
巻
目
の
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵

﹃
伊
勢
物
語
絵
巻
﹄（﹁
久
保
惣
本
﹂
と
も
称
さ
れ
る
）
は
︑
第
四
章
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
︒
き
わ
め
て
装
飾
的
で
︑
プ
ロ
の
絵
師
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
こ

の
絵
巻
は
︑
白
描
絵
と
は
全
く
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
︒﹁
極
め
て
豪
奢

な
様
相
︑
そ
し
て
下
絵
の
幾
つ
か
は
明
ら
か
に
奉
納
物
と
し
て
の
機
能
を
有

す
る
こ
と
か
ら
︑
あ
る
政
治
的
主
体
に
よ
り
制
作
さ
れ
︑
別
の
そ
の
よ
う
な

主
体
に
贈
呈
さ
れ
る
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
が
促
さ
れ
る
﹂

（p. 127

）
と
モ
ス
ト
ウ
は
分
析
す
る
︒
久
保
惣
本
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
が
廷
臣

た
ち
に
よ
り
幕
府
に
対
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
他
の
廷
臣
た
ち
に
対
し
て

も
優
位
性
を
確
立
す
る
た
め
の
﹁
文
化
資
本
の
宝
庫
﹂
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
久
保
惣
本
の
場
合
︑
持
明
院
統
の
伏
見
天
皇

（
一
二
六
五
︱
一
三
一
七
）
を
引
き
立
て
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
︒
三

本
目
の
絵
巻
﹃
異
本
伊
勢
物
語
絵
巻
﹄
は
︑
第
六
章
で
検
討
さ
れ
て
い
る
︒

密
教
的
な
読
み
の
可
能
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
異
本
で
あ
る
が
︑
モ
ス

ト
ウ
は
こ
の
解
釈
に
異
議
を
唱
え
︑
そ
の
理
由
と
し
て
こ
の
絵
巻
が
実
の
と

こ
ろ
十
三
世
紀
の
も
の
で
は
な
く
室
町
時
代
の
絵
巻
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑

従
来
の
考
察
に
お
い
て
見
逃
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
機
知
的
で
ユ
ー
モ
ア

に
富
む
挿
画
の
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
︒

　
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
細
部
ま
で
検
討
さ
れ
た
興
味
深
い
テ
ー
マ

の
中
に
は
︑﹃
隆
房
卿
艶
詞
﹄（
第
三
章
・
全
訳
は
参
考
資
料
に
収
録
）
が
あ
る
︒

﹃
隆
房
卿
艶
詞
﹄
で
は
︑
延
臣
・
藤
原
隆
房
（
一
一
四
八
︱
一
二
〇
九
）
が
寵

愛
し
︑﹃
平
家
物
語
﹄
に
も
登
場
す
る
高
倉
天
皇
の
後
宮
・
小
督
を
亡
く
し
た

哀
し
み
を
表
す
た
め
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
題
材
を
視
覚
的
に
転
用
し
て
い
る
︒

隆
房
は
中
で
も
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
六
五
段
で
語
ら
れ
る
在
原
業
平
︑
藤
原
高

子
︑
清
和
天
皇
の
三
角
関
係
を
用
い
て
︑
己
の
心
の
内
を
表
現
す
る
が
︑
恋

歌
が
詠
ま
れ
た
当
時
︑
小
督
と
高
倉
天
皇
が
存
命
で
恋
仲
で
あ
っ
た
こ
と
を

鑑
み
る
と
︑
隆
房
の
後
宮
に
対
す
る
恋
心
の
吐
露
は
︑
奇
妙
な
も
の
に
思
え

る
か
も
し
れ
な
い
（
宮
廷
が
こ
の
件
を
高
倉
天
皇
に
対
す
る
冒
涜
と
見
做
さ
な
い

理
由
に
つ
い
て
は
︑
同
章
に
お
い
て
興
味
深
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
）︒

　
本
書
で
は
︑
数
多
く
の
学
説
に
異
を
唱
え
て
い
る
︒
例
え
ば
第
一
章
で
は
︑
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一
部
の
学
者
た
ち
が
主
張
す
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
和
歌
が
絵
画
か
ら
生
じ
た

と
い
う
説
に
反
論
し
て
い
る
︒
第
六
章
で
は
前
述
の
通
り
︑﹃
異
本
伊
勢
物
語

絵
巻
﹄
は
十
三
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
も
︑
密
教
的
な
読
み
の
実
践
に

結
び
付
け
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
︑
と
の
論
を
展
開
す
る
︒
私
見
に
よ
れ
ば
︑

こ
の
本
の
最
も
魅
力
的
な
一
章
と
い
え
る
第
七
章
で
は
︑﹃
嵯
峨
本
伊
勢
物

語
﹄（
一
六
〇
八
）
が
︑
す
で
に
確
立
さ
れ
た
標
準
的
図
柄
（iconography

）
を

反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
新
た
な
標
準
的
図
柄
を
作
り
出
し
た
こ

と
を
論
じ
て
い
る
︒
こ
の
嵯
峨
本
の
広
い
流
通
が
︑
江
戸
期
以
降
の
﹃
伊
勢

物
語
﹄
関
連
の
文
化
生
産
に
影
響
を
与
え
た
の
だ
︒
第
八
章
で
は
全
く
異
な

る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
標
準
的
図
柄
の
生
成
︑
す
な
わ
ち
俵
屋
宗
達
（
推
定
生

没
年
・
一
六
〇
〇
︱
一
六
三
〇
）
と
そ
の
工
房
︑
後
に
琳
派
と
さ
れ
た
も
の
た

ち
に
よ
る
制
作
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒﹁
こ
れ
ら
二
つ
の
標
準
的
図
柄
こ
そ

が
︑
近
代
に
至
る
ま
で
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
イ
メ
ー
ジ
を
占
め
て
い
る
の

だ
﹂
と
モ
ス
ト
ウ
は
述
べ
︑﹁﹃
嵯
峨
本
伊
勢
物
語
﹄
が
版
を
重
ね
続
け
た
こ

と
に
よ
り
︹
︙
︺
近
世
の
日
本
人
一
人
ひ
と
り
の
「
文
化
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を

形
作
る
確
固
た
る
要
素
と
な
っ
た
﹂
と
結
論
づ
け
る
︒
と
同
時
に
︑﹁﹃
伊
勢

物
語
﹄
は
︑
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
日
本
で
も
国
際
的
に
も
「
典
型
的
な
日
本
」︑

日
本
美
学
の
真
髄
と
し
て
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
琳
派
に
と
っ
て
︑
重

要
な
ト
ポ
ス
源
と
し
て
あ
り
続
け
た
﹂
と
論
じ
る
（p. 241

）︒

　﹃
み
や
び
の
幻
想
﹄
で
は
︑
視
覚
的
な
転
用
や
再
解
釈
︑
そ
し
て
正
典
化

（canonization

）
に
ま
つ
わ
る
魅
力
的
な
旅
が
展
開
さ
れ
て
お
り
︑
専
門
分
野

に
と
っ
て
も
重
要
か
つ
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
労
作
で
あ
る
︒
著
者
の
﹃
伊

勢
物
語
﹄
や
日
本
の
伝
統
詩
歌
︑
そ
し
て
そ
の
視
覚
表
象
の
一
挙
一
動
を
必

然
的
に
取
り
巻
く
複
雑
な
事
情
に
関
す
る
見
事
な
知
見
は
︑
賞
賛
に
値
す
る
︒
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（2020

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒


