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(
特
別
寄
稿
〉

「
伊
勢
物
語
」

ト

ロ

ン
説
存
疑

源
融
パ

伊
勢
物
語
」
の
母
胎
が
源
融
を
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
成
立
し
た
と
す

る
の
は
、
渡
辺
突
氏
の
説
で
あ
る
.
氏
の
論
は
「
国
一
誌
と
国
文
学
」
昭

和
四
十
七
年
十
一
月
号

K
「
源
説
と
伊
勢
物
語
」
と
題
し
て
ま
ず
発
表

さ
れ
、
昭
和
五
十
一
年
七
月
刊
の
新
潮
古
典
的
成
成
「
伊
勢
物
語
」
の
解

説
で
広
〈
世
聞
に
流
布
し
た
の
で
あ
る
が
、

「
深
〈
長
〈
伊
勢
物
語
を

扱
っ
て
hw
ら
れ
る
方
方
か
ら
見
れ
・
ば
、
寄
矯
の
一
一
己
説
が
恐
ら
く
は
混
る

で
あ
ろ
う
点

K
つ
い
て
は
、
と
h
y
上
げ
る
各
段
。
文
章
解
釈
と
共
に
、

御
批
正
を
鵠
わ
る
と
と
を
顕
う
の
み
で
あ
る
」
〈
「
国
一
向
と
国
文
学
」
)

と
い
う
謙
虚
な
御
発
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
十
年
、

「
伊
勢
物

語
」
の
専
門
研
究
者
か
ら
は
賛
否
い
ず
れ
の
声
も
な
い
。
私
自
身
も
、

二
十
数
年
前
氏
大
阪
女
子
大
学
へ
の
就
職
を
熱
心
に
推
進
し
て
く
だ
さ

っ
た
先
輩

K
対
し
て
批
判
的
言
辞
を
述
べ
る
の
が
心
苦
し
く
、
今
ま
で

片

洋

桐

は
ひ
か
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
時
折
第
三
者
に
意
見
を
求
め
ら
れ
た

時

K
「
ノ

l

コ
メ
ン
ト
」
と
い
う
の
も
、
間
接
的
左
が
ら
無
視
し
た

乙
と

K
な
h
y
、
か
え
っ
て
失
礼
で
も
あ
る
の
で
、
今
回
、
あ
ま

b
広
〈

統
ま
れ
そ
う

K
も
な
い
本
誌
に
寄
稿
を
求
め
ら
れ
た
り
を
機

K
、
氏
の

論
に
つ
い
て
の
数
多
い
疑
問
の
一
部
を
つ
ら
ね
て
み
る
と
と

K
し
た
の

で
あ
る
。

渡
辺
氏
の
論
の
骨
子
は
、
源
融
を
パ
ト
ロ
ン
と
す
る
風
流
歌
人
の
仲

間
(
融
の
ほ
か
紀
有
常
・
在
原
行
平
・
業
平
・
穏
至
な
ど
〉
が
あ
h
y
、

そ
の
集
い

K
、
各
自
が
歌
の
成
立
樟
を
持
ち
寄
っ
て
披
露
す
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
彼
ら
が
風
流
に
よ
フ
て
結
ぼ
れ
た
一
共
同
体
で
あ
る
と
と
を
象

徴
す
る
か
の
ど
と
〈
、
露
。
出
自
を
超
え
て
同
一
主
人
公
の
歌
物
語
の

-1ー

集
成
の
観
を
呈
す
る

K
一
正
っ
た
。
か
く
し
て
、
即
業
平
と
脱
業
平
の
両



面
を
含
ん
だ
歌
物
語
が
成
立
、
と
れ
す
な
わ
ち
「
原
伊
勢
物
語
」
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

b
(新
潮
古
典
集
成
二
一

O
頁
よ

b
要
約
〉
、

氏
は
、
乙
れ
を
初
段
・
三
九
段
・
八
一
段
・
一
一
四
段
を
中
心

K
、

。
段
・
七
六
段
な
ど
に
も
ふ
れ
な
が
ら
、
論
証
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
率
直

K
言
っ
て
、
問
題
は
多
い
。

ま
ず
、
右
に
あ
げ
た
諸
段
の
う
ち
、
た
と
え
ば
、

「
昔
、
二
条
の
后

の
、
ま
だ
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
」
と
い
う
文

K
よ
っ
て
始
ま

る
七
六
段
は
、

「
古
今
集
」
の

二
条
の
后
の
春
官
。
御
息
所
と
き
と
え
け
る
時

〈
春
上
・
八
〉

二
条
の
后
の
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時

K
(秋
下
・
ニ
九
三
〉

二
条
の
后
、
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時

(
物
名
・
四
四
五
)

と
い
う
諸
例
に
見
ら
れ
る
「
古
今
集
」
詞
書
通
有
の
パ
タ
ー
ン
を
そ
の

ま
ま
に
受
け
て
い
る
と
と

K
よ
っ
て
明
ら
か
左
ょ
う

K
、

「
古
今
集
」

雑
上
・
八
七
一
の

二
条
の
后
の
ま
だ
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
大
原

野

K
ま
う
で
給
ひ
け
る
日
よ
め
る

業
平
朝
臣

大
原
や
小
塩
の
山
も
今
日
と
そ
は
神
代
の
と
と
も
思
ひ
い
づ
ら
め

に
よ
っ
て
物
語
化
し
た
「
古
今
集
」
以
後
成
立
の
章
段
で
あ
っ
て
、
業

平
が
融
む
も
と
で
技
露
し
た
物
語
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
加
え
て
言
え
ば
、

「
古
今
集
」
の
業
平
歌
を
物
語
化
し
た
と
の
段

-2-

は
、
主
人
公
と
二
条
の
后
C
若
き
自
の
ラ
プ

ロ
マ
ン
ス
を
前
提
に
し

て
h
v
h
y
、
后
を
始
め
清
和
天
皇
や
蹄
成
天
皇
む
時
代

K
業
平
自
身
が
融

の
も
と
で
盤
露
し
得
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

三位
1
v

「
あ
て
な
る
人
」
と
あ
る
と
と
だ
け
を
根
拠

K
、
主
人
公
を
源
融
そ

。
人
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
一

O
段
の
場
合
も
、

「
人
の
国

K
て
も
、

な
ほ
か
か
る
と
と
な
む
や
ま
ざ

b
け
る
」
は
、
第
一
段
以
降

K
描
か
れ

て
き
た
主
人
公
C
行
動
を
前
提

K
し
た
表
現
で
あ
っ
て
、
と
の
段
だ
け

を
融
の
話
と
す
る
と
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
三
九
段
は
、
源
融
の
婦
で
、
融
を
中
心
と
す
る
風
流
歌
人
の

集
い

K
加
わ
る
ζ

と
が
あ
っ
た
と
い
う
郡
至
が
実
名
で
紹
介
さ
れ
、

天
の
下
の
色
ど
の
み
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
伊
勢
物
詩
」

k
b
け
る
「
色
ど
の
み
」
と
い
う
語
は
、

男
」
〈
五
八
段
〉
と
や
や
戯
画
的

K
主
人
公
が
描
か
れ
て
い
る
例
の
ほ

「
心
っ
き
て
色
ど
の
み
な
る

か
は
、
ニ
五
段
・
二
八
段
・
三
七
段
・
四
二
段
な
ど
「
女
」

K
つ
い
て

一
百
わ
れ
て
な

b
、
し
か
も
い
ず
れ
も
そ
の
人

K
好
感
を
示
さ
ぬ
書
き
方

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
段
の
至
。
場
合
も
、
崇
子
内
親

王
の
ひ
つ
ぎ
を
見
送
る
た
め

K
来
て
い
左
が
ら
、
物
語
の
主
人
公
が
同

車
し
て
い
る
女
車

K
「
と
か
く
ま
ま
め
」
い
て
主
人
公
に
た
し
な
め
ら



れ
た
と
い
う
話
で
あ

b
、

「
天
の
下
C
色
ど
の
み
」
と
い
う
表
現

K
も、

「
な
ほ
ぞ
あ

b
け
る
」
と
い
う
表
現
に
も
語
h
y
手
。
ヤ
ユ
を
感
じ
ざ
る

を
得
左
い
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
の
主
人
公
で
あ
h
J
語
h
y
手
で

も
あ
る
業
平
が
、
パ
ト
ロ
ン
の
喝
で
あ
る
至
。
名
を
出
し
て
ζ

の
よ
う

な
話
を
故
露
す
る
だ
ろ
う
か
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

渡
辺
氏
の
源
融
パ
ト
ロ
ン
説
。
犠
拠
の
第
一
は
、
ほ
か
左
ら
ぬ
融
が

「
左
の
hv
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
」
と
し
て
登
場
す
る
八
一
段
に
あ
っ
た
。

「
古
今
集
」
哀
傷
・
八
五
二
む
貫
之
の
歌
の
詞
書

K
「
河
原
の
左
の

hv
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
み
ま
か
h
y
て
の
の
ち
、
か
の
家
に
ま
か
h
y
て
あ

h
y
け
る
に
、
し
ほ
が
ま
と
い
ふ
所
の
さ
ま
を
作
れ

b
け
る
を
見
て
よ
め

る
」
と
あ
る
の
を
見
て
も
、
融
の
河
原
院
が
箆
央
の
息
釜
の
最
を
模
し

て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
は
疑
え
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
河
原
涜
の

庭
園
を
作
っ
た
の
が
高
名
な
作
庭
師
で
あ
っ
て
も
、
融
C
注
文
や
同
意

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
う
か
ら
、

「
伊
勢
物
語
」
八
一
段
に

h
F

い
て
主
人
公
の
「
か
た
ゐ
告
さ
な
」
が
初
め
て
と
の
庭
を
塩
釜
の
浦

K
見
立
て
た
と
い
う
書
き
方
は
事
実

K
反
す
る
と
い
う
渡
辺
氏
の
見
方

は
成
-D
立
た
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
物
語
の
読
み
方
と
し
て
は
、

そ
れ
は
浅
い
読
み
方
で
あ
る
。

庭
園
が
本
来
「
海
」
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
と
の
「
伊
勢

物
語
」
七
八
段

K
砕
い
て
も
、
庭
を
「
島
」
と
呼
ん
で
い
る
と
と

K
よ

っ
て
わ
か
る
が
、
作
庭
師
を
し
て
陸
央
塩
釜
の
景
を
あ
え
て
か
た
ど
ら

せ
た
融
の
意
図
を
、

と
の
院
の
初
披
露
か
と
思
わ
れ
る
「
神
無
月
の
つ

ど
も

b
が
た
」
の
集
い
に
来
会
し
た
数
多
く
の
人
人
の
中
で
最
も
身
分

。
低
か
っ
た
「
か
た
ゐ
翁
」
だ
け
が
、
と
れ
を
見
事
に
見
法
き
得
た
と

い
う
と
と
る
に
物
語
む
限
目
が
あ
る
と
読
め
ば
、
事
実
に
反
す
か
否
か

は
問
題
で
は
な
い
。

「
塩
釜

K
」
の
歌
の
前

K
「
あ
け
も
て
行
さ
か
h
y

に
、
兆
殿
@
面
白
を
上
中
下
歌

K
よ
む
。
塩
が
ま
の
か
た
を
つ
〈
ら
れ

た
b
。
そ
と

K
あ・
9
け
る
か
た
ゐ
長
き
な
:
:
:
」

(
「
異
本
伊
勢
物
語

絵
巻
」
模
本
〉
左
ど
と
い
う
注
釈
的
左
説
明
を
持
た
ぬ
現
存
諸
伝
本
の

方
が
d

納
の
歌
C
名
誉
を
語
る
た
め

K
は
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
っ
て
、
塩

釜
む
捕
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
を
先

K
語
っ
て
恥
か
怠
け
れ
ば
「

融
と
業
平
が
重
左
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
と
と
は
全
く
な
い
。
翁
の
歌

を
聞
い
た
人
人
が
「
み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
埴
釜
の
鴻
と
ぐ
舟

の
つ
ま
で
か
な
し
も
」

〈
古
今
集
・
東
歌
・
一

O
八
八
〉
左
ど

K
ょ
っ

て
有
名
左
歌
枕
「
塩
釜
む
浦
」
は
、
な
る
ほ
ど
と
の
よ
う
な
所
で
あ
っ

-3-

た
か
と
感
じ
入
る
書
き
方

K
在
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



四

八
一
段
と
と
も
に
、
渡
辺
説
の
大
き
な
原
動
力
に
左
っ
て
い
る
の
は

初
段
で
あ
る
。

氏
は
、

「
古
今
集
」
に
融
の
作
と
左
っ
て
い
る
「
み
ち
の
く
の
し
の

ぶ
も
ぢ
ず
h
y
-

の
散
が
こ
の
初
段

K
引
か
れ
て
い
る
と
と
を
不
審
と
さ

れ

「
・
業
平
ま
た
は
仲
間
の
誰
か
が
、
融
を
意
識
し
て
記
し
た
も
の
に

違
い
な
い
」
と
見
、
融
を
「
伊
勢
物
語
」
の
パ
ト
ロ
ン

K
摸
す
る
第

。
理
由
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
率
直
に
言
っ
て
、
と
れ
も
説
得
力
が

な
さ
過
ぎ
る
ε

こ
の
段
は
、

「
伊
勢
物
印
刷
」
が
、
業
平
一
代
O
物
語
、
つ
ま
h
J
業
平

の
外
伝
と
し
て
誕
生
す
る
契
機
と
な
っ
た
重
要
在
意
段
で
あ
る
が
、
四

。
段
・
四
一
段
あ
た

b
と
深
い
か
か
わ
h
y
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意

す
べ
き
で
あ
る
う
。

ま
ず
、
初
段
の
「
春
日
の
里
」

0

「
い
と
左
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か

ら
」
が
、
何
故
「
女
は
ら
か
ら
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
は
、

「
昔
、
女
は
ら
か
ら
二
人
あ
h
y
け
h
y
。

一
人
は
い
や
し

き
男
の
ま
づ
し
き
、

一
人
は
あ
て
な
る
男
も
た
h
y
け

D
」
と
語
る
四
一

段
。
延
展
と
見
る
と
と
に
よ
っ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
が
、
初
段
の
「

春
日
野
の
若
紫
の
」

C
歌
が
「
古
今
集
」
の
「
み
ち
C
く
の
し
り
ぷ
も

-4一

ぢ
ず
h
y
」
の
歌
の
「
心
ば
へ
」
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
四
一
段
。

「
む
ら
さ
き
の
色
と
き
時
は
」
の
歌
が
「
古
今
集
」
雑
上
ハ
八
六
七
)

。
「
む
ら
さ
き
の
一
も
と
故

K
武
蔵
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ

見
る
」
の
「
心
な
る
べ
し
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
と
と
、
さ
ら

K

は
初
段
・
四
一
段
と
も
に
「
衣
」

K
緑
が
あ

b
「
む
ら
さ
き
」

K
保
が

あ
る
歌

K
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の

関
係
の
深
さ
は
否
定
で
き
左
い
の
で
あ
る
。

次

K
「
む
か
し
、
男
、
う
ひ
か
う
ぷ

b
し
て
」
と
い
う
初
段
目
頭
の

「
む
か
し
」
が
、
そ
の
末
尾
文
の
「
む
か
し
人
は
、
か
〈
い
ち
は
や
き

み
や
び
を
な
む
し
け
る
」
の
「
む
か
し
」
と
向
次
元
で
あ
る
と
と
は
言

う
を
ま
た
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
「
昔
」
の
あ
る
日
、

「
う
ひ
か
う
ぶ

b
」
し
た
若
い
男
が
と
っ
た
行
動
は
、
四

O
段
末
尾

K
「
む
か
し
の
若

人
は
、
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
む
し
け
る
。
今
の
街
、
ま
さ
に
し
左

む
や
」
と
記
さ
れ
て
い
る
行
動
と
、
ま
さ
し
く
同
次
元
の
も
の
だ
と
言

っ
て
よ
い
。

内主
2
v

よ
う
に
、

「
伊
勢
物
語
」
の
「
む
か
し
」
は
、
段
近
別
に
詳
述
し
た

「
つ
ひ

K
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
き
の
ふ
今
日
と

(
一
二
五
段
)
と
よ
ん
で
絶
命
し
た
業
平
自
身
が
、

は
思
は
ざ
h
y
し
を
」

あ
た
か
も
か
の
夢
幻
能
。
ど
と
く
、
融
も
行
平
も
有
常
も
今
は
世
を
去



っ
て
誰
も
い
ま
く
な
っ
た
こ
の
世

K
再
び
包
生
し
て
、

「
い
ち
は
や
さ

み
や
び
」
や
「
す
け
る
物
思
ひ
」
を
な
し
得
た
「
昔
」
の
世
界
を
、

時
よ
へ
て
久
し
く
な

b
kけ
れ
ば
、
そ
の
人
の
名
忘
れ
に
け

b
」

二
設
)
と
い
う
詫
漠
た
る
時
空
の
中
に
・
毎
場
と
と
も
に
語
っ
て
い
る
と

い
う
タ
テ
マ
エ
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
い
最
近

O
み

ず
か
ら
の
体
験
を
「
昔
」
と
い
う
形
で
語

D
出
す
よ
う
左
浅
滞
在
方
法

で
は
左
い
の
で
あ
る
。

五

以
上
述
ベ
て
来
た
と
と
の
「
ま
と
め
」
を
兼
ね
て
、
と
の
あ
た

b
で、

渡
辺
説
に
対
す
る
決
定
的
な
疑
問
を
開
陳
し
て
b
乙
う
。

す
で
に
何
度
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

「
古
今
集
」
に
は
、

勢
物
語
」
の
文
章
を
そ
の
ま
ま

K
収
録
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
詞

書
を
持
つ
歌
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、

「
伊
勢
物
語
」
四
段
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
O
詞
書
で

「
古
今
集
」
恋
豆
・
七
四
七
に
「
在
原
業
平
朝
臣
」
の
歌
と
し
て
採
ら

れ
て
い
る
し
、
五
段
も
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
詞
書
で
「
業
平
朝
臣
」
の

歌
と
し
て
恋
一
ニ
・
六
三
三

K
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
九
段
の
「
か

ら
と
る
も
き
つ
つ
」
の
歌
(
古
今
・
四
一

0
・
業
平
〉

「
名

K
し
hw
は

ば
」
の
歌
(
古
今
・
四
一
一
・
業
平
)
、
八
二
設
の
「
か
h
y
く
ら
し
」

i 

〈
古
今
・
四
一
八
・
業
平
〉

(
古
今
・
四
一
九
・
紀

「
ひ
と
と
せ
に
」

^ 

八
三
段
の
「
忘
れ
て
は
」

有
常
〉

(
古
今
・
九
三

0
・
業
平
〉
な
ど

は

「
古
今
集
」
が
「
伊
勢
物
語
」

K
依
促
し
て
い
る
と
と
が
明
ら
か

な
例
で
あ
る
が
、
業
平
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
有
常
の
一
首
を
除
い
て
、

渡
辺
氏
の
言
う
融
グ
ル
ー
プ
の
歌
は
左
い
。

「
古
今
集
」
以
前
の
「
伊

勢
物
語
」
は
、
や
は
h
y
業
平
C
歌
が
中
心
と
な
っ
て
い
て
、
融
や
至
や

行
平
や
有
常
が
み
ず
か
ら
語
っ
た
は
ず
の
章
段
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
と
と

K
在
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
で
私
の
一
官
会
う
と
し
て
い
る
と
と
は
十
分

K
理
解
し
て
い
た
だ

け
た
か
と
思
う
が
、
念
会
念
の
た
め
に
、
前
述
し
た
七
六
段
の
「
大
原

ー「

伊

や
小
極
の
山
も
」
の
歌
の
よ
う

K
「
伊
勢
物
語
」
が
「
古
今
集
」
か
ら

採
っ
た
歌
や
、

「
古
今
」

「
伊
勢
」
い
ず
れ
が
先
か
判
断
し
か
ね
る
歌

ま
で
範
囲
を
広
げ
て
両
者
の
重
出
歌
を
数
え
る
と
、
業
平
の
歌
は
宍

K

十
首
に
の
ぼ
る
c

し
か
る

K
、
業
平
と
の
問
答
歌
で
あ
る
ゆ
え
に
宗

ら
れ
た
八
二
段
。
有
常
の
歌
一
首
と
初
段

K
引
か
れ
た
例
の
融
の
歌

首
を
除
け
ば
、
渡
辺
氏
。
言
う
「
伊
勢
物
語
」
作
者
グ
ル
ー
プ
の
歌
は

全
く
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

一
O
段
。
「
わ
が
か
た
に
寄
る
と
鳴

F 
d 

く
な
る
」
と
い
う
歌
を
、
全
〈
根
拠
も
な
い
の
に
、
磁
の
作
で
は
な
か



っ
た
か
と
言
わ
れ
る
の
は
、
現
存
の
「
伊
勢
物
語
」
の
中
に
融
を
と
h
y

ま
く
風
流
人
た
ち
の
歌
が
ま
だ
ま
だ
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
忠

い
入
れ
が
渡
辺
氏

K
あ
る
か
ら
で
あ
る
う
z

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

今
集
」
の
援
者
が
(
「
後
援
集
」
を
含
め
て
言
っ
て
も
よ
い
が
)

勢
物
語
」
か
ら
業
平
の
歌
だ
け
を
採
h
J
、
他
の
作
者
た
ち
、
た
と
え
ば

融
・
行
平
・
有
常
・
至
左
ど
の
歌
を
採
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
る

う
か

J

十
世
紀
後
半
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
「
在
中
将
集
」
や
「
雅
平

本
業
平
集
」
の
茂
者
で
さ
え
「
伊
勢
物
語
」
の
歌
を
業
平
作
か
否
か
弁

別
し
得
た
の
で
は
左
い
か
と
言
わ
れ
る
渡
辺
氏
が
、
業
平
死
後
二
十
五

年
、
行
平
死
後
十
二
年
、
融
死
後
十
年
、
し
か
も
二
条
の
后
も
、
か
の

伊
勢
の
斎
宮
で
あ
っ
た
人
も
未
だ
生
存
し
て
い
た
時
代

K
編
集
さ
れ
た

古
今
集
」
が
「
伊
勢
物
語
」
の
中
の
業
平
歌
だ
け
を
弁
別
し
て
、
融

や
行
平
の
歌
が
「
伊
勢
物
語
」
の
中
に
あ
る
の
を
、
全
〈
見
逃
し
て
し

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
う
か
。

初
期
の
「
伊
勢
物
語
」
は
、
ま
さ
し
く
在
原
業
平
そ
の
人
の
手
に
な

る
も
の
で
あ
っ
た
a

「
在
五
が
物
語
」
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
「
伊
勢
物

語
・
一
と
呼
ば
れ
得
た
の
も
、
在
五
が
「
伊
勢
物
語
」
、
つ
ま
h
J
在
五
中

将
が
作
っ
た
「
伊
勢
物
語
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
、

ζ
ζ
k
h
w
の

ず
か
ら
に
納
得
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

-L. 
ノ、
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「
古

源
融
を
パ
ト
ロ
ン
と
す
る
歌
人
グ
ル
ー
プ
が
「
伊
勢
物
語
」
の
作
者

ー，
伊

た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
は
こ
の
よ
う

K
成

b
立
ち
得
な
い
も
の
な

の
で
あ
る
が
、

K
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
の
渡
辺
説
が
非
常

K
興
味
深
い

見
方
を
含
ん
で
い
る
と
と
を
私
は
看
過
す
る
と
と
が
で
き
な
い
。

と
い
う
の
は
、

「
業
平
集
」
が
発
展
し
て
「
伊
勢
物
語
」
に
な
っ
た

と
す
る
「
私
家
集
+
物
語
的
私
家
集
φ
歌
物
話
」
と
い
う
池
田
亀
鑑
流

。
見
方
を
完
全

K
否
定
し
て
い
る
点
に
な
い
て
「
伊
勢
物
語
。
研
究
・

研
究
鰐
」
の
第
一
節
歌
物
語
の
発
生
と
展
開
な
ど
に
述
べ
た
私
見
と
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
ば
か

b
か、

「
伊
勢
物
語
」
を
風
流
歌
人
の
集
い

の
中
で
語
ら
れ
た
も
の
と
見
る

C
も
、
た
と
え
ば
六
九
段
の
斎
宮
の
物

語
が
.
唐
か
ら
将
来
し
た
ば
か

b
の
元
議
作
「
会
真
記
〈
鷲
宮
伝
〉
」
を

巧
み

K
換
骨
奪
胎
し
た
業
平
が
友
人
た
ち

K
披
露
し
た
も
の
と
見
る
私

。
考
え
ハ
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
4

「
伊
勢
物
語
・
大
相
物
語
」

一
六

ー
一
七
一
頁
参
照
〉
と
共
通
し
て
い
る
点
が
、
は
な
は
だ
多
い
か
ら
で

あ
る
。た

だ
し
、
第
一
次
「
伊
勢
」
の
中
の
、
た
と
え
ば
と
の
六
九
段
の
斎

宮
物
語
や
四
段
・
五
段
の
二
条
の
后
物
語
は
業
平
創
作
の
フ
4
ク
シ
ョ



『
会
{
司
一
》

ン
で
あ
h
y
、

一
方
八
二

l
八
四
段
な
ど
は
業
平
の
体
験
の
物
語
化
で
あ

る
と
見
る
私
見
は
、
す
べ
て
を
体
験
談
と
見
る
渡
辺
説
と
は
相
違
し
て

-
V
h
y
、
ま
た
そ
の
よ
う
左
歌
語

b
は
、
源
融
の
周
辺
だ
け

K
限
ら
ず
、

惟
喬
親
王
と
「
語
の
み
物
語
し
」
た
時
(
八
ニ
・
八
三
段
)
に
語
ら
れ

て
も
よ
い
し
、

「
い
と
若
き

K
は
あ
ら
ぬ
」
友
だ
ち
が
集
ま
っ
た
時
(

八
八
段
)
に
語
ら
れ
て
も
よ
い
し
、
文
民
政
秀
(
古
今
集
八
・
四
四
五

詞
書
〉
や
素
性
法
師
(
同
二
九
三
詞
書
)
や
藤
原
敏
行
ハ
後
援
集
一
一
詞

書
〉
ま
ど
の
有
力
歌
人
が
集
ま

b
、
業
平
自
身
も
加
わ
っ
た
〈
古
今
集

会
4
A
T
V

二
九
四
)
二
条
の
后
の
サ
ロ
ン
に
な
い
て
語
ら
れ
て
も
よ
い
と
考
え
て

い
る
私
見
は
、
渡
辺
説
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ζ

の
異
走
っ
て

い
る
点
は
「
伊
勢
物
語
」
の
本
質
を
考
え
る
上

K
重
要
左
問
題
で
あ
る

治2

一
致
し
て
い
る
点
も
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
と

思
う
の
で
あ
る
。

(注
1
〉
四
一
段
に
も
「
一
人
は
い
や
し
き
男
の
ま
づ
し
き
、

一
人
は

あ
て
な
る
男
も
た

b
け
-D
」
と
い
う
書
き
出
し
で
「
古
今
集
」

が
業
平
の
作
と
す
る
「
む
ら
さ
き
の
色
と
き
時
は
」
の
歌
を
あ

げ
る
。
業
平
も
場
面

K
よ
っ
て
は
、
相
対
的

K
「
あ
て
な
る
」

と
言
わ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
c

(注
2
)
南
波
浩
先
生
古
特
記
念
論
文
集
「
王
朝
物
語
と
そ
の
周
辺
」

(
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
七
年
刊
〉
所
収
の
拙
稿
「
伊
勢
物
語

に
見
る
語
h
y
手
の
変
説
」
を
ぜ
ひ
参
照
さ
れ
た
い
。

ハ注
3
)

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
四
段
・
五
段
・
六
九
設
な
ど
の
歌
を

「
古
今
集
」
が
在
原
業
平
朝
臣
の
歌
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
核

K
在
る
歌
が
来
平
の
作

だ
か
ら
で
あ
る
。
後
代
の
勅
撰
集
が
「
源
氏
物
語
」
の
歌
を
紫

式
部
の
歌
と
し
て
入
集
さ
せ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

(注
4
〉
吉
山
裕
樹
「
原
型
伊
勢
物
語
考
ー
そ
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
の

推
論

l
」

〈
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
五
十
三
年
六
月
号
〉
は

ニ
条
の
后
の
サ
ロ
ン
で
「
伊
勢
物
語
」
の
一
部
が
作
ら
れ
た
と

す
る
。
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