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『
伊
勢
物
語
』
初
冠
本
一
二
五
段
の
中
に
贈
答
歌
は
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
数
え
る
ま
で
も
な
く
、
独
詠
歌
や
唱
和
歌
か
ら
な

る
章
段
は
さ
し
て
多
く
は
な
く
、
贈
答
歌
か
ら
な
る
章
段
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
贈
歌
と
答
歌
（
返
歌
）
が
並
べ
ら
れ

て
い
る
章
段
よ
り
は
贈
歌
の
み
を
載
せ
る
章
段
の
方
が
多
い
こ
と
も
同
時
に
気
付
か
れ
る
。
初
段
の
「
春
日
野
の
若
紫
の
…
」
に
対
し

て
「
女
は
ら
か
ら
」
が
如
何
な
る
反
応
を
し
た
か
『
伊
勢
物
語
』
は
語
ら
な
い
。『
伊
勢
物
語
』
は
、
こ
と
の
展
開
で
は
な
く
、「
男
」

の
心
情
と
行
為
の
あ
る
一
点
、
初
段
で
い
え
ば
元
服
し
た
ば
か
り
の
青
年
の
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
に
関
心
の
多
く
を
寄
せ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
返
歌
は
必
要
と
し
な
い
。
他
の
章
段
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
贈
歌
、
返
歌
と
二
首
を
並
べ
る
章
段
に
も
、
贈
歌
の
こ
と
ば
・
表
現
を
用
い
て
返
歌
が
切
り
返
す
典
型
的
な
贈
答
歌
と
は
異

な
る
も
の
が
あ
る
。
一
つ
に
は
表
現
の
対
応
し
な
い
、
或
い
は
対
応
し
な
い
か
に
見
え
る
贈
答
歌
、
も
う
一
つ
は
贈
歌
に
対
し
て
切
り

返
す
の
が
常
道
で
あ
る
返
歌
に
共
感
の
方
が
強
く
見
ら
れ
る
贈
答
歌
で
あ
る
。
更
に
は
こ
の
両
者
を
併
せ
持
つ
贈
答
歌
も
あ
る
。
そ
れ
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伊
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ら
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
以
下
、
本
文
引
用
は
秋
山
虔
校
注
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
一
九
九
七
）
に
よ
る
。
必
要
に
応
じ
て
言
及
し

た
他
の
注
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
石
田
穣
二
校
注
･
訳
角
川
文
庫
『
新
版
伊
勢
物
語　

付
現
代
語
訳
』（
一
九
七
六
）・
同
『
伊
勢

物
語
注
釈
稿
』（
竹
林
舎
、
二
〇
〇
四
）、
渡
辺
実
校
注
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
一
九
七
六
）、
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈

古

注

釈

十
一
種
集
成

』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
）、
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
）、
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』

（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
）。

　
　
　
　
　
2

表
現
の
対
応
し
な
い
、
或
い
は
対
応
し
な
い
か
に
見
え
る
贈
答
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

贈
答
歌
が
内
容
の
み
の
対
応
か
ら
、
内
容
・
表
現
の
対
応
へ
と
変
わ
っ
た
頃
の
作
品
と
い
え
る
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
表
現
が
対
応
し
な
い
贈
答
歌
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
対
応
し
て
い
な
い
の
は
本
来
無
関
係
な
二
首
を
贈
答
歌
に
仕

立
て
た
場
合
で
あ
る
。『
古
今
集
』
に
並
ん
だ
二
首
を
組
立
て
た
二
十
五
段
が
ま
ず
は
そ
れ
に
当
た
る
。
や
は
り
本
来
無
関
係
な
和
歌

を
二
組
の
贈
答
歌
と
一
首
の
贈
歌
に
仕
立
て
た
五
十
段
も
、
贈
歌
・
返
歌
相
互
の
表
現
が
対
応
せ
ず
、「
も
と
も
と
無
関
係
の
歌
の
ち

く
は
ぐ
な
排
列
（
秋
山
）」、「
知
識
人
好
み
の
観
念
的
な
和
歌
四
首
を
雑
駁
と
も
言
え
る
ま
と
め
方
で
嚙
み
合
わ
な
い
贈
答
に
仕
立
上

げ
（
片
桐
）」
な
ど
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
五
十
段
の
五
首
を
眺
め
れ
ば
、
別
の
形
で
の
対
応
が
あ
る
の
が
分
か
る
。

4
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92
鳥
の
子
を　
十
づ
ゝ
十
は　
重
ぬ
と
も　
思
は
ぬ
人
を　
思
ふ
も
の
か
は

93
朝
霧
は　
消
え
の
こ
り
て
も　
あ
り
ぬ
べ
し　
誰
か
こ
の
世
を　
頼
み
は
つ
べ
き

94
吹
風
に　
去
年
の
桜
は　
散
ら
ず
と
も　
あ
な
頼
み
が
た　
人
の
心
は

95
行
く
水
に　
数
か
く
よ
り
も　
は
か
な
き
は　
思
は
ぬ
人
を　
思
ふ
な
り
け
り

96
行
く
水
と　
過
ぐ
る
よ
は
ひ
と　

散
る
花
と　
い
づ
れ
待
て
て
ふ　
こ
と
を
聞
く
ら
ん

右
に
示
す
よ
う
に
一
組
の
贈
答
歌
と
し
て
は
表
現
が
対
応
し
て
い
な
い
が
、
返
歌
95
は
贈
歌
92
に
、
返
歌
95
は
贈
歌
92
に
、
贈
歌
96

は
返
歌
95
に
と
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。「
歌
群
全
体
と
し
て
の
有
機
的
な
構
成
も
み
ら
れ
る
」（
鈴
木
）
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
贈
歌
96
は
、
人
の
心
の
頼
み
が
た
さ
を
は
か
な
い
も
の
に
託
し
て
い
る
点
で
贈
歌
94
と
も
重
な
る
し
、「
過
ぐ

る
よ
は
ひ
」
は
時
の
経
過
の
表
現
と
し
て
「
去
年
の
」
と
対
応
す
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
来
は
表
現
が
対
応
し
て
い
な
い
よ
う

で
い
て
、
通
常
の
贈
答
歌
と
は
異
な
る
形
で
表
現
が
対
応
し
て
い
る
例
は
他
に
も
あ
る
。

『伊勢物語』の贈答歌（末澤）
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次
に
切
り
返
し
よ
り
も
共
感
が
強
く
見
ら
れ
る
例
と
し
て
返
歌
が
贈
歌
に
呼
応
し
、
時
に
は
共
鳴
し
て
い
る
よ
う
な
贈
答
歌
を
考
え

る
。
そ
の
例
を
少
し
検
討
し
た
上
で
、
表
現
の
対
応
も
合
わ
せ
て
二
十
三
段
の
和
歌
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

切
り
返
す
の
で
は
な
い
贈
答
歌
は
例
え
ば
十
段
に
見
ら
れ
る
。

14
み
よ
し
野
の　
た
の
む
の
雁
も　
ひ
た
ふ
る
に　
君
が
か
た
に
ぞ　
よ
る
と
鳴
く
な
る

15
わ
が
方
に　
よ
る
と
鳴
く
な
る　
み
よ
し
野
の　
た
の
む
の
雁
を　
い
つ
か
忘
れ
ん

娘
の
相
手
に
「
あ
て
な
る
人
」
を
望
む
母
親
の
贈
歌
14
に
対
す
る
男
の
返
歌
15
は
五
句
中
四
句
ま
で
が
殆
ど
同
じ
形
と
な
っ
て
お

り
、「
こ
と
ば
と
こ
と
ば
の
完
璧
な
吻
合
（
秋
山
）」、「
贈
歌
の
言
葉
に
即
し
す
ぎ
る
ほ
ど
密
着
」（
鈴
木
）
な
ど
と
さ
れ
る
。
贈
答
の

順
序
が
通
常
と
は
男
女
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
切
り
返
し
で
な
く
さ
せ
た
と
も
い
え
る
。
更
に
「
一
首
全
体
を
恋
の
常
套
句
「
い

つ
か
忘
れ
む
」
で
強
調
的
に
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、詠
歌
の
勘
ど
こ
ろ
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
（
鈴
木
）」
と
も
さ
れ
る
が
、し
か
し
、

東
下
り
・
東
国
章
段
の
中
に
こ
の
贈
答
歌
を
置
い
て
み
れ
ば
、
男
は
挨
拶
と
し
て
「
い
つ
か
忘
れ
ん
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
読
み
取

る
こ
と
も
で
き
る
。
一
四
段
の
男
の
陸
奥
国
の
女
へ
の
贈
歌
「
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
」

が
言
わ
れ
て
来
た
よ
う
に
女
が
人
並
み
で
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
挨
拶
と
し
て
文
字
通
り
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
と
通

ず
る
。「
や
や
そ
っ
け
な
く
（
渡
辺
）」
と
の
見
方
も
成
り
立
つ
所
以
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
伊
勢
物
語
』
を
源
融
と
関
連
づ
け
る
同

書
の
立
場
と
は
別
に
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。
十
四
段
の
男
の
歌
を
女
を
京
へ
誘
う
歌
と
し
て
、
女
の
真
情
が
男
に
通
じ
た
と
す
る
一

（
注
2
）
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方
、
こ
の
十
段
の
女
親
の
歌
に
つ
い
て
は
、
方
言
丸
出
し
の
似
而
非
歌
と
し
て
儀
礼
上
の
返
歌
を
送
る
と
す
る
解
（
竹
岡
）
も
あ
る
。

両
段
と
も
十
段
末
尾
の
「
人
の
国
に
て
も
、
猶
か
ゝ
る
こ
と
な
ん
や
ま
ざ
り
け
る
」
の
例
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
二
つ
の
章

段
に
大
き
な
違
い
は
な
か
ろ
う
。

十
六
段
も
呼
応
、
共
感
す
る
贈
答
歌
と
い
え
よ
う
。

24
手
を
折
り
て　
あ
ひ
見
し
こ
と
を　
か
ぞ
ふ
れ
ば　
と
を
と
い
ひ
つ
　ゝ

四
つ
は
経
に
け
り

25
年
だ
に
も　
と
を
と
て
四
つ
は　
経
に
け
る
を　
い
く
た
び
君
を　
た
の
み
き
ぬ
ら
ん

尼
に
な
っ
て
出
て
行
く
妻
に
何
も
し
て
や
れ
な
い
、「
貧
し
」
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
紀
有
常
の
訴
え
と
、
そ
れ
に
答
え
て
尼
の
衣
料

や
夜
具
を
贈
る
「
ね
む
ご
ろ
に
あ
ひ
語
ら
ひ
け
る
友
だ
ち
」
の
贈
答
は
、
こ
と
ば
の
上
で
の
対
応
は
夫
婦
と
し
て
送
っ
た
長
い
年
月
を

表
す
「
と
を
と
い
ひ
つ
ゝ
…
…
」「
と
お
と
て
四
つ
は
…
…
」
だ
け
で
あ
る
が
、「
友
だ
ち
」
の
行
為
と
和
歌
に
込
め
ら
れ
た
友
情
は
有

常
の
さ
ら
な
る
贈
歌
二
首
を
生
む
。
一
首
目
の
26
「
こ
れ
や
こ
の
あ
ま
の
羽
衣
む
べ
し
こ
そ
君
が
み
け
し
と
た
て
ま
つ
り
け
れ
」
の
結

句
「
た
て
ま
つ
り
け
れ
」
は
尊
敬
語
･
謙
譲
語
両
様
の
解
釈
が
あ
る
が
、
尊
敬
語
と
し
た
場
合
、
友
人
同
士
の
敬
語
と
し
て
は
敬
意

が
高
す
ぎ
る
と
し
て
、「
思
い
切
っ
て
」
こ
れ
を
「
友
だ
ち
」
で
は
な
く
、
尼
に
な
っ
て
出
て
行
く
妻
へ
の
贈
歌
と
み
よ
う
と
す
る
片

桐
説
も
あ
る
。
こ
こ
は
、
25
番
歌
「
年
だ
に
も
…
…
」
の
後
の
「
か
く
い
ひ
や
り
た
り
け
れ
ば
」、
26
番
歌
「
こ
れ
や
こ
の
…
…
」
の

後
の
「
よ
ろ
こ
び
に
た
へ
で
、
又
」
か
ら
や
は
り
「
友
だ
ち
」
へ
の
贈
歌
と
考
え
、「
友
だ
ち
」
が
「
た
て
ま
つ
」
る
―
着
る
と
解
し

『伊勢物語』の贈答歌（末澤）



8

て
お
き
た
い
。

「
年
だ
に
も
…
…
」
の
「
い
く
た
び
君
を
…
…
」
は
「
友
だ
ち
」
の
深
い
友
情
を
示
す
。「
言
外
に
、
そ
う
い
う
夫
婦
の
別
れ
の
悲
し

さ
は
い
か
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
と
、友
人
の
悲
し
み
の
深
さ
を
思
い
や
っ
た
の
で
あ
る
（
石
田
『
文
庫
』。『
注
釈
稿
』
も
同
）」

と
も
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
贈
答
歌
に
共
感
以
外
を
読
み
取
る
説
も
あ
る
。
鈴
木
は
「
だ
に
」、
恋
歌
の
重
要
語
「
頼
む
」

に
注
目
す
る
。
単
な
る
歳
月
の
長
さ
だ
け
で
な
く
、
夫
婦
の
心
の
あ
り
よ
う
こ
そ
が
、
と
「
強
い
信
頼
感
に
結
ば
れ
た
夫
婦
仲
だ
と
し

て
称
揚
す
る
」
も
の
、「
一
面
で
は
贈
歌
に
共
鳴
し
つ
つ
も
、
も
う
一
面
で
は
贈
歌
に
反
発
す
る
か
の
よ
う
に
別
な
も
う
一
つ
の
発
想

を
も
加
味
さ
せ
て
い
る
。
い
か
も
返
歌
ら
し
い
返
歌
で
あ
る
」
と
読
む
。
が
、「
別
な
も
う
一
つ
の
発
想
」
は
無
論
、
悲
し
み
に
対
す

る
「
反
発
」
で
は
な
い
。

以
上
の
二
例
は
恋
の
当
事
者
で
あ
る
男
女
の
贈
答
歌
で
な
か
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
恋
の
贈
答
歌
に
見
る
切
り
返
し
も
、
恋

を
更
に
進
展
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
共
感
の
方
が
強
く
出
る
の
が
右
の
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
恋
の
当
事
者
同
士
の
贈
答
歌
で

あ
る
六
十
九
段
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

126
君
や
来
し
我
や
行
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
現
か
寝
て
か
さ
め
て
か

127
か
き
く
ら
す
心
の
闇
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
う
つ
ゝ
と
は
こ
よ
ひ
定
め
よ

こ
れ
も
女
か
ら
の
贈
歌
で
あ
る
点
が
通
常
の
贈
答
歌
と
異
な
る
。
二
首
で
こ
と
ば
が
直
接
対
応
す
る
の
は
「
夢
」「
う
つ
ゝ
」
で
あ
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る
が
、
何
が
何
だ
か
分
か
ら
ぬ
と
す
る
女
の
歌
に
対
し
、「
ま
ど
ひ
に
き
」
と
男
が
自
分
も
同
じ
だ
と
応
ず
る
。
私
の
方
は
そ
れ
ど
こ

ろ
で
は
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
共
感
を
通
り
越
し
て
さ
え
し
て
お
り
、
そ
れ
が
次
の
短
連
歌
に
展
開
し
て
ゆ
く
。
短
連
歌

も
下
句
が
機
知
に
よ
り
上
句
を
ず
ら
し
て
別
の
方
向
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、六
十
九
段
で
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
禁
忌
の
、

た
だ
一
度
の
機
会
が
こ
の
よ
う
な
呼
応
す
る
贈
答
歌
、短
連
歌
を
生
む
の
だ
と
い
え
る
。も
と
よ
り
、い
わ
れ
る
よ
う
に
唐
代
伝
奇『
鶯
々

伝
』
の
翻
案
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
創
作
さ
れ
た
贈
答
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
物
語
の
中
に
置
く
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
い
い
得

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
3

こ
と
ば
、
表
現
が
対
応
し
な
い
、
或
い
は
対
応
し
な
い
か
に
見
え
、
か
つ
切
り
返
さ
な
い
贈
答
歌
と
は
何
か
。
二
十
三
段
の
例
が
該

当
し
、
そ
れ
は
一
見
し
て
気
付
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
組
の
贈
答
歌
、
独
詠
歌
一
首
、
高
安
の
女
の
独
詠
歌
二
首
か
ら
成
る
こ
の
章
段
で
、
幼
な
馴
染
み
の
男
女
の
贈
答
歌
に
共
通
す
る

こ
と
ば
は
殆
ど
な
い
。

47
筒
井
つ
の
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に

48
く
ら
べ
こ
し
振
分
髪
も
肩
過
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
あ
ぐ
べ
き

意
気
投
合
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
二
首
の
後
に
「
な
ど
い
ひ
〳
〵
て
」
と
あ
り
、二
人
の
や
り
と
り
は
な
お
続
い
た
の
だ
と
分
か
る
。

『伊勢物語』の贈答歌（末澤）
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特
徴
的
と
は
い
え
な
い
「
過
ぎ
」
以
外
に
共
通
す
る
こ
と
ば
が
な
い
二
首
で
、
こ
の
贈
答
は
何
を
言
っ
て
い
る
か
。
互
い
に
相
手
を
思

い
つ
つ
過
ご
し
た
時
間
を
自
分
の
身
に
起
こ
っ
た
変
化
を
以
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
男
は
自
分
の
背
丈
を
、
女
は
自
分
の
髪
の
長

さ
を
言
う
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
明
ら
か
な
変
化
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
女
の
背
丈
も
伸
び
た
が
、
髪

こ
そ
は
女
の
成
長
の
し
る
し
で
あ
り
、成
人
に
は
髪
上
げ
と
い
う
儀
式
が
伴
う
。そ
う
見
る
と
、ま
ず
互
い
が
互
い
を
呼
ぶ「
妹
」と「
君
」

が
、そ
し
て
「
ま
ろ
が
た
け
」
と
「
振
分
髪
」、「
過
ぎ
に
け
ら
し
な
」
と
「
肩
過
ぎ
ぬ
」
が
対
応
し
て
い
る
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
妹
見
ざ
る
ま
に
」と「
君
な
ら
ず
し
て
」も
互
い
に
相
手
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
で
対
応
す
る
。
更
に
い
え
ば
、

諸
説
あ
る
贈
歌
の
「
か
け
し
」
を
「
く
ら
べ
こ
し
」
と
対
応
さ
せ
て
み
れ
ば
、
井
筒
に
「
測
り
比
べ
て
」
の
意
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き

な
い
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
二
首
は
内
容
、
表
現
と
も
見
事
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
こ
と
を
別
の
形
で
平
行
し
て

述
べ
る
。
今
一
度
示
せ
ば
、

　

筒
井
つ
の　
井
筒
に
か
け
し　
ま
ろ
が
た
け　
過
ぎ
に
け
ら
し
な　

妹
見
ざ
る
ま
に

　

く
ら
べ
こ
し　
振
分
髪
も　
肩
過
ぎ
ぬ　

君
な
ら
ず
し
て　
誰
か
あ
ぐ
べ
き

と
な
る
。
こ
の
二
首
は
、
こ
と
ば
を
変
え
て
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
同
じ
こ
と
ば
を
用
い
て
内
容
を
ず
ら
す
当
た
り
前
の
贈
答
歌

と
は
異
な
る
。
共
感
、
共
鳴
す
る
贈
答
歌
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
以
外
に
他
出
が
見
ら
れ
ず
、
か
つ
続
く
幼
馴
染
み
の
妻
の
独
詠
歌
、

高
安
の
女
の
独
詠
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
出
典
を
持
つ
点
で
、
こ
の
贈
答
歌
の
な
り
た
ち
が
奈
辺
に
あ
る
か
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
首
の
対
応
に
つ
い
て
は
既
に
鈴
木
が
指
摘
、
男
の
求
婚
と
、
女
の
積
極
的
な
応
諾
と
み
る
。
そ
の
際
に
「
男
女
が
歌
を
詠
み
交
わ
す
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こ
と
と
結
婚
と
の
結
び
つ
き
は
、
古
代
の
歌
垣
の
習
俗
以
来
、
平
安
時
代
に
お
い
て
も
生
活
儀
礼
の
一
環
と
し
て
伝
統
的
で
あ
っ
た
」

と
し
た
が
、
歌
垣
を
持
ち
出
す
の
は
説
明
の
必
要
上
で
あ
る
と
同
時
に
こ
の
二
首
に
古
代
的
な
も
の
を
み
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
片
桐
も

「
お
そ
ら
く
は
、
伝
承
さ
れ
て
い
た
古
歌
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
贈
答
歌
ら
し
い
贈
答
歌
が
成
立

す
る
以
前
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、『
伊
勢
物
語
』
の
切
り
返
さ
な
い
贈
答
歌
は
、
そ
う
で
あ
る
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
恋

の
当
事
者
で
は
な
い
、
恋
の
当
事
者
で
あ
っ
て
も
緊
迫
し
た
状
況
に
あ
る
、
古
い
和
歌
の
か
た
ち
が
現
れ
て
い
る
、
な
ど
の
事
情
で
あ

る
。
そ
れ
は
当
然
す
ぎ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
六
十
九
段
の
よ
う
に
作
品
名
の
由
来
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
章
段
に
、
お

そ
ら
く
は
創
作
さ
れ
た
贈
答
歌
が
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
二
十
三
段

は
高
等
学
校
教
科
書
に
も
よ
く
採
ら
れ
る
章
段
で
あ
る
。
以
下
、
高
等
学
校
古
典
と
二
十
三
段
に
つ
い
て
付
言
し
た
い
。

　
　
　
　
　
4

現
行
高
等
学
校
教
科
書
で
よ
く
採
ら
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
章
段
は
六
段
、九
段
、二
十
三
段
で
あ
り
、こ
れ
ら
が
定
番
と
い
わ
れ
る
。

主
と
し
て
「
国
語
総
合
」
に
見
ら
れ
、
少
な
い
も
の
で
は
六
段
、
九
段
・
二
十
三
段
の
い
ず
れ
か
、
多
い
も
の
で
は
こ
れ
に
二
十
四
段

を
加
え
る
。「
古
典
」
及
び
新
「
古
典
Ｂ
」
で
は
、
初
段
、
四
段
又
は
五
段
、
六
十
九
段
、
八
十
二
段
ま
た
は
八
十
三
段
、
百
二
十
五

段
な
ど
が
並
ぶ
。
手
近
に
あ
る
教
科
書
を
幾
つ
か
み
る
と
、
一
覧
に
す
る
こ
と
は
今
省
略
す
る
が
、
六
段
、
二
十
三
段
に
つ
い
て
は
、

六
段
は
「
こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
」
以
下
の
段
末
注
記
を
、
二
十
三
段
が
「
ま
れ
〳
〵
か
の
高
安
に
」
以
下
の
高
安
の
女
の
部
分
を
そ

れ
ぞ
れ
省
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
特
に
六
段
に
多
い
。
六
段
は
段
末
注
記
を
除
け
ば
女
を
盗
む
話
と
し
て
、
或
い
は
怪
異
譚
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
二
十
三
段
は
新
し
い
女
の
方
に
行
き
か
け
た
夫
が
、
元
か
ら
の
妻
の
「
美
点
」
を
再
発
見
し
て
元
に
戻
る
話
と

（
注
3
）

『伊勢物語』の贈答歌（末澤）
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し
て
、
こ
れ
も
単
純
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
話
型
で
は
新
し
い
女
の
「
欠
点
」
が
男
を
そ
の
女
か
ら
離
れ
さ
せ
る
も
の
だ
が
、

駄
目
押
し
の
よ
う
な
そ
の
部
分
が
二
十
三
段
で
は
肥
大
し
て
報
わ
れ
な
い
歌
が
二
首
も
詠
ま
れ
る
。
主
人
公
で
な
い
者
が
失
敗
す
る
歌

徳
説
話
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
女
の
「
欠
点
」
を
事
実
欠
点
で
あ
る
と
読
む
か
は
別
の
問
題
で
、
注
釈
に
も
幅
が
あ
る
。
高
安
の
女

の
歌
二
首
も
和
歌
の
結
構
と
し
て
そ
れ
自
体
は
欠
点
の
あ
る
歌
で
は
な
い
。
高
等
学
校
教
材
と
し
て
話
を
単
純
化
し
た
形
で
出
す
の

は
、あ
る
意
味
で
扱
い
や
す
い
と
も
言
え
る
が
、そ
の
よ
う
に
し
て
教
科
書
に
載
せ
る
『
伊
勢
物
語
』
と
は
何
か
、な
ぜ
『
伊
勢
物
語
』

な
の
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
教
科
書
に
は
「
学
習
の
手
引
き
」
な
ど
が
教
材
本
文
の
後
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
ら
を
眺
め
る
と
読
み
取
る
べ
き
は
、
登
場
人

物
の
心
情
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
教
師
用
指
導
書
に
は
教
材
の
狙
い
と
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
で
あ
れ
ば
そ
の
文
章
の
リ
ズ
ム
を

味
わ
う
な
ど
と
も
あ
る
が
、
教
科
書
の
設
問
は
そ
う
で
は
な
い
。
教
科
書
編
集
と
指
導
書
執
筆
は
同
じ
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
か
ら
、
違
い

を
い
う
こ
と
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
教
科
書
の
設
問
を
眺
め
た
り
、
教
育
実
習
に
行
っ
た
学
生
が
作
成
し
た
指
導
案
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
り
（
筆
者
の
担
当
学
生
で
は
な
か
っ
た
の
で
）
す
る
と
、
共
感
と
教
訓
が
読
み
取
る
二
大
事
項
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

そ
れ
は
研
究
と
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
と
は
違
う
。
そ
の
よ
う
な
読
み
取
り
が
高
等
学
校
で
行
わ
れ
る
の
は
古
典
入
門
期
の
内
容
と
し

て
取
り
か
か
り
や
す
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
し
、
文
学
教
育
＝
人
間
教
育
と
い
う
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
昨

今
、
古
典
に
対
す
る
関
心
が
か
つ
て
よ
り
薄
れ
て
い
る
の
は
、
原
因
の
一
つ
と
し
て
共
感
や
教
訓
を
感
じ
取
れ
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と

が
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
共
感
、
教
訓
は
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
取
れ
ば
よ
い
の
だ
と
も
い
え
る
。

そ
う
考
え
て
い
た
折
、
二
〇
一
七
年
七
月
、
本
学
の
ミ
ニ
・
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
高
校
生
向
け
模
擬
授
業
を
す
る
機
会
を
与
え

ら
れ
た
の
で
、「
古
典
は
面
白
い
か
」
と
題
し
て
話
し
て
み
た
。
予
告
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

古
典
―
古
文
は
面
白
い
で
し
ょ
う
か
。
古
典
に
登
場
す
る
人
々
に
共
感
を
覚
え
た
り
、
何
か
教
訓
を
得
た
り
で
き
る
と
は
思
え

（
注
4
）
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な
い
し
、そ
も
そ
も
言
葉
が
難
し
い
、古
典
を
学
ぶ
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

が
、
古
典
に
は
共
感
や
教
訓
と
は
別
の
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
面
白
さ
の
底
に
は
古
典
の
約
束
事
が
あ
り
ま
す
。
約

束
事
を
知
っ
て
古
典
の
面
白
さ
を
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。『
伊
勢
物
語
』か
ら
、な
る
べ
く
有
名
な
章
段
を
題
材
に
と
考
え
て
い
ま
す
。

当
日
は
学
生
ス
タ
ッ
フ
の
誘
導
が
よ
か
っ
た
の
か
、約
二
十
人
の
高
校
生
が
集
ま
り
、保
護
者
も
含
め
て
小
教
室
が
一
杯
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
数
少
な
い
例
で
は
古
典
に
つ
い
て
聞
き
に
来
る
高
校
生
は
数
人
で
あ
る
。
そ
の
日
の
学
生
ス
タ
ッ
フ
の
話
で
は

他
学
科
よ
り
も
多
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
参
加
し
た
高
校
生
た
ち
は
古
典
に
興
味
・
関
心
が
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と

も
「
面
白
い
」
と
思
い
た
い
、
そ
う
思
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
大
学
模
擬
授
業
は
大
学
の
授
業
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
垣
間
見

る
機
会
を
提
供
す
る
も
の
だ
か
ら
高
等
学
校
授
業
の
補
習
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
の
が
よ
い
と
い
っ
て
、

高
等
学
校
の
教
育
を
否
定
す
る
の
も
当
た
ら
な
い
。
従
っ
て
高
等
学
校
古
典
で
共
感
と
教
訓
が
読
み
取
る
べ
き
内
容
と
な
る
理
由
に
も

触
れ
る
。
そ
ん
な
昔
の
こ
と
を
な
ぜ
学
ぶ
の
か
、
こ
う
い
う
人
（
こ
と
）
は
現
代
で
も
い
る
（
あ
る
）
と
思
え
ば
興
味
を
持
て
る
か
も

し
れ
な
い
、
一
方
、
中
年
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
十
代
の
高
校
生
に
共
感
し
に
く
い
作
品
も
あ
ろ
う
、
等
々
で
あ
る
。

共
感
、
教
訓
と
は
別
の
面
白
さ
と
は
話
型
と
表
現
で
あ
る
。
題
材
と
し
た
中
心
は
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
で
、
話
型
に
つ
い
て
は

簡
単
に
触
れ
る
に
留
め
る
。
物
語
か
ら
は
話
型
が
読
み
取
れ
る
が
話
型
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
、
そ
こ
か
ら
興
味
が
広
が
る
か
も
し
れ
な

い
。
表
現
に
つ
い
て
は
贈
答
歌
を
対
象
と
し
た
。
最
初
に
二
十
三
段
を
語
釈
を
付
け
て
本
文
を
記
し
、
一
通
り
読
み
、
こ
の
段
の
構
成

を
説
明
す
る
。
そ
れ
か
ら
共
感
・
教
訓
以
外
の
古
典
の
読
み
方
と
し
て
、
話
型
、
こ
と
ば
の
使
い
方
、
種
々
の
複
合
的
な
読
み
の
あ
る

こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
独
詠
歌
、
贈
答
歌
、
唱
和
歌
、
と
簡
単
に
説
明
、
贈
答
歌
の
こ
と
ば
の
対
応
の
例
を
本
稿
で
示
し
た
よ

う
な
形
で
幾
つ
か
挙
げ
る
。
高
校
生
の
知
っ
て
い
る
作
品
か
ら
例
を
選
び
、
贈
歌
の
中
の
特
徴
的
な
語
を
用
い
、
し
か
も
意
味
を
ず
ら

し
て
、「
あ
な
た
は
そ
う
い
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
…
」
と
返
す
の
だ
と
説
明
す
る
。
そ
の
上
で
、
二
十
三
段
の
贈
答
歌
の
対
応
を
考

『伊勢物語』の贈答歌（末澤）
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え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
こ
の
二
首
の
対
応
を
話
し
た
。
教
科
書
に
採
ら
れ
た
教
材
が
全
部
授
業
で
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、

二
十
三
段
は
多
く
の
高
校
生
に
と
っ
て
な
じ
み
の
章
段
で
は
あ
ろ
う
。
駆
け
足
で
あ
っ
た
こ
と
の
幾
分
か
は
補
え
た
か
も
し
れ
な
い
。

結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
短
時
間
に
駆
け
足
で
し
た
こ
と
な
の
で
、
十
分
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
一
度
で

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
分
か
る
必
要
は
な
い
。
共
感
と
教
訓
以
外
の
面
白
さ
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
表
現
、
こ
と
ば
が
関
係
し
て
い
る
ら
し

い
と
分
か
れ
ば
よ
い
。

何
で
あ
れ
基
本
的
な
読
解
力
―
古
文
で
あ
れ
、
現
代
文
で
あ
れ
―
と
想
像
力
も
し
く
は
感
性
が
必
要
で
あ
る
の
は
前
提
で
あ
る
。
心

情
も
作
品
本
文
に
即
し
た
確
か
な
読
み
の
上
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
恣
意
的
に
な
る
。
新
し
い
教
育
と
し
て
い
わ
れ
る
ア
ク
テ
ィ
ブ

ラ
ー
ニ
ン
グ
も
恣
意
的
な
読
み
を
目
指
し
て
は
い
な
い
筈
で
あ
る
。
話
型
や
表
現
に
注
目
す
る
こ
と
は
確
か
な
読
み
に
つ
な
が
る
し
、

「
心
情
を
考
え
る
」
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
話
型
も
表
現
も
少
数
の
例
を
見
て
い
た
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
。
高

等
学
校
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る
教
材
だ
け
か
ら
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
入
門
期
に
数
多
く
の
例
を
扱
う
の
も
ま
た
難
し
い
。
し
か

し
、「
古
典
は
面
白
い
か
」
に
関
心
を
示
し
た
高
校
生
た
ち
が
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
心
情
を
考
え
る
」
以
外
の
こ
と
に
も
触
れ
て

ゆ
く
の
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
定
番
教
材
を
関
連
づ
け
、
繫
ぐ
こ
と
で
文
学
史
的
な
理
解
を
促
す
試
み
も
提
案
さ
れ
て

い
る
。

「
心
情
を
考
え
る
」
と
は
何
か
、
文
学
教
育
と
は
何
か
と
は
常
に
問
わ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
は
今

避
け
る
。「
心
情
を
考
え
る
」
と
は
文
学
作
品
の
理
解
と
し
て
真
っ
当
な
こ
と
で
は
あ
る
。
が
、
心
情
の
理
解
は
と
も
す
れ
ば
共
感
や

教
訓
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
ず
、
そ
れ
が
無
意
識
の
う
ち
で
あ
っ
て
も
あ
る
べ
き
読
み
方
に
な
り
が
ち
で
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

（
注
5
）

（
注
６
）



注1　

増
田
繁
夫
「
贈
答
歌
の
か
ら
く
り
」（
和
歌
文
学
会
編
『
論
集　

和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
（
和
歌
文
学
の
世
界　

第
十
集
）』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
六
）。

2　

末
澤
「
和
歌
の
解
釈
―
『
伊
勢
物
語
』
十
四
段
を
中
心
に
―
」（『
福
岡
女
学
院
大
学
紀
要　

人
文
学
部
編
』
2４
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
で
も
述
べ
た
。

３　

教
育
出
版
、
東
京
書
籍
、
大
修
館
書
店
、
明
治
書
院
の
教
科
書
に
よ
る
。
新
指
導
要
領
に
基
づ
き
、
教
科
書
が
改
訂
さ
れ
た
が
、
本
稿
執
筆
の
現
段
階
で

新
教
科
書
が
揃
っ
て
い
な
い
の
で
一
覧
に
す
る
こ
と
を
避
け
た
。
採
録
章
段
に
つ
い
て
は
各
教
科
書
会
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
も
参
照
し
た
。

４　

こ
の
問
題
に
言
及
し
た
近
年
の
論
攷
と
し
て
、
六
段
に
つ
い
て
は
ａ
奥
田
哲
也
・
弓
削
繁
「『
伊
勢
物
語
』 

第
六
段
の
主
題
と
学
習
指
導
」（『
岐
阜
大
学

教
育
学
部
研
究
報
告　

教
育
実
践
研
究
』
12
、
二
〇
一
〇
）、
ｂ
日
高
愛
子
「「
芥
川
」
小
考
―
教
材
と
し
て
い
か
に
古
典
を
伝
え
る
か
―
」（『
佐
賀
大
学

文
化
教
育
学
部
研
究
論
文
集
』
19
‐
2
、
二
〇
一
五
）、
ｃ
吉
野
誠
「『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
「
芥
川
」
の
古
典
教
材
と
し
て
の
現
代
的
意
義
―
本
文
と
の

往
還
・
盗
ま
れ
る
女
―
」（
河
添
房
江
編
『
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
時
代
の
古
典
教
育
―
小
・
中
・
高
・
大
の
授
業
づ
く
り
―
』、
東
京
学
芸
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
八
）、
二
十
三
段
に
つ
い
て
は
、
ｄ
古
本
理
恵
「
高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
教
材
の
研
究
―
『
伊
勢
物
語
』「
筒
井
筒
」
の
場
合
―
」（
広
島

大
学
大
学
院
『
論
叢
国
語
教
育
学
』
12
、
二
〇
一
六
・
七
）
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
授
業
実
践
を
伴
う
。
六
段
に
つ
い
て
、
ａ
～
ｃ
共
通
の
指
摘
は
教
科
書

設
問
の
前
提
に
後
半
部
分
の
理
解
が
あ
る
点
で
、
ｃ
は
更
に
教
科
書
の
各
種
絵
巻
に
よ
る
挿
絵
も
同
様
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
各
論
考
で
は
「
前
半
部

分
」「
後
半
部
分
」
と
呼
び
、
い
ず
れ
も
後
半
部
分
を
省
く
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
は
一
様
で
は
な
い
。
後
半
部
分
の
扱
い
方
に
つ
い

て
も
発
展
学
習
と
す
る
ａ
、
二
条
后
と
業
平
と
の
関
係
を
重
ね
合
わ
せ
て
き
た
享
受
史
を
重
視
す
る
ｃ
、
後
半
部
分
を
含
め
た
享
受
史
を
新
指
導
要
領
に

い
う
「
言
語
文
化
の
特
質
」、
そ
の
説
明
に
あ
る
「
我
が
国
の
言
語
文
化
の
独
自
の
性
格
や
そ
の
価
値
」
の
例
と
し
て
扱
う
ｂ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

ｄ
は
物
語
の
提
起
す
る
理
想
の
女
像
、
及
び
理
想
の
関
係
性
を
描
き
出
す
た
め
の
比
較
材
料
と
し
て
高
安
の
女
の
部
分
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の

他
、
ｅ
室
城
秀
之
「
伊
勢
物
語
「
芥
川
」（
六
段
）
―
教
材
論
と
し
て
」（
前
田
雅
之
・
小
嶋
菜
温
子
・
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、

〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
［
古
典
編
］
１
』（
右
文
書
院
、
二
〇
〇
三
）
も
段
末
注
記
を
含
め
た
も
の
が
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
る
と
の
前
提
で
授
業
で
の
扱

い
に
触
れ
て
い
る
。

５　

有
馬
義
貴
「
定
番
教
材
〈
学
習
材
〉
を
繫
ぐ
古
典
教
育
〈
学
習
〉
―
平
安
時
代
の
文
学
作
品
を
例
と
し
て
―
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
五
・
一
）。
話
型

に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

６　

共
感
・
教
訓
と
な
ら
な
い
心
情
の
理
解
―
読
解
も
無
論
あ
る
。
そ
れ
に
は
作
品
本
文
の
丁
寧
な
読
み
が
必
要
で
、
注
３
前
掲
の
ｃ
吉
野
誠
に
よ
る
報
告

〈
本
文
と
の
往
還
〉
は
そ
の
試
み
と
い
え
よ
う
。
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『伊勢物語』の贈答歌（末澤）




