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「
い
は
せ
の
森

の
呼
子
鳥
」
考

『
源
氏
物
語
』
早
蕨
巻

の
引
歌

=

川

原

田

祐

子

は
じ
め
に

『
源
氏
物

語
』

の
世
界
を
構
築
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
役
割
を
果
た

す
も
の
と
し
て
引
歌
が
あ
る
。
そ
れ
を

「
本
歌
の
表
現
や
内
容
を
前
提

と
し
て
、
文
脈
に
暗
示
的
に
装
飾
や
意
味
を
付
加
し
、
美
的
で
含
蓄
に

富
ん
だ
修
辞
効
果
を
も
た
ら
し
て
、
豊
か
な
作
品
世
界
を
形
成
す
る
技

法
」
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
本
文
と
引
歌
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は

『源
氏
物
語
』
を
読
む
た
め
に
欠
か
せ
な
い
作
業
と
い
え
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
彩
る
引
歌
表
現
は
、
古
注
以
来
た
ゆ
ま
ず
研
究

の

対
象
と
な

っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
解
読
が
進
む
に
つ
れ
、
そ
の
場
面

の
解
釈
が
よ
り
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
持
て
る
よ
う
に
な

っ
た
。

引
歌
の
解

明
に
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
二
種
類
が
あ
ろ
う
。
こ
れ

ま
で
引
歌
と
思
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
箇
所
を
探
り
当
て
る
も

の
と
、
引

歌
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
た
が
、
出
典
未
詳
で
あ

っ
た
り
引
歌
そ
の
も
の

が
ふ
さ
わ
し
く
な
く
別
の
歌
の
探
究
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
早
蕨
巻

の
引
歌
表
現
は
、
後
者
に
属
し
て
解
読

を
待

っ
て
い
た
も
の
の

一
つ
で
あ
る
。

早
蕨
巻
に
は
、
「
い
は
せ
の
森
の
呼
子
鳥
」

と
い
う
古
来
不
審
視
さ

れ
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
場
面

の
中
に
登
場
す
る
。

薫
は
大
君
没
後
匂
宮
と
中
君
の
処
遇
を
話
し
合
う
。
大
君
か
ら

「
こ

と
人
と
な
思
ひ
わ
き
そ
」
と
中
君
を
託
さ
れ
た

こ
と
を
打
ち
明
け
、
実

質
的
な
後
見
人
と
い
う
自
分
の
立
場
の
正
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
の

場
面
で
、
薫
は
あ
る

一
点
を
匂
宮
に
語
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ
は
、
薫
と
中
君
が
匂
宮
に
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
総
角
巻
で

の
出
来
事
で
あ

っ
た
。
大
君
を
求
め
て
姉
妹
の
も
と
に
忍
ん
だ
薫
は
、

大
君
の
逃
げ
出
し
た
寝
所
に
中
君
と
と
も
に
置
き
去
り
に
さ
れ
、
そ
こ

で
二
人
で
夜
を
明
か
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

目
の
あ
た
り
に
し
た
中

一1「



君
の
麗
姿
は
長
く
薫
の
記
憶
に
残
り
、
大
君
亡
き
後
そ
の
よ
す
が
と
し

て
薫

の
邪
念
を
か
き
立
て
、
中
君
を
苦
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
浮
舟
が

宇
治
の
物
語

に
呼
び
込
ま
れ
る
の
は
、
こ
の
薫
の
執
着
を
か
わ
す
た
め

の
中
君
の
苦
肉
の
策
で
あ
り
、
浮
舟

の
物
語
の
遠
い
発
端
に
な

っ
た
と

い
う
意
味
か
ら
も
、
総
角
巻
の
夜

の
出
来
事
は
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い

意
味
を
持

つ
。

早
蕨
巻
で
薫
が
語
ら
な
か

っ
た
の
は
、
こ
の
夜
の
出
来
事
で
あ

っ
た
。

事
柄
の
性
質
か
ら
夫
た
る
匂
宮
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
自
明
の

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
物
語
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

…
か
の
、
こ
と
人
と
な
思
ひ
わ
き
そ
と
譲
り
給
し
心
を
き
て
を
も
、

す
こ
し
は
語
り
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、
い
は
せ
の
森
の
呼
子
鳥
め
い

た
り
し
夜
の
こ
と
は
残
し
た
り
け
り
。
心
の
う
ち
に
は
、
か
く
慰

め
が
た
き
形
見
に
も
、
げ
に
さ
て
こ
そ
、
か
や
う
に
も
あ

つ
か
ひ

き
こ
ゆ
べ
か
り
け
れ
と
、
く
や
し
き
こ
と
や
う
く

ま
さ
り
ゆ
け

ど

…

(
早
蕨

五
巻
八
頁
/

一
六
八

一
④

)

(傍
線
は
引
用
者

に
よ
る
。
以
下
同
)

薫
が
言
い
残
し
た
こ
と
、
そ
れ
が
中
君
と
ひ
た
お
も
て
に
夜
を
明
か

し
た
こ
と
で
あ
る
の
は
疑
う
余
地
が
な
い
が
、
そ
れ
を
指
し
て

「
い
は

せ
の
森
の
呼
子
鳥
」
と
い
う
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
然
る
べ
き
引
歌
が
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
源
氏
釈
』
以

来
、
引
歌
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
解
釈
は
明
確
で
は
な
く
、
現

在
に
至

っ
て
も
そ
の
不
審
は
残
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

は
明
確
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
こ
の
修
辞
が
用
い
ら
れ
た
の
か
、
そ
の

必
然
の
意
味
は
今
も

っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
。

「
い
は
せ
の
森
の
呼
子
鳥
」
に

つ
い
て
、
「
い
は
せ
」
も

「呼
子
鳥
」

も

『
源
氏
物
語
』
中
こ
の

一
例
し
か
例
の
な
い
語
で
あ
る
。
古
注
は
そ

れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

『
源
氏
釈
』
(源
氏
或
抄
物
)

い
は
せ
の
森
の
よ
ふ
こ
と
り
め
き
た
り
と
い
ふ
所
は

恋
し
く
は
き
て
も
み
よ
か
し
人
す
て
に
い
は
せ
の
杜
の
よ
ふ

こ
と
り
哉
と
い
ふ
ふ
る
事
の
心
也

『
奥
入
』
(定
家
自
筆
本
)

こ
ひ
し
く
は
き
て
も
見
よ
か
し
人

つ
て
に
い
は
せ
の
も
り
の
よ
ふ

こ
と
り
哉

『
河
海
抄
』

恋
し
く
は
き
て
も
み
よ
か
し
人

つ
て
に
い
は
せ
の
森

の
よ
ふ
ご

鳥
哉

伊
行
尺
奥
入

神
な

ひ
の
い
は
せ
の
森

の
よ
ふ
ご
鳥

い
た
く
な

ゝ
き
そ
我
恋
ま

さ
る

万
鏡
王
女

案
之
此
両
寄
猶
い
ま
の
心
に
か
な
は
さ
る
歎
可
勘

薫
大
将
に
あ
ね
君
の
中
君
を
ゆ

つ
ら
れ
し
事
を
は
兵
部
卿
宮
に
語
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た
て
ま

つ
れ
と
も
ま
さ
し
く
会
合

(
の
)
事
を
の
こ
し
た
り
と
い

ふ
心
也

其
由
の
本
寄
さ
た
め
て
あ
る
へ
き
歎
猶
可
勘

『
花
鳥
余
情
』

岩
せ
の
も
り
の
よ
ふ
ご
鳥
め
い
た
り
し
よ
の
事
は
の
こ
し
た
り

け
り

い
は
せ
の
も
り
の
よ
ふ
ご
鳥
の
事
し
か
と
か
な
ひ
た
る
古
歌

は
侍
ら
ね
ど
も
心
を
と
り
て
い
は
ゝ
恋
し
く
は
き
て
も
み
よ

か
し
の
寄
大
か
た
は
さ
う
ゐ
な
き
に
や
人

つ
て
に
い
は
せ
の

も

り
の
よ
ふ
ご
鳥
か
も
は
人

つ
て
な
ら
ぬ
と
い
へ
る
心
也
又

い
は
せ
の
も
り
を
い
は
た
の
も
り
と
か
け
る
源
氏
の

一
本
あ

り
と
云
々

現
行
注
に
は
こ
れ
ら
を
受
け
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
(五
巻
八
頁
)

八

心
な
ら
ず
も
中
君
と

一
夜
を
明
か
し
た
夜
の
こ
と
を
さ
す
。

↓
四
総
角
四
○
五
頁
。
た
だ
し

「
い
は
せ
の
森
の
呼
子
鳥
」

の
意

味
す
る
と
こ
ろ
、
古
来

「恋
し
く
は
来
て
も
み
よ
か
し
人

つ
て
に

い
は
せ
の
森
の
よ
ぶ
こ
鳥
か
な
」
、
「
神
な
び
の
い
は
せ
の
森

の
よ

ぶ
こ
鳥

い
た
く
な
鳴
き
そ
我
が
恋
ま
さ
る
」
を
引
歌
と
し
て
挙
げ

る
が
、
判
然
と
し
な
い
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
(五

・
一
五
)

二
三

か

つ
て
岩
瀬
の
森
の
呼
子
鳥

の
よ
う
で
あ

っ
た

(大
君
と

思
い
違

っ
て
中
君
の
許
に
仮
寝
し
た
)

一
夜

の
事
は
。

補
注

=
二

(
五

・
四
三
八
)
…
即
ち
、
人
を
仲
介
し
て
そ
の
人
か

ら
言
わ
せ
ず
、
仮
寝
の
床
に
、
直
接
語

っ
た
事
を
言
う
意
味
の
よ

う
で
あ
る
。
宗
祇
が
、

一
条
兼
良
に
質
問
し
た
時
、
「
人
づ
て
な

ら
で
と
言
ふ
心
に
、
呼
子
鳥
と
言
ふ
な
り
」
と
答
え
た
由
は
、
万

水

一
露
に
見
え
る
。
そ
れ
ら
に
従
う
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
…

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
(五

・
三
四

一
)

二
〇
↓
総
角
二
四
三
ペ
ー
ジ
。
『
源
氏
釈
』
以
来
、
諸
注
は

「恋

し
く
は
来
て
も
み
よ
か
し
人
づ
て
に
い
は
せ
の
森
の
呼
子
鳥
か
も
」

(
出
典
未
詳
)
を
掲
げ
る
。
「
い
は
せ
の
森
」
は
、
奈
良
県
生
駒
郡

斑
鳩
町
に
あ
る
森
で
、
こ
こ
で
は

「
(人
づ
て
に
)
言
は
せ
」
を

か
け
る
。
(『
新
全
集
』
も
同
じ
)

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
(
七

・
一
三
0
)

六

中
の
君
に
直
接
逢

っ
た
あ
の

一
夜
の
こ
と
は

(総
角
三
九
頁
)。

古
注
に

「
恋
し
く
は
来
て
も
見
よ
か
し
人
づ
て
に
磐
瀬
の
森
の
呼

子
鳥
か
な
」
を
挙
げ
る
が
、
し

っ
く
り
し
な
い
。
こ
の
歌

『
玄

々

集
』
に
は
儒
者
孝
宣
と
す
る
。
紫
式
部
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
あ

る
。
「磐
瀬
」
に

「
言
は
せ
」
を
掛
け
る
。
磐
瀬
の
森
は
、
歌
枕
。

大
和
、
生
駒
郡
斑
鳩
町
車
瀬
。
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諸
注
の
解

釈
は
、
引
歌

「恋
し
く
は
来

て
も
み
よ
か
し
人

つ
て
に
い

は
せ
の
森

の
よ
ぶ
こ
鳥
か
な
」
「
神
な
び

の
い
は
せ
の
森
の
よ
ぶ
こ
鳥

い
た
く
な
鳴
き
そ
我
が
恋
ま
さ
る
」
に
沿

っ
て
お
り
、
そ
れ
に
不
審
を

示
す
示
さ
な

い
の
違
い
で
あ
る
。
引
歌
が
破
綻
し
な
い
解
釈
と
し
て
、

『
花
鳥
余
情
』
説
に
従
い
、
「
恋
し
く
は
」
歌

の

「
人

つ
て
に
い
は
せ
の

森

の
よ
ぶ
こ
鳥
」
に
よ

っ
て

「人
づ
て
で
な
く
」
中
君
に
逢

っ
た
と
理

解
す
る
。

こ
れ
に
対

し
、
玉
上
琢
彌
氏
は

『
源
氏
物
語
評
釈
』

の
中
で
そ
の
説

を
採
り
な
が
ら
も
、
「
い
は
せ
の
森
」
と

「
呼
子
鳥
」
が
対
に
な

っ
て

い
る
歌
に

「人
づ
て
な
ら
で
」
の
意
味
が
出
て
く
る
の
は
い

つ
頃
か
と

い
う
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
評
釈
』
(十

一
巻
三
八
頁
)

「
い
は
せ
の
森
」
は
大
和
国
生
駒
郡
竜
田
村
に
あ
る
竜
田
川
東
岸

の
森
で
、
『
万
葉
集
』
に
も
多
く
歌
が
み
え
る
。
巻
八
に
鏡
王
女

の
歌
と
し
て

「神
奈
備

の
岩
瀬
の
森
の
呼
子
鳥
い
た
く
な
鳴
き
そ

わ
が
恋
ま
さ
る
」
と
あ

っ
て
、
呼
子
鳥
と
対
に
な

っ
て
出
て
い
る

が
、
こ
の
時
代
の
歌
に
は
、
「
人
づ
て
な
ら
で
」
の
意
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
意
味
が
出
る
の
は
い

つ
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。

「
い
は
せ
」
と

「
呼
子
鳥
」
の
取
り
合
わ
せ
が
は

っ
き
り
と

「人
づ

て
な
ら
で
」

の
意
に
な
る
歌
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
「
人
づ
て
」
を

詠
み
込
ん
だ

こ
の

『
玄
玄
集
』
歌
の
み
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
眼
目
は

「私
が
恋
し
い
の
な
ら
ば
、
人
づ
て
に
そ
う
言
う

の
で
は
な
く
、
直
接
会
い
に
来
て
言

っ
て
ほ
し

い
」
と
い
う
と
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
の

「人
づ
て
に
い
わ
せ
る
」
に

「
い
は
せ
の
森
」
を
利
か
せ

た
の
が
修
辞
と
し
て
の
面
白
さ
で
あ
る
。
そ
の

「
い
わ
せ
る
」
に
注
意

を
払
わ
ず
、
「
人
づ
て
」
を
更
に
捻

っ
て

「人
づ

て
な
ら
で
」
と
解
す

る
と
い
う
の
は
、
引
歌
の
あ
り
方
と
し
て
果
た
し
て
適
当
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
大
系
注
は
そ
れ
に
触
れ
る
が
、
そ
も
そ
も

「人
を
仲
介

し
て
そ
の
人
か
ら
言
わ
せ
ず
、
仮
寝

の
床
に
、
直
接
語

っ
た
」
(傍
点

は
引
用
者
)
と
い
う
こ
と
が
、
殊
更
こ
の
場
面
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
理

由
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
間
違
い
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
箇
所

の
性
質
を
表
現
す
る
の
に
こ
の
古
歌
の
み
を
挙
げ
る
と
い
う
の
は
、
い

か
に
も
役
不
足
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
行
諸
注

の
不
審
も
そ
れ
故
の

も
の
で
あ
ろ
う
。

や
は
り
、
こ
の
箇
所
は
古
注
以
来
の
指
摘
の
枠
を
越
え
た
、
別
の
方

向
か
ら
の
究
明
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
.
し
か
し
、
そ
こ
で

鍵
に
な
る
の
は
、
や
は
り

「
い
は
せ
」
そ
し
て

「呼
子
鳥
」
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
語
を
含
み

つ
つ
、
『
河
海
抄
』
が

「会

合
」
と
い
う
、
早
蕨
巻

の
当
該
箇
所
が
要
請
す
る
意
味
内
容
-

男
が
女
に
忍
ぶ
ー

を
持
つ

歌
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

論
者
は
そ
の
候
補
と
し
て
、
『
元
良
親
王
集
』

の
歌
を
挙
げ
よ
う
と

思
う
。
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二

 

元
良
親
王
は
陽
成
院

一
宮
、

い
み
じ
き
色
好
み
で
、
『
百
人

一
首
』

に
も
採
ら
れ
た

『後
撰
和
歌
集
』

の
次
の
歌
が
有
名
で
あ
る
。

事

出
で
来
て
後
に
、
京
極
御
息
所
に
つ
か
は
し
け
る元

良
親
王

わ
び
ぬ
れ
ば
い
ま
は
た
お
な
じ
難
波
な
る
身
を

つ
く
し
て
も
あ
は

ん
と
そ
思
ふ

(恋
五
.
九
六
一
番
)

寛
平
二

(
八
九
〇
)
～
天
慶
六

(九
四
三
)。
三
品
兵
部
卿
。
母
は

藤
原
遠
長
女
。
家
集
の
序
に

「陽
成
院
の

一
宮
も
と
よ
し
の
み
こ
、
い

み
じ
き
い
ろ

こ
の
み
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
よ
に
あ
る
女
の
よ
し
と

き
こ
ゆ
る
に
は
、
あ
ふ
に
も
、
あ
は
ぬ
に
も
、
文
や
り
歌
よ
み

つ
つ
や

り
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、
ま
た

『
栄
花
物
語
』
巻
第
十

「
ひ
か
げ
の
か
づ

ら
」
に
も

「
い
み
じ
う
す
き
を
か
し
う
お
は
し
ま
さ
ひ
て
」
と
紹
介
さ

れ
る
な
ど
、
そ
の
好
色
ぶ
り
は
世
に
響
き
、
『
河
海
抄
』
で
は
光
源
氏

の
準
拠
の

一
つ
と
し
て
そ
の
名
が
挙
が
る
。

『
元
良
親

王
集
』
に
は
、
親
王
と
数

々
の
女
性
と
の
交
渉
が
そ
の
歌

の
や
り
取
り
に
よ

っ
て
描
か
れ
る
。

そ
の
中
で
今

回
取
り
上
げ
る
歌
は
、
家
集
中
最
も
長
大
な
歌
群
で
あ
る

「
い
は
や
き
み
」
と
の
贈
答
の
中
に
あ
る
。

び
は
の
左
大
臣
殿
に
、
い
は
や
き
み
と
て
わ
ら
は
に
て
さ
ぶ

ら
ひ
け
る
を
、
を
と
こ
あ
り
と
も
し
り
給
は
で
御
文

つ
か
は

し
け
れ
ば

お
ほ
ぞ
ら
に
し
め
ゆ
ふ
よ
り
も
は
か
な
き
は

つ
れ
な
き
ひ
と
を
た

の
む
な
り
け
り

を
ん
な

い
は
せ
や
ま
よ
の
ひ
と
こ
ゑ
に
よ
ぶ
こ
ど
り
よ
ば
ふ
と
き
け
ば
み

み
ぞ
な
れ
ぬ
る

(『元
良
親
王
集
』
一
二
・
=
二
番
)

こ
の

一
二

・
=
二
番
歌
は
、

一
大
歌
群
を
な
す

一
二
～
二
七
番
歌
の

冒
頭
に
位
置
す
る
。

注
目
す
る
の
は

一
三
番
歌
だ
が
、
本
稿
が
問
題
に
す
る

「
い
は
せ
」

と

「
呼
子
鳥
」

の
二
点
の
う
ち
、
「
い
は
せ
」
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

さ
て
、

=
二
番

「を
ん
な
」
(「
い
は
や
き
み
」
)
の
歌
は
、
言
い
寄

る
元
良
親
王
に
、
そ
の
評
判
の
好
色
ぶ
り
を
材

に
切
り
返
す
。
歌
の
解

釈
は
こ
う
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、
「
は
い
」
と
は
申
し
ま
せ
ん
、
磐
瀬
山
で
す
。
呼

子
鳥
の
よ
う
な
あ
な
た
さ
ま
は
、
夜
ち
ょ

っ
と

一
声
声
を
か
け
て

は
、
呼
び

つ
づ
け
、
た
く
さ
ん
の
女
人
た
ち
に
求
愛
な
さ
る
と
、

世
の
評
判
に
う
か
が

っ
て
い
ま
す

の
で
、
磐
瀬
山
が
呼
子
鳥
を
聞

き
な
れ
て
い
る
よ
う
に
、
別
段
、
事
新
し
く
も
思
い
ま
せ
ん
か
ら
。
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親
王
の
懸
想
を

「
よ
ぶ

こ
ど
り
」
の

「よ
ば
ふ
」
に
掛
け
、
実
の
な

い
誘
い
に
は
乗
ら
な
い
と

「
い
は
や
き
み
」
は
答
え
る
。
歌
の
前
面
に

出
る
の
は
、
「
よ
ぶ
こ
ど
り
」
が

「
呼
ば
ふ
」
と
い
う
動
作
で
あ
る
が
、

そ
こ
に

「婚

ふ
」
、
求
愛
す
る
の
意
が
込
め
ら
れ
る

の
は
言
う
ま
で
も

な
か
ろ
う
。

=
二
番
歌
は
、
恋

の
駆
け
引
き
で
親
王
を
軽
く
い
な
す
歌

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
詠
歌
時

の
状
況
は
さ
て
お
き
、
表
現
そ
の
も
の

に
注
目
す
れ
ば
、
「よ
ば
ふ
」
が
こ
の
歌
の
眼
目
に
な

っ
て
こ
よ
う
。

そ
し
て
、
総
角
巻
に
お
い
て
薫
は
文
字
通
り
姉
妹
の
も
と
へ

「よ
ば
」

っ

た
の
で
あ
る
。

先
に
書
い
た
と
お
り
、
「
い
は
せ
の
森
」
「
呼
子
鳥
」
は
、
『
源
氏
物

語
』
に
お
い

て
早
蕨
巻
の
当
該
箇
所
に
し
か
出
て
こ
な
い
語
で
あ
る
。

た
め
に
、
物

語
中
の
他
出
例
を
吟
味
す
る
こ
と
で
そ
の
意
味
を
絞
る
と

い
う
方
法
は
使
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
諸
注
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
そ
れ

の
指
す
具
体
的
状
況
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
逆
に
類
似

し
た
状
況

・
場
面
を
物
語
か
ら
探
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
男
君
が
女
君
の
も
と
へ
忍
び
な
が
ら
、
目
当
て
の
君
を

逃
し
、
不
本
意
な
相
手
と

一
夜
を
共
に
す
る
と
い
う
話
は
、
『
源
氏
物

語
』
の
読
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
夙
に
既
に
体
験
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、

物
語
始
発
か
ら
間
も
な
い
空
蝉
巻
、
光
源
氏
が
初
め
て
体
験
し
た
女
君

か
ら
の
拒
絶
、
空
蝉
と
の
別
れ
で
あ
る
。
光
源
氏
は
そ
の
場
の
成
り
行

き
で
軒
端
荻

と
契
り
な
が
ら
、
空
蝉
の
残
し
た
衣
を
形
見
に
か
の
女
を

偲
ぶ
。
読
者

は
総
角
巻

の
こ
の
場
面
を
読
ん
だ
と
き
、
巻
を
隔
て
た
こ

の
話
を
思
い
出
し
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
空
蝉
巻
と
総
角
巻
は
単
に
全
く
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
繰
り
返

し
で
は
な
い
。
寝
所
に
忍
ん
だ
後
、
光
源
氏
は
軒
端
荻
と
そ
の
場
を
取

り
繕
う
よ
う
に
契

っ
て
し
ま
う
が
、
薫
は
大
君
が
そ
う
望
ん
で
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず

「

と
い
う
か
そ
れ
故
に
「

中
君
と
は
何
事
も
な
く

過
ご
す
。
こ
の
何
事
も
な
か

っ
た
夜
が
薫
と
中
君
の
新
た
な
苦
し
み
を

喚
ぶ
契
機
と
な
り
、
そ
れ
が
宇
治
十
帖
後
半
部

の
展
開
に

つ
な
が
る
こ

と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
作
者
は
、
単

に
繰
り
返
し
を
避
け
る

た
め
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
た
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
新
た
な
物
語
を
呼

び
込
む
端
緒
を
そ
こ
に
用
意
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
話
を
戻
す
と
、
二
者
に
共
通
す
る
の
は
親
族
の
女
性
と
寝
て

い
る
女
君
の
も
と
へ
男
君
が
忍
ぶ

(が
逃
し
、

不
本
意
な
方
と
取
り
残

さ
れ
る
)
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
の
後
の
展
開

の
違

い
で
、
二
者
の
性
質
の
差
は
歴
然
と
す
る
が
、

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
そ
の
共
通
部
分
、

つ
ま
り
男
君
が
女
君

へ

忍
ぶ
と
い
う
そ
の
根
幹

の
部
分
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
早
蕨
巻
の

「
い
は
せ
の
森

の
呼
子
鳥
」
に
要
請
さ
れ
る
の
も
、
男
が
女
性
の
も
と

を
訪
な
う

・
忍
ぶ
と
い
う
内
容
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
な
る
と
、
「
よ
ば
ふ
」
を
前
面

に
出
し
た
さ
き
の

『
元

良
親
王
集
』
の
歌
は
、
薫
が
宇
治

の
姉
妹
の
も
と

へ
忍
ん
だ
こ
と
を
象

徴
す
る
歌
と
し
て
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
の
表
現
の
面
だ
け
で

『
元
良
親
王
集
』
歌
を
早
蕨
巻
と

関
わ
ら
せ
て
云

々
す
る
の
は
い
さ
さ
か
根
拠
と
し
て
弱
い
か
も
し
れ
な

い
。
が
、
該
歌
を
含
む

『
元
良
親
王
集
』

の

一
連
の
歌
群
に
目
を
転
じ
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る
と

『源
氏
物
語
』
と
の
奇
妙
な
符
合
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

宮

お
は
し
ま
し
て
い
で
よ
と
の
た
ま

へ
ば
、
女

い
さ
さ
め
に
わ
が
身
を
う
み
と
う
き
な
み
の
た
ち
い
で
て
や
ま
む

こ
と
は
を
し
き
を

返
し
給
ふ
と
て
も
ね
ら
る
ま
じ
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
又
、
女

ふ
さ
む
か
ら
ね
ざ
め
を
し
て
は
お
き
返
り
ま
た
も
こ
じ
と
そ
き
み

は
ち
か
は
ん

女

の
も
た
る
物
を
と
り
て
お
は
し
に
け
れ
ば
、
つ
と
め
て
、
女

人
こ
ふ
る
よ
る
の
衣
に
あ
ら
ず
と
も
さ
れ
ば
か
へ
し
て
我
に
み
せ

な
ん

か
く
て
こ
の
女
こ
と
人
に
あ
ひ
て
宮
の
う
ら
み
た
ま
け
れ
は

よ
し
の
が
は
よ
し
お
も

へ
か
し
た
き

つ
せ
の
は
や
く
い
ひ
せ
ば
か

か
ら
ま
し
や
は

二

六
～

一
九
番
)

し
た
が

っ
て
、
今
残
る

『
元
良
親
王
集
』
か
ら

『源
氏
物
語
』
と
の

表
現
的
に
相
通
じ
る
点
を
見
よ
う
と
す
る
と
、
た
と
え
そ

の
表
現
に

『源
氏
物
語
』
と
関
わ
る
措
辞
が
あ

っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は

『
源
氏

物
語
』
に
由
来
す
る
も

の
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
現

『
元
良
親
王
集
』
に
あ
る
表
現
が

『源
氏
物
語
』
の
直
接

的
源
泉
と
な

っ
た
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
が

『
元
良
親
王
集
』
か
ら
本
歌

・
引
歌
と

し
て
用
い
ら
れ
た
歌
が
複
数
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
『
元
良
親
王
集
』

現
伝
存
形
態
本
と

『
源
氏
物
語
』
の
前
後
関
係

は
と
も
か
く
、
こ
の
両

者
の
間
に
は

一
つ
の
歌
に
と
ど
ま
ら
な
い
関
わ
り
が
存
す
る
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
中
に
、
「
い
は
や
き
み
」

の

=
二
番
歌
を
置
い
て

み
る
と
、
「
い
は
せ
」
「よ
ぶ
こ
ど
り
」
を
介
し
て
、
女
君
を

「よ
ば
ふ
」

男
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
歌
も

『源
氏
物
語
』
に
残
る

『
元
良

親
王
集
』

の
陰

の

一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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一
八
番
歌

の
詞
書

「
女
の
も
た
る
物
を
と
り
て
お
は
し
け
れ
ば
」
、

親
王
が

「
い
は
や
き
み
」
に
拒
ま
れ
て
、
せ
め
て
も
と
衣
を
持
ち
帰
る

と
い
う
状
況
は
、
空
蝉
巻

の
最
後

の
場
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

も

っ
と
も

、
作
品
成
立
の
前
後
関
係
で
い
え
ば
、
現
伝
存
形
態

の

『
元
良
親
王
集
』
は
頼
通

の
時
代

の
成
立
か
と
い
わ
れ
る
。
原
形
態
は

「雑
纂
ふ
う
」
で
現
伝
存
形
態
と
は
大
き
く
異
な
る
も

の
で
あ

っ
た
ら

し
く
、
そ
れ
が

『後
撰
和
歌
集
』
『拾
遺
和
歌
集
』
ま
た

『大
和
物
語
』

な
ど
の
依
拠
資
料
と
な

っ
た
と
い
う
の
が
現
在
の
見
方
で
あ
る
。

三

 

さ
て
、
残
る
問
題
と
し
て

「
い
は
せ
や
ま
」

と

「
い
は
せ
の
森
」
が

あ
る
。
『
万
葉
集
』
以
来

「
呼
子
鳥
」
と
の
取
り
合
わ
せ
で
詠
ま
れ
た

歌

の
う
ち
、
平
安
中
期
ま
で
に
詠
ま
れ
た
の
は
次

の
よ
う
な
も

の
で

あ
る
。



鏡
王
女
歌

一
首

神
奈
備
乃

伊
波
瀬
乃
社
之

喚
子
鳥

痛
莫
鳴

吾
恋
益

(
か
む
な
び
の

い
は
せ
の
も
り
の

よ
ぶ
こ
ど
り

い
た
く
な

な
き
そ

あ
が
こ
ひ
ま
さ
る
)

(『万
葉
集
』
巻
第
八
春
雑
歌

一
四
二
三

(
一
四
一
九
)
番
)

あ
る
所
に
あ
る
女
の
さ
と
に
い
つ
る
こ
と
も
た
は
や
す
か
ら

ず
、
い
ひ
つ
く
も
の
も
く
る
し
げ
な
れ
ば
、
こ
と
人
を
か
た

ら
は
む
な
ど
お
も
ひ
て
、
と
か
う
い
ひ
や
る

よ
ぶ
こ
鳥
い
は
せ
の
も
り
に
す
み
わ
び
ぬ
な
ほ
あ
ふ
さ
か
を
こ
え

や
し
な
ま
し

(『能
因
法
師
集
』

一
七
番
)

よ
ぶ
こ
ど
り

王
子

神
な
び

の
い
は
せ
の
も
り
の
よ
ぶ
こ
ど
り
い
た
く
な
な
き
そ
わ
が

こ
ひ
ま
さ
る

(『古
今
和
歌
六
帖
』
四
四
六
七
番
)

孝
宣

一
首
儒
者

為
義
朝
臣
人
づ
て
に
よ
ば
せ
け
れ
ば

こ
ひ
し
く
は
き
て
も
み
よ
か
し
人
伝
に
い
は
せ
の
も
り
の
よ
ぶ
こ

ど
り
か
な

(『玄
玄
集
』
九
三
番
)

を
ん
な

い
は
せ
や
ま
よ
の
ひ
と
こ
ゑ
に
よ
ぶ
こ
ど
り
よ
ば
ふ
と
き
け
ば
み

み
ぞ
な
れ
ぬ
る

(『
元
良
親
王
集
』
一
三
番
)

は
る
ご
ろ
、
ま
ち
ど
ほ
に
て
、
女

き
み
を
し
て
い
は
せ
の
も
り
は
よ
ぶ
こ
ど
り

つ
ひ
に
な
き
ぬ
る
よ

ぶ
こ
ど
り
か
な

(『
一
条
摂
政
御
集
』

;

二
番
)

数
な
ら
ぬ

道
芝
と
の
み

嘆
き

つ
つ
…
あ
は
れ
忘
れ
ぬ

名
残

に
は

日
数
ば
か
り
を

数
ふ
と
て

な
き
渡
る
め
る

呼
子
鳥

ほ
の
か
に
君
が

嘆
く
な
る

声
ば
か
り
に
て

山
城
の

と
は

に
磐
瀬

の

森
過
ぎ
て

我
ば
か
り
の
み

住
の
江
の

ま

つ
ゆ

き
方
も

波
か
く
る
…

(『栄
花
物
語
』
巻
第
九
い
は
か
げ
)

『
万
葉
集
』
と

『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
同

一
の
歌
で
該
歌
の
引
歌
で

も
あ
る
が
、

一
覧
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
「
い
は
せ
の
森
」
と

「
い
は

せ

(
の
)
や
ま
」
の
う
ち
、
「
呼
子
鳥
」
と
取

り
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る

の
は
、
『
元
良
親
王
集
』
を
除
い
て
す
べ
て

「
い
は
せ
の
森
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
「
い
は
せ
」

の
用
例
で
は

「森
」
と

「や
ま
」

の
ど
ち
ら
に

つ
く

の
が
多
い
か
。

こ
こ
で
も
、
「
い
は
せ
の
森
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、

時
代
的
に
合
う

「
い
は
せ

(
の
)
や
ま
」
と
い
う
例
は

『
元
良
親
王
集
』

を
入
れ
て
次
の
歌
を
見

つ
け
る
に
と
ど
ま

っ
た
。
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し

の
び
た
る
人
に
つ
か
は
し
け
る

よ
み
人
も

(し
ら
ず
)

い
は
せ
山
谷
の
し
た
水
う
ち
し
の
び
人
の
み
ぬ
ま
は
流
れ
て
ぞ
ふ
る

(『後
撰
和
歌
集
』
巻
第
九
恋

一

五
五
七
番
〉

(他
出

)

・
『
伊
勢
集
』

一
五
〇
番

人

の

い
は
せ
や
ま
た
に
の
し
た
み
つ
う
ち
し
の
び
人
の
み
ぬ
ま
は
な
が

れ
て
ぞ

ふ
る

(
か

へ
し

た
き

つ
せ
の
は
や
か
ら
ぬ
を
ぞ
う
ら
み

つ
る
み
つ
と
も
お
と
を
き

か
む
と
お
も

へ
ば
〉

・
『
同
』

四

一
〇
番

(
伊
づ
に
人
の
な
が
さ
れ
た
る
に
…
三
七
六
詞
書
)

い
は
せ
や
ま
た
に
の
し
た
み
つ
う
ち
し
の
び
人
の
こ
ぬ
ま
は
な
が

れ
て
ぞ
ゆ
く

・
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
三

一
四
六
〇
番

水

伊
勢

い
は
せ
山
谷
の
下
水
う
ち
し
の
び
人
も
み
ぬ
間
に
な
が
れ
て
ぞ
ふ
る

・
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
異
本
歌

一
三
七
七
番

(題
し
ら
ず
)
(よ
み

人
し
ら
ず
)

い
は
せ
山
谷
の
し
た
水
よ
り
忍
び
人
の
み
ぬ
れ
ば
な
が
れ
て
ぞ
ふ
る

山

き
せ
ん
ほ
ふ
し

わ
れ
を
の
み
い
は
せ
の
山
に
ご
る
な
げ
き
く
や
し
と
も
え
ぬ
日
ぞ

な
か
り
け
る

(『古
今
和
歌
六
帖
』
第
二

九
〇
八
番
)

「
い
は
せ

(
の
)
や
ま
」
は
伊
勢
な
ど
平
安

前
期
の
歌
に
わ
ず
か
に

見
え
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
べ
き
か
。
少
な
く
と
も

歌
語
と
し
て
は
、
「
呼
子
鳥
」
が
あ

っ
て
も
な
く
て
も
、
「
い
は
せ
の
森
」

が
平
安
中
期
に
は

一
般
的
で
あ

っ
た
と
は
い
え
る
。

早
蕨
巻
の
異
同
で
は

「
い
は
せ

(の
)
や
ま
」

の
異
文
は
な
い
た
め
、

こ
こ
の
本
文
が
最
初
か
ら

「
い
は
せ
の
森
」
で
あ

っ
た
可
能
性
は
高
い
。

そ
う
す
る
と
、
作
者
が

『
元
良
親
王
集
』

の
歌
を
知

っ
て
い
た
場
合
、

そ
れ
を
も
と
の
歌
通
り
の

「
い
は
せ
や
ま
」
で
は
な
く
、
よ
り
口
馴
れ

た
表
現

「
い
は
せ
の
森
」
の
方
に
修
正
し
た
と
考
え
る
の
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

前
代
に
少
し
流
行

っ
た
表
現
で
は
な
く
、
そ
れ
を
当
代
流
に
直
し
て

物
語
の
文
言
に
組
み
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
こ
の
点
に

関
し
て
の
私
解
で
あ
る
。
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四

早
蕨
巻
の

「
い
は
せ
の
森
の
呼
子
鳥
」
は
こ
れ
と
い
う
引
歌
が
未
詳

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
『
元
良
親
王
集
』

の
歌
こ
そ

が
、
そ
こ
に
挙
が
る
べ
き
歌
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

『
源
氏
釈
』

以
来
伝
わ
る
二
首

の
歌
は
、
い
ず
れ
も
引
歌
と
確
定
す
る

に
は
決
め
手

に
欠
け
る
。

そ
の

一
首
、
『
万
葉
集
』
鏡
王
女
の

「
神
な
び

の
い
は
せ
の
森
の
よ

ぶ
こ
鳥
い
た
く
な
鳴
き
そ
我
が
恋
ま
さ
る
」
は
、
「
い
は
せ
の
森
の
呼

子
鳥
」
が

一
致
す
る
。
例
え
ば
賀
茂
真
淵
は
こ
の
歌
に
賛
意
を
示
し

「中
君
を
大

君
の
我
に
ゆ
る
せ
し
事
を
い
た
く
く
は
し
く
宮
に
語
ら
ん

に
は
我
恋
の
増
り
て
色
に
出

へ
け
れ
は
い
ひ
の
こ
し
た
る
」
と
い
う
。

た
し
か
に
、
歌
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、

つ
ま
り

「
我
が
恋
ま
さ

る
」
は
薫
の
心
情
と
し
て
外
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
今

(思

い
返
し
て
匂
宮
に
話
す
段
階
)
に
な

っ
て
み
る
と
、
と
い
う
結
果
で
の

心
情
で
あ
る
。

つ
ま
り

「
い
は
せ
の
森
の
呼
子
鳥
め
い
た
り
し
夜
」
を

思
い
出
し
て

の
現
在

の
心
情
な
の
で
あ

っ
て
、
「
い
は
せ
の
森
の
呼
子

鳥
」
そ
の
も

の
に
は
な
り
え
な
い
。
ま
た
、
「
我
が
恋
ま
さ
る
」

の
で

そ
の
夜
の
こ
と
を

「残
し
た
り
け
り
」
伏
せ
て
お
い
た
と
い
う
の
は
、

理
由
と
し
て
い
さ
さ
か
ず
れ
て
こ
よ
う
。
恋
が
ま
さ
る
か
ら
言
え
な
い

の
で
は
な
く
、
知
ら
れ
て
は
い
け
な
い
事
実
が
あ
る
の
で
言
え
な
い
の

で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
歌
、
『
玄
玄
集
』
が
儒
者
孝
宣
詠
と
す
る

「
恋
し
く
は

来
て
も
み
よ
か
し
人

つ
て
に
い
は
せ
の
森

の
よ
ぶ
こ
鳥
か
な
」
は
、

「
人
伝
に
言
わ
な
い
で
」
が
直
接
中
君
と
逢

っ
た
こ
と
を
指
す
、
と
取

ろ
う
と
思
え
ば
取
れ
る
。
し
か
し
先
に
挙
げ
た

『玄
玄
集
』

の
詞
書
を

見
る
と
、
こ
の
解
釈
も
本
文
に
無
理
に
近
づ
け
た
感
が
あ
る
。
詞
書
に

よ
る
と
孝
宣
の
歌
は

「為
義
朝
臣
人
づ
て
に
よ
ば
せ
け
れ
ば
」
に
対
す

る
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
眼
目
は

「
人
伝
」
に

「
い
ふ
」
「
よ
ぶ
」
と

い
う
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
行
為
に
対
し
て
、
人
伝

で
な
く
自
ら
が
来
て
ほ
し
い
と
い
う
希
望
を
返
し
て
い
る
。
結
果
的
に

は
直
接
会

っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
に

つ
な
が
る
が
、
歌
と
し
て
重
点

が
置
か
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
導
い
た

「
人
伝
」
と
い
う
行
為
で

あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
こ
そ
詞
書
と
歌
両
方
に
あ
る

「人
づ
て
」
と

い
う
語
が
活
き
る
。

早
蕨
巻
に
こ
の
歌
を
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
と
、
直
接
会

っ
た
と
い

う
結
果
に
焦
点
が
絞
ら
れ

(た
だ
し
、
本
歌
で
は
会

っ
て
ほ
し
い
に
と

ど
ま
る
が
)、
歌
の
重
点
と
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
引
歌
と
し
て
い
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
『
源
氏
釈
』

の

一
本
前
田
家
本
で
は
問
題

の

「人
伝
に
」
が

「
ひ
と
す
ち
に
」
と
揺
れ
、
こ
う
な
る
と
引
歌
か
ら
は
ま
す
ま
す
遠
く

な
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「恋
し
く
は
」
も
引
歌
と
す
る
に
は
や
は
り

無
理
が
あ
る
。

あ
く
ま
で
引
歌
な
の
だ
か
ら
、
厳
密
に
本
歌

の
歌
意
に
従
わ
ね
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
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と
え
ば
物
語
本
文
に
は
、
当
該
箇
所
の
す
ぐ
後
に
次
の
描
写
が
あ
る
。

か
し
こ
に
も
、
よ
き
若
人
、
童
な
ど
求
め
て
、
人
く

は
心
ゆ
き

顔
に
い
そ
ぎ
思
ひ
た
れ
ど
、
い
ま
は
と
て
こ
の
伏
見
を
荒
ら
し
は

て
む
も

い
み
じ
く
心
ぼ
そ
け
れ
ば
、
嘆
か
れ
給
こ
と
尽
き
せ
ぬ
を
、

さ
り
と
て
も
又
、
せ
め
て
心
こ
は
く
、
絶
え
籠
り
て
も
た
け
か
る

ま
じ
く

…

(早
蕨

五
・
九
)

傍
線
部
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第

一
八
雑
下
九
八

一

(題
し
ら
ず
)

(
よ
み
人
し
ら
ず
)
「
い
ざ
こ
こ
に
わ
が
世
は
へ
な
む
菅
原
や
伏
見
の
里

の
あ
れ
ま
く
も
を
し
」
を
本
歌
と
す
る
。
京
移
転
の
迫
る
中
君
の
心
情

を
的
確
に
表

し
た
引
歌
表
現
で
あ
ろ
う
.
近
接
し
た
箇
所
に
本
歌
の
歌

意
を
素
直
に
取
り
入
れ
る
引
歌
表
現
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
該

箇
所
の
み
古
注
の
右
記
二
首
を
本
文
に
引
き

つ
け
て
引
歌
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
『
元
良
親
王
集
』
の

「
い
は
や
き
み
」
の
歌
が
引
歌
と
し

て
正
鵠
を
射

て
い
る
と
い
う
に
は
、
初
句

「
い
は
せ
や
ま
」
と
物
語
本

文

「
い
は
せ

の
森
」
な
ど
、
問
題
を
抱
え
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
そ
こ

に
詠
み
込
ま
れ
た

「よ
ば
ふ
」
と
い
う
行
為
は
、
総
角
巻
で
実
質
が
伴

わ
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
薫
と
中
君
の
間
に
起
こ

っ
た
出
来
事
と

一
致

す
る
。
そ
れ

こ
そ
が
、
匂
宮
に
語
ら
れ
ず
薫
の
中
に
残
さ
れ
た
部
分
な

の
で
あ
る
。
『
元
良
親
王
集
』
の

「
よ
ぶ
こ
ど
り
」

の
歌
は
、
薫
と
中

君
の
秘
密
を
端
的
に
暗
示
し
う
る
と
い
う
意
味
で
、
「神
な
び
の
」
「恋

し
く
は
」

の
二
首
よ
り
も
、
よ
り
引
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
要
素
を
持

つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

薫
と
中
君
は
、
二
人
で
夜
明
か
し
し
た
こ
と
を
匂
宮
に
最
後
ま
で
語

ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
も
し
事
が
露
見
し
た
と
き
、
二
人
を
待
ち
受

け
る
世
間
の
目
が
ど
ん
な
も

の
で
あ
る
か
を
熟
知
し
て
い
た
た
め
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
夕
霧
巻

の
落
葉
宮
に
先
例
を
見

る
ご
と
く
、
本
人
の
意

思
と
は
裏
腹
に
周
囲
が
そ
の
状
況
を
決
め
て
か
か
る
と
い
う
事
態
に
陥

る
危
険
性
が
強
か

っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
実
際
に
は
世
間
で

い
う
逢
瀬
に
は
程
遠
い
も
の
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
出
来
事
が

あ

っ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
二
人
に
と

っ
て
隠
蔽
を
必
要
と
し
た

の
で
あ
る
。
男
君
が
女
君
と
二
人
で
夜
を
過
ご
す
、
そ
う
し
た
行
為
は

「
よ
ば
ふ
」
と
い
わ
れ
て
も
不
思
議

の
な
い
行
為
で
あ
ろ
う
。

薫
が
敢
え
て
語
ら
な
か

っ
た
夜
の
こ
と
を
、
物
語
は

「
(
い
は
せ
の

森
の
呼
子
鳥
)
め
い
た
り
し
夜
」
と
表
現
し
、
総
角
巻
を
念
頭
に
置
い

て
、
実
際
逢

っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
ま
る
で
そ
ん
な
風
な
夜
で
あ

っ
た

と
語
る
。

「
よ
ば
ふ
」
を
詠
み
込
む

『
元
良
親
王
集
』

の
歌
が
注
目
さ
れ
る
次

第
で
あ
る
。
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「
レ
ト
リ

ッ
ク
と
し
て

の
歌

こ
と
ば

「

薫

の
大
君

へ
の
求
婚

の
形
象
」

『
源
氏
物
語

の
歌

こ
と
ば
表
現
』

二
七
七
頁

(
小
町
谷
照
彦
著

東
京
大

学
出
版
会

昭
和
五
九
年

八
月

)。

本
文
は

『
新

日
本

古
典
文

学
大
系

源
氏
物
語
』
第

五
巻

(
岩
波
書
店

平
成
九
年
三
月
)
に
よ
る
。
尚
、
「
/
」
以
下
の
数
字
は
大
成
番
号
。

「
い
は
せ
の
森
」

『
和
歌
童
蒙
抄
』

(『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻

一
・
一
六
七
頁

)

岩
瀬

の
森

は
大
和

に
あ
り
。

又
津
国
や
し
な

の
に
も
あ
り
。

「
呼
子
鳥
」

『
能
因
歌
枕
』

(『
日
本
歌
学
大
系
』
巻

一
・
七
五
頁
)

よ
ぶ
こ
ど

り
と
は
、
い
は
せ
の
も
り

に
か
け
て
読
べ

し
。

『源
氏
物
語
と
和
歌

研
究
と
資
料
=

古
代
文
学
論
叢
第
四
輯
=

』

(紫
式
部
学
会
編

武
蔵
野
書
院

昭
和
四
九
年

四
月
)
資
料
編
所
収
。

『
源
氏
物
語
大
成
』
資

料
編
所
収
。

『
紫
明
抄

河
海
抄
』
(
玉
上
琢
彌
編

角

川
書
店

昭
和

四
三
年
六
月

)。

『
珍
永
本
花
鳥
鯨

情
』
(
『
源
氏
物

語
古
注
集
成
』
第

一
巻

伊
井
春
樹
編

お
う

ふ
う

昭
和
五
三
年

四
月
)
。

た
だ
し
、
『
花
鳥
余
情
』

に
い
う

「
い
は
た

の
も
り
」

を
持

つ
本
文
は

『
源
氏
物
語
大
成
』
校
異
篇

に
は
な
い
。

本
文
は

『
新
編

日
本

古
典
文
学
全
集

栄
花
物
語
』
第

一
巻

(
小
学
館

平
成
七
年
八
月
)
に
よ
る
。

本
文
は

『
新
編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
に
よ
る

(
宮
内
庁
書
陵
部
本
)
。
以

下
、
和
歌

の
引
用
は
同
書

に
よ
る
。

ち
な
み

に

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第

二
四

「
陽
成
院
之
御

子
元
良
親
王
、

読
和

歌
語
第

五
四
」
は

一
二
歌

・
親

王
、

=
二
歌

・
い
は
や
な
ぎ

(
岩

楊

)
と
す
る
。

『
元
良
親

王
集
注
釈
』

一
六
頁

(木
船
重
昭
著

大
学
堂
書
店

昭
和
五

九
年
六
月
)。

前
掲
注

11

一
五
四
頁
。

前
掲
注

Ⅱ

一
五

一
頁
。

前
掲
注

11

一
五

一
～

一
五
二
頁
。

た
だ
し
青
表
紙
横
山
本
は

「
い
は
せ
の
よ
ふ

こ
と
り
」。

ま
た
前
掲
注

7

参
照
。

『
源
氏
物
語
新
釈
』
(『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
九
巻
四

一
六
頁
)。

前
掲
注
5
所
収
。

恋

し
く

は
き

て
も

み
よ
か
し
ひ
と
す
ち
に
い
は
せ

の
も
り

の
よ
ふ

ご

鳥
か
な

『
異
本
紫
明
抄
』
(
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

『
ノ
ー
ト

ル
ダ

ム
清

心
女
子
大
学

古

典
叢
書

紫

明
抄

』

五
)
『
源

註
拾
遺

』

(『
契
沖

全
集
』

第
九
巻

)

『
源
氏
物
語
新
釈
』

(前
掲
注

16
)
は
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』

一
〇

五
五

の

次

の
歌
を
挙
げ
る
。

「き
く

か
ら

に
も
ゆ
る
お
も
ひ
は

(『
異
本
紫
明
抄
』

「
く
ゆ
る
な
け
き
や
」
)
山
城

の
い
は
た

の
も
り
に
な
く
よ
ぶ

こ
ど
り
」
。

引
歌

と
し
て
早
蕨
巻

で
暗

示
さ
れ
る
べ
き
内
容

ー

形
だ
け
と
は
い
え

男
女
が
密

か
に
逢

っ
た

「

か
ら

は
こ
れ
も
ず

れ
る
と
考

え
ら
れ
る
た

め
、
今
回
は
考
察

の
対
象
と
し
な
か

っ
た
。

(
か
わ
は
ら
だ

ゆ
う

こ

・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
)

「12一


