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は
じ
め
に 

 
 

先
行
研
究
の
整
理 

大
江
千
里
集
の
詠
作
の
動
機
や
状
況
は
、
寛
平
六(

八
九
四)

年
四
月
二
十
五
日
の
日
付

を
も
つ
序
文
に
よ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

宇
多
天
皇
か
ら
二
月
十
日
に
和
歌
を
献
進
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
が
、
儒
門
出
身
の
千
里
は
和
歌
を
習
っ

た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
精
神
が
不
安
定
と
な
り
病
臥
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
今
日
ま
で
時
間
が
か
か
っ

て
し
ま
っ
た
。
か
ろ
う
じ
て
古
句
を
捜
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
歌
を
作
り
、
そ
れ
と
は
別
に
作
っ
た｢

自
詠｣

十
首
を
加
え
て
、
計
一
二
○
首(

現
存
伝
本
で
は
一
二
五
首)

献
呈
し
た
。 

こ
の
序
文
に
あ
る
と
お
り
、
千
里
集
で
は
、 

咽
霧
山
鶯
啼
尚
少 

や
ま
た
か
み
ふ
り
く
る
霧
に
む
す
れ
ば
や
な
く
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
ま
れ
ら
な
る(

春
・
一) 

と
い
う
冒
頭
歌
の
よ
う
に
、
五
言
ま
た
は
七
言
の
詩
句
を
題
と
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
彼
自
作
の
和
歌

が
示
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
従
来
、
『
句
題
和
歌
』
と
称
さ
れ
た
所
以
で
も
あ
る
。 

本
稿
は
、
千
里
集
の
表
現
、
特
に
句
題
と
和
歌
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、

は
じ
め
に
、
そ
の
こ
と
に
言
及
し
た
も
の
を
中
心
に
先
行
研
究
を
概
観
す
る
。
な
お
、
す
で
に
こ
の
観
点
か

ら
、
半
澤
幹
一｢

大
江
千
里
『
句
題
和
歌
』
に
お
け
る
和
歌
―
そ
の
評
価
の
見
直
し
の
た
め
に
―｣

（
『
伝
統

と
変
容
』
ぺ
り
か
ん
社 

二
○
○
○
年
所
収)

が
先
行
研
究
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
の
で
、
二
〇
〇
〇
年
ま

で
に
つ
い
て
は
、
多
く
こ
の
論
文
に
負
う
こ
と
を
、
予
め
お
断
り
す
る
。
ま
た
、
平
野
由
紀
子
・
千
里
集
輪

読
会
『
千
里
集
全
釈
』 (

風
間
書
房 

二
○
○
七
年)

の｢

参
考
文
献｣

の
恩
恵
に
浴
し
た
こ
と
を
銘
記
す
る
。 
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さ
て
、
大
江
千
里
と
千
里
集
の
研
究
を
長
く
主
導
し
て
き
た
の
は
、
金
子
彦
二
郎
『
増
補 

平
安
時
代
文

學
と
白
氏
文
集 

句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究
編
』(

藝
林
舍 

一
九
五
五
年
。
原
版
は
培
風
館
、
一
九
三
三

年)

で
あ
っ
た
。
金
子
は
、
古
今
集
成
立
の
直
前
に
、
千
里
集
が
句
題
和
歌
と
い
う
分
野
を
切
り
拓
い
た
こ
と

を
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の
和
歌
の
ほ
と
ん
ど
は
句
題
の
翻
訳
で
あ
り
、
表
現
は｢

類
型
的
な
所
が
多
く
、
未

だ
以
て
稚
拙
生
硬
の
域
を
脱
し
き
れ
ぬ｣

と
す
る
。
も
っ
と
も
、
金
子
は
千
里
の
和
歌
す
べ
て
を
句
題
の
直
訳
、

稚
拙
生
硬
な
表
現
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
千
里
の
和
歌
を
、｢

一 

原
詩
を
直
訳
せ
る
も
の｣｢

二 

原
詩
句

の
直
訳
に
増
義
を
施
せ
る
も
の｣｢

三 

原
詩
句
の
巧
に
摂
取
醇
化
せ
ら
れ
し
も
の｣

の
三
つ
に
分
類
し
、
歌
数

は
少
な
い
な
が
ら
も
、
三
を｢

独
立
し
た
純
日
本
的
珠
玉
篇｣

と
し
て
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。 

こ
の
直
訳
、
稚
拙
生
硬
と
の
評
価
は
、
山
岸
徳
平｢

深
養
父
と
千
里
集｣

（
の
ち
に
『
山
岸
徳
平
著
作
集Ⅱ

 

和
歌
文
学
研
究
』
有
精
堂
出
版 

一
九
七
一
年
所
収)

に
も
引
き
継
が
れ
る
。
吉
川
栄
治｢

大
江
千
里
集
小
考

―
句
題
和
歌
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て｣

（
『
国
文
学
研
究
』
第
六
六
集 

一
九
七
八
年)

は
、
前
に
引
用
し
た
例

や  
 
 

花
下
忘
帰
因
美
景 

花
を
み
て
か
へ
ら
む
こ
と
の
わ
す
る
る
は
色
こ
き
は
な
に
よ
り
て
な
り
け
り(

春
・
一
三) 

が
、
千
里
の
作
歌
姿
勢
を
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
、｢

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
全
体
に
亘
っ
て
こ
の
直
訳
的
態

度
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る｣

と
す
る
。
平
安
朝
か
ら
中
世
ま
で
の
句
題
和
歌
の
流
れ
を
論
じ
た
本
間
洋
一

｢
句
題
和
歌
の
世
界｣(

和
歌
文
学
会
編
『
和
歌
文
学
の
世
界 

第
一
五
集 

論
集
〈
題
〉
の
和
歌
空
間
』
笠
間

書
院 
一
九
九
二
年
所
収)

も
、
千
里
集
は｢

詩
句
に
即
応
し
た
直
訳
調
の
も
の
が
殆
ど
で
、
和
歌
は
詩
句
に

従
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た｣

と
述
べ
る
。
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』(

大
曾
根
章
介
項
目
執
筆
。
岩
波
書
店 

一
九
八
四
年)

に
も｢
原
詩
句
を
直
訳
し
た
稚
拙
生
硬
な
も
の
が
多
い｣

と
記
さ
れ
て
お
り
、
金
子
説
の
定
着
ぶ

り
が
う
か
が
え
る
。 



小池博明・半澤幹一 

 

蔵
中
さ
や
か
『
題
詠
に
関
す
る
本
文
の
研
究
』(

お
う
ふ
う 

二
○
○
○
年)

は
、
金
子
説
以
来
通
行
し
て

き
た
異
本
系
の
書
陵
部
本
に
対
し
、
流
布
本
系
が
よ
り
善
本
で
あ
っ
て
、
こ
の
系
統
の
伝
寂
蓮
筆
本
を
用
い

る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
、
従
来
の
名
称
で
あ
る
『
句
題
和
歌
』
は
、
群
書
類
従
編
纂
者
が
付
け
た

も
の
で
あ
り
、
『
大
江
千
里
集
』
が
適
当
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
点
な
ど
、
千
里
集
研
究
の
画
期
を
な
す
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
歌
風
に
つ
い
て
も
、
部
立
・
素
材
・
句
題
・
詠
作
動
機
・
語
彙
な
ど
様
々
な
点
か
ら
千

里
集
の
個
性
を
論
じ
、
こ
の
集
全
体
を
具
体
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
が
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、｢

あ

く
ま
で
も
、
同
じ
情
景
を
和
と
漢
双
方
の
方
法
で
表
現
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
り(

中
略)

、
千
里
は
句
題
の

世
界
を
正
し
く
う
つ
し
と
る
こ
と
に
意
を
尽
く
し
た｣

と
あ
っ
て
、
従
来
の
評
価
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
通
説
に
対
し
て
、
佐
山
済｢
古
代
の
和
歌
と
漢
詩｣(

『
岩
波
講
座 

日
本
文
学
史 

第
三
巻
』

一
九
五
九
年
所
収)

・
津
田
潔｢

『
大
江
千
里
集
』
に
於
け
る
白
詩
の
受
容
に
つ
い
て｣(

『
國
學
院
雑
誌
』
八

○
巻
二
号 

一
九
七
九
年)

・
川
村
晃
生｢

句
題
和
歌
と
白
氏
文
集｣(

『
白
居
易
研
究
講
座 

第
三
巻 

日
本

に
お
け
る
受
容(

韻
文
篇)

』
勉
誠
社 

一
九
九
三
年
所
収)

な
ど
は
、
千
里
集
の
和
歌
自
体
に
文
学
的
価
値
を

認
め
よ
う
と
し
た
。 

佐
山
論
文
は
、｢(

句
題
和
歌
と
い
っ
て
も)

決
し
て
翻
訳
で
も
、
模
倣
で
も
な
い
。
や
は
り
詩
句
を
ヒ
ン
ト

に
し
た
一
つ
の
独
立
し
た
歌
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う｣

と
す
る
。
津
田
論
文
は
、
千
里
集
を
白
氏
文
集
享

受
の
視
点
か
ら
考
究
し
、｢

千
里
は
詩
句
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
訓
み
下
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
そ
れ
を
解
釈
し
て
詠
ん
で
い
る｣｢

千
里
の
和
歌
は
直
訳
風
の
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
と
金
子
氏
は
言
わ
れ

る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。 

…
… (

白
詩)

そ
の
ま
ま
の
訓
み
下
し
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る｣

と

し
た
。
同
様
に
白
氏
文
集
と
の
関
係
で
論
じ
た
川
村
論
文
は
、
千
里
集
の
歌
が
素
材
や
テ
ー
マ
な
ど
で
、
古

今
集
や
そ
れ
以
後
の
和
歌
史
の
方
向
性
に
先
ん
じ
て
い
た
点
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
こ
の
家
集
の
新
し
さ
と
、

和
歌
史
上
の
意
義
を
認
め
た
。
た
だ
し
、
句
題
と
和
歌
の
関
係
に
つ
い
て
は
、｢

『
句
題
和
歌
』
が
句
題
の
翻

訳
歌
的
傾
向
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い｣

と
す
る
。 

他
に
も
、
山
口
博
『
王
朝
歌
壇
の
研
究 

宇
多
・
醍
醐
・
朱
雀
朝
篇
』(

桜
楓
社 

一
九
七
三
年)

が
千
里

集
の
背
景
に
不
遇
意
識
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
現
在
定
説
と
な
っ
て
い
て
、
内
容
や
表
現
を
考

察
す
る
う
え
で
重
要
な
点
な
の
で
、
記
し
て
お
く
。 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
半
澤
が
先
行
研
究
を
ま
と
め
た
二
○
○
○
年
時
点
で
、
千
里
集
の
和
歌
は
、
句

題
和
歌
と
し
て
の
歴
史
的
な
意
義
づ
け
や
評
価
は
さ
れ
る
も
の
の
、
和
歌
そ
の
も
の
に
つ
い
は
、
例
外
は
認

め
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
漢
詩
句
を
直
訳
し
た
稚
拙
生
硬
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
い
く
つ
か
の
反
論
も
出
て
き
た
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
以
後
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
太
田
善
之｢

『
大
江
千
里
集
』
の
歌
学｣(

『
学
芸
国
語
国
文
学
』
第
三
二
号 

二
○
○
○
年)

は
、
漢
詩
句
を
内
在
さ
せ
る
和
歌
を
新
た
な
歌
の
形
と
す
る
歌
学
の
存
在
を
想
定
し
、
千
里
集

を
そ
の
実
践
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
歌
学
が
あ
る
た
め
に
、｢

漢
詩
句
そ
の
ま
ま
に
歌
を
詠
む｣(

傍
線
筆
者)

と
い
う
行
為
に
意
味
が
あ
る
と
説
く
。
柳
川
淳
子｢

大
江
千
里
に
お
け
る
『
句
題
和
歌
』
製
作
の
意
図｣(

『
広

島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
第
一
三
号 

二
○
○
五
年)

は
、
直
訳
的
と
い
う
評
価
へ
の
反
論
は
、
定

説
の
部
分
的
な
修
正
に
止
ま
る
と
さ
れ
、
直
訳
的
和
歌
の
持
つ
違
和
感
が
読
み
手
の
哄
笑
を
呼
ぶ
中
で
、
原

拠
詩
か
ら
乖
離
し
た
、
直
訳
に
留
ま
ら
な
い
歌
が
、
作
者
千
里
の
不
遇
を
訴
え
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

を
笑
い
の
内
に
秘
め
た
の
は
羞
恥
心
ゆ
え
と
み
な
し
た
。 

こ
う
し
た
中
、
平
野
由
紀
子
・
千
里
集
輪
読
会
に
よ
る
『
千
里
集
全
釈
』 (

風
間
書
房 

二
○
○
七
年)(

以

下
、
『
全
釈
』
と
す
る)

が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
千
里
集
全
体
を
俯
瞰
し
た
初
の
注
釈
書
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
千
里
お
よ
び
千
里
集
研
究
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
。
こ
の
『
全
釈
』
は
、
句
題
と
和
歌
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
「
千
里
の
創
作
し
た
歌
は
漢
詩
の
描
く
世
界
と
必
ず
し
も
呼
応
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
」
ず
、

「
原
拠
詩
と
は
別
の
世
界
を
歌
っ
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、
各
歌
に
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

実
際
に
、
そ
の
こ
と
に
明
確
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
ほ
ん
の
数
首
に
す
ぎ
な
い
。 

こ
の
後
、
句
題
形
式
を
採
用
し
た
動
機
を
、
漢
詩
文
の
表
現
を
読
み
手
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
求
め
た
と

す
る
能
登
敦
子｢

『
大
江
千
里
集
』
の
方
法｣

（
『
和
漢
比
較
文
学
』
第
四
六
号 

二
〇
一
一
年
）
は
、
直
訳
、

生
硬
稚
拙
な
ど
の
評
価
に
つ
い
て
、
半
澤
論
文
の
考
え
（
句
題
と
和
歌
を
比
較
し
、
内
容
が
似
て
い
る
と
い

う
印
象
が
、
漢
詩
句
を
題
と
し
て
和
歌
を
詠
む
と
い
う
制
作
過
程
と
相
俟
っ
て
、
直
訳
と
い
う
翻
訳
の
方
法

と
結
び
つ
け
ら
れ
た
）
を
引
い
た
う
え
で
、
直
訳
と
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
は
、
千
里
集
を
後
代
の

句
題
和
歌
と
比
較
す
る
か
ら
で
あ
り
、
後
世
の
句
題
和
歌
と
の
関
係
よ
り
も
、
九
世
紀
の
和
漢
の
交
渉
を
重

視
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
直
訳
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
千
里
集
の
評
価
を
下
げ
る
と
は
考
え
な
い
と
す
る
。 

 

先
に
引
い
た
『
全
釈
』
の
記
述
が
、
「
従
来
、
句
を
題
に
翻
訳
を
試
み
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
」

と
の
文
言
に
続
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
千
里
集
の
和
歌
の
評
価
は
二
〇
〇
〇
年
以
後
も

お
よ
そ
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
『
全
釈
』
刊
行
か
ら
十
年
を
経
た
現
在
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

研
究
動
向
と
し
て
、
太
田
・
柳
川
・
能
登
な
ど
の
論
文
が
揃
っ
て
、
千
里
集
の
歌
を
、
そ
れ
以
外
の
歌
集
所

2
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載
の
千
里
の
歌
と
比
較
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
直
訳
体
の
和
歌
は
千
里
の
力
量
の
限
界
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

意
図
的
な
も
の
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
関
連
し
て
、
二
○
○
○
年
以

前
の
も
の
だ
が
、
沈
淪
的
性
格
か
ら
漢
詩
文
表
現
と
主
題
を
考
察
し
た
小
野
泰
央｢

『
大
江
千
里
集
』｢

詠
懐｣

部
と｢

添
ふ
る
歌｣
―
そ
の
表
現
と
主
題
に
つ
い
て
―｣(

『
和
歌
文
学
研
究
』
第
七
六
号 

一
九
九
八
年)

が
、

作
者
が
漢
詩
文
表
現
を
多
用
す
る
理
由
に
、
不
遇
感
の
奏
上
と
い
う
切
迫
し
た
状
況
が｢

伝
統
的
な
和
歌
表
現

の
デ
フ
ォ
ル
メ｣

を
必
要
と
し
、
そ
の
代
償
と
し
て｢

作
品
と
し
て
の
表
現
の
停
滞
を
生｣

ん
だ
と
し
た
こ
と
も

記
し
て
お
く
。 

研
究
の
目
的
と
意
義 

前
掲
の
半
澤
論
文
は
、
千
里
集
の
和
歌
が
句
題
を
直
訳
し
た
生
硬
稚
拙
な
も
の
と
さ

れ
、
そ
の
評
価
が
低
い
こ
と
に
つ
い
て
、
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
第
一
は
、
千
里
集
の
い
く
つ
か
の

用
例
を
挙
げ
る
だ
け
で
全
体
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
は
、
わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て
、
そ
の
評
価
が

具
体
的
根
拠
に
乏
し
く
、
主
観
的
・
印
象
的
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
半
澤
は
、
「
直
訳
」
「
生
硬
稚
拙
」
と
い
う
評
価
が
妥
当
か
否
か
に
つ
い
て
、
対
応
す
る
句
題

と
当
時
の
他
の
和
歌
と
の
、
語
彙
・
表
現
構
造
の
点
か
ら
、
全
体
的
か
つ
具
体
的
に
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

直
訳
と
い
う
評
価
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
ま
ず
、
言
語
量
的
に
、
和

歌
は
句
題
の
全
て
の
語
に
一
語
ず
つ
即
応
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
該
当
す
る
用
例
は
わ

ず
か
で
あ
る
こ
と
、
次
に
、
和
歌
の
句
題
に
対
応
す
る
表
現
は
一
首
の
ほ
ぼ
半
分
に
過
ぎ
ず
、
残
り
は
和
歌

に
独
自
に
補
充
、
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
句
題
の
語
に
対
応
す
る
場
合
で
も
、
句
題
と

同
一
語
が
使
用
さ
れ
る
の
は
特
定
の
語
だ
け
で
、
多
く
は
異
な
る
語
や
間
接
的
に
対
応
す
る
語
表
現
が
選
ば

れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。 

ま
た
、
生
硬
稚
拙
に
関
連
し
て
、
和
歌
の
表
現
の
あ
り
よ
う
を
、
次
の
三
つ
に
ま
と
め
る
。
第
一
に
、
句

題
と
い
う
条
件
が
句
題
と
は
無
関
係
な
和
歌
と
の
違
い
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
和
歌
と
い

う
完
結
し
た
作
品
と
し
て
整
え
る
た
め
に
必
要
な
表
現
上
の
工
夫
が
意
図
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
三

に
、
結
果
的
に
こ
れ
ら
が
和
歌
の
表
現
を
類
型
的
な
も
の
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
千
里
集
の
中
で
の
こ

と
で
あ
り
、
多
様
な
歌
人
や
方
法
に
よ
る
平
均
的
な
あ
り
よ
う
に
比
べ
れ
ば
、
相
対
的
に
千
里
個
人
お
よ
び

千
里
集
の
特
徴
や
個
性
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
、
こ
の
三
点
は
、
あ
く
ま
で
も
生
硬
稚
拙
と
い
う
評

価
の
前
提
と
な
る
表
現
事
実
の
指
摘
で
あ
る
と
し
、
こ
う
し
た
評
価
の
妥
当
性
は
保
留
す
る
。
な
お
、
二
点

目
の
指
摘
は
、
千
里
集
の
和
歌
が
句
題
を
無
自
覚
に
写
し
た
の
で
は
な
く
、
一
首
を
ま
と
め
る
う
え
で
何
ら

か
の
意
図
が
は
た
ら
い
て
い
た
と
す
る
点
に
お
い
て
、
最
近
の
研
究
が
直
訳
体
を
作
者
の
意
図
的
な
も
の
と

推
定
す
る
こ
と
と
連
関
す
る
こ
と
に
は
留
意
し
た
い(

も
っ
と
も
、
半
澤
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
直
訳
と
は
と

ら
え
な
い)

。 

半
澤
は
、
千
里
集
の
本
質
的
な
特
徴
は
、
あ
え
て
句
題
と
和
歌
を
一
組
に
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
句
題

の
内
容
・
表
現
を
和
歌
と
し
て
も
実
現
で
き
る
こ
と
を
明
示
し
た
こ
と
だ
と
捉
え
る
。
こ
の
捉
え
方
は
、
小

山
順
子｢

漢
詩
文
の
受
容
と
和
歌
独
自
の
創
造
的
機
能
―
『
大
江
千
里
集
』
所
載
句
題
和
歌
の
享
受
か
ら｣ (

錦

仁
編
『
中
世
文
学
と
隣
接
諸
学
６ 

中
世
詩
歌
の
本
質
と
連
関
』
竹
林
舍 

二
○
一
七
年
所
収)

が
、
千
里
の

意
図
を｢

句
題
を
題
と
し
て
示
す
形
で
、
漢
詩
と
和
歌
の
対
応
関
係
や
翻
訳
の
技
巧
を
明
示
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
漢
詩
句
題
和
歌
と
は
、
典
拠
と
な
る
漢
詩
句
と
一
対
で
鑑
賞
す
る
こ
と
で
、
そ
の
作
意
や
工
夫
が
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る｣

と
す
る
の
と
同
じ
見
方
で
あ
ろ
う
。
小
山
論
文
は
、
具
体
的
な
表
現
方
法
や
そ
の
評
価
を

論
じ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
関
係
が
深
い
千
里
集
の
問
題(

現
実
の
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
題

詠
で
あ
る
こ
と
、
句
題
の
多
く
が
い
か
に
表
現
す
る
か
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
の
対
象
が

対
象
の
表
現
方
法
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
な
ど
）
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
漢
詩
文
摂
取
の
意
味

や
過
程
、
千
里
集
が
中
世
的
な
性
質
を
も
つ
こ
と(

先
に
引
用
し
た
川
村
論
文
と
呼
応
す
る)

な
ど
、
千
里
集

ば
か
り
で
な
く
句
題
和
歌
や
定
数
歌
、
和
歌
の
表
現
史
な
ど
に
関
わ
る
本
質
的
な
問
題
を
論
じ
て
い
る
。 

さ
て
、
半
澤
論
文
の
論
証
は
、
千
里
集
の
和
歌
と
そ
の
句
題
や
当
時
の
他
の
和
歌
と
の
、
語
彙
や
表
現
構

造
の
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
句
題
と
和
歌
の
関
係
を
追
究
す
る
に
は
、
双
方
の
表

現
、
内
容
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
表
現
構
成
の
理
解
が
必
須
で
あ
る
。
半
澤
に
は
、
句
題
が
原
拠
詩
の
中
で

ど
の
よ
う
な
内
容
、
性
質
を
持
つ
か
、
そ
の
表
現
が
和
歌
に
ど
の
程
度
移
さ
れ
た
か
な
ど
の
観
点
か
ら
ま
と

め
た
「
『
句
題
和
歌
』
の
漢
和
〈
接
触
〉
ノ
ー
ト
」
（
『
共
同
研
究
〈
接
触
〉
問
題
』
共
立
女
子
大
学
総
合

文
化
研
究
所
研
究
叢
書
二
三 

二
○
○
五
年
所
収)

も
あ
る
が
、
自
身
が
記
す
よ
う
に｢

ノ
ー
ト｣

的
レ
ベ
ル
で

あ
る
。 

以
上
を
ふ
ま
え
、
本
稿
は
、
千
里
集
の
妥
当
な
評
価
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
和
歌
の
注
釈
を
行
う
。
注
釈

と
す
る
の
は
、
一
首
ず
つ
に
つ
い
て
、
表
現
内
容
や
表
現
構
成
を
明
ら
か
に
し
、
評
価
に
必
須
の
句
題
と
の

関
係
や
表
現
史
的
位
置
づ
け
を
行
う
に
は
、
こ
の
形
態
を
と
る
の
が
わ
か
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う

え
で
、
原
拠
詩
か
ら
な
ぜ
そ
の
句
を
選
ん
だ
の
か
、
そ
の
句
を
も
と
に
和
歌
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
表
現
を
選

択
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
る
。 
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以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
明
確
な
目
的
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
の
注
釈
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
を｢

釈
論｣

と
名

付
け
た
次
第
で
あ
る
。 

 二
○
○
○
年
以
降
の
お
も
な
参
考
文
献
一
覧
（
発
表
順
） 


 

太
田
善
之｢

『
大
江
千
里
集
』
の
歌
学｣(

『
学
芸
国
語
国
文
学
』
第
三
二
号 

二
○
○
○
年) 


 

半
澤
幹
一｢

大
江
千
里
『
句
題
和
歌
』
に
お
け
る
和
歌
―
そ
の
評
価
の
見
直
し
の
た
め
に
―｣(

『
伝
統

と
変
容
』
ぺ
り
か
ん
社 

二
○
○
○
年
所
収) 


 

蔵
中
さ
や
か
『
題
詠
に
関
す
る
本
文
の
研
究 

大
江
千
里
集 

和
歌
一
字
抄
』(

お
う
ふ
う 

二
○
○

○
年) 


 

平
野
由
紀
子｢

千
里
集
解
題｣(

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
貴
重
典
籍
叢
書 

文
学
篇 

第
七
巻 

私

家
集
一
』
臨
川
書
店 

二
○
○
一
年
所
収) 


 

小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学 

補
篇
』(

塙
書
房 
二
○
○
二
年)

。 


 

平
野
由
紀
子｢

仁
明
朝
の
和
風
文
化
と
六
歌
仙
―
掛
詞
・
物
名
・
竹
取
物
語
―｣(

『
古
今
和
歌
集
研
究

集
成 

第
一
巻
』
風
間
書
房 

二
○
○
四
年
所
収) 


 

柳
川
順
子｢

『
大
江
千
里
集
』
句
題
校
勘
記｣(

『
広
島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
第
一
三
号 

二

○
○
四) 


 

柳
川
順
子｢

『
句
題
和
歌
』
製
作
の
意
図｣(

『
広
島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
13
』
第
一
四
号 

二

○
○
五
年) 


 

半
澤
幹
一
「『

句
題
和
歌
』
の
漢
和
〈
接
触
〉
ノ
ー
ト
」
（
『
共
同
研
究
〈
接
触
〉
問
題
』
共
立
女
子

大
学
総
合
文
化
研
究
所
研
究
叢
書
二
三 

二
○
○
五
年
所
収) 


 

田
中
登｢

大
江
千
里
集
解
題｣(

『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書 

第
七
三
巻 

擬
定
家
本 

私
家
集
』
朝
日
新

聞
社 

二
○
○
五
年
所
収) 


 

平
野
由
紀
子｢

五
本
対
照
千
里
集｣(

『
異
文
化
の
視
点
に
た
つ
『
句
題
和
歌
』
研
究
』
科
学
研
究
費
基

盤
研
究
報
告
書 

二
○
○
六
年
所
収) 


 

陳
斐
寧｢

『
大
江
千
里
集
』
の
序
文
か
ら
見
た｢

内｣

と｢

外｣｣(

『
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
29
』

第
二
九
号 

二
○
○
六
年) 


 

坂
倉
貴
子｢

序
の
性
質
―
『
大
江
千
里
集
』
の
場
合｣(

『
学
芸
古
典
文
学
』
第
三
号 

二
○
一
○
年) 


 

能
登
敦
子｢

『
大
江
千
里
集
』
の
方
法｣(

『
和
漢
比
較
文
学
』
第
四
六
号 

二
○
一
一
年) 


 

小
山
順
子｢

漢
詩
文
の
受
容
と
和
歌
独
自
の
創
造
的
機
能
―
『
大
江
千
里
集
』
所
載
句
題
和
歌
の
享
受

か
ら｣ (

錦
仁
編
『
中
世
文
学
と
隣
接
諸
学
６ 

中
世
詩
歌
の
本
質
と
連
関
』
竹
林
舍 

二
○
一
七
年

所
収) 


 

山
本
真
由
子｢

大
江
千
里
の
和
歌
序
と
源
氏
物
語
胡
蝶
巻
―
初
期
和
歌
序
の
様
相
と
物
語
文
学
へ
の
影

響｣(

『
国
語
国
文
』
八
三
巻
六
号 

二
○
一
四
年) 

以
下
に
は
、
注
釈
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
凡
例
を
示
し
、
サ
ン
プ
ル
と
し
て
七
一
番
歌
を
取
り
上
げ
る
。 

 

凡
例 

一 

底
本
は
、
流
布
本
系
の
伝
寂
蓮
筆
本(

『
古
筆
学
大
成
17 

私
家
集
一
』
講
談
社 

一
九
九
一
年)

を
用
い

る
。 

二 

本
文
自
体
は
、
可
能
な
限
り
底
本
に
従
い
、
校
訂
は
最
小
限
に
と
ど
め
、
表
記
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
統

一
し
、
適
宜
濁
点
を
付
す
。
異
同
に
つ
い
て
は
、
先
行
文
献
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
す
る
こ

と
と
し
、
本
稿
独
自
に
あ
え
て
項
目
を
立
て
る
こ
と
は
し
な
い
。
同
様
に
、
他
出
文
献
も
立
項
し
な
い
。
異

同
、
他
出
文
献
と
も
に
、
必
要
な
場
合
は
関
係
項
目
で
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
句
題
の
原
拠
詩
は
【
比
較
対

照
】
に
掲
載
す
る
。 

三 

注
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
【
通
釈
】
【
語
釈
】
【
補
注
】
【
比
較
対
照
】
の
四
項
目
を
立
て
る
。
【
通
釈
】
は
、

本
文
に
即
し
つ
つ
、
理
解
の
便
宜
を
図
り
、
適
宜
括
弧
書
き
で
言
葉
を
補
っ
て
、
文
脈
が
通
る
よ
う
に
心
が

け
る
。
【
語
釈
】
は
、
原
則
と
し
て
句
単
位
で
す
べ
て
を
立
項
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句
の
意
味
・
用
法
を
検

討
す
る
。
【
補
注
】
で
は
、
構
文
や
各
句
の
関
係
と
い
っ
た
一
首
の
構
成
な
ど
、
語
釈
で
は
説
明
で
き
な
い

点
や
、
作
品
全
体
の
主
旨
あ
る
い
は
表
現
史
上
の
価
値
な
ど
に
つ
い
て
、
先
行
の
研
究
や
注
釈
な
ど
を
ふ
ま

え
て
論
じ
る
。
【
比
較
対
照
】
は
、
和
歌
を
題
の
出
典
と
な
っ
た
漢
詩
と
比
較
し
て
論
究
す
る
。
こ
の
比
較

が
本
釈
論
各
注
釈
の
眼
目
と
な
る
の
で
、
本
集
末
「
詠
懐
」
部
に
収
め
ら
れ
た
、
句
題
を
伴
わ
な
い
一
〇
首

は
取
り
上
げ
な
い
。 

4
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四 
引
用
す
る
他
集
歌
の
本
文
は
、
原
則
と
し
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
万
葉
集
は
『
萬
葉
集

訳
文
編
』
、
私
家
集
は
適
宜
『
私
家
集
大
成
』
も
用
い
る
。
句
題
の
原
拠
詩
、
そ
の
他
は
新
釈
漢
文
大
系
（
明

治
書
院
）
を
参
照
す
る
。 

 

釈
論
例 

 
(

風
月) 

 
 
 
 
 

不
明
不
暗
朧
々
月 

七
一 

て
り
も
せ
ず
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
よ
の
お
ぼ
ろ
月
よ
ぞ
め
で
た
か
り
け
る 

【
通
釈
】 

 

光
り
輝
く
で
も
な
く
、
全
く
曇
る
の
で
も
な
い
、
春
の
夜
の
朧
月
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
な
ぁ
。 

【
語
釈
】 

て
り
も
せ
ず 

こ
の
句
は
次
句
「
く
も
り
も
は
て
ぬ
」
と
並
列
関
係
に
あ
り
、
と
も
に
そ
の
主
体
は
そ
れ
ら

が
連
体
修
飾
す
る
「
お
ぼ
ろ
月
よ
」
。
照
る
こ
と
も
な
く
曇
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
、
中
途
半
端
な
状
態
に

あ
る
月
が
す
な
わ
ち
「
お
ぼ
ろ
月
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

く
も
り
も
は
て
ぬ 

｢

く
も
る｣

に
は
、
雲
が

月
を
覆
う
意
と
月
の
光
が
不
鮮
明
に
霞
む
意
と
が
あ
る
が
、
初
句
と
の
並
列
関
係
か
ら
、
後
者
の
意
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
霞
む
こ
と
を｢

く
も
る｣

と
す
る
用
例
は
見
出
だ
し
が
た
く
、｢

し
ぐ
れ
に
も
あ
め
に
も
あ
ら
ぬ

は
つ
ぎ
り
の
た
つ
に
も
そ
ら
は
さ
し
く
も
り
け
り｣(

左
兵
衛
佐
定
文
歌
合
・
一
一
、
古
今
六
帖
六
四
三｢

か
き

く
も
り
け
り｣)

や
、
当
該
歌
を
本
歌
と
す
る｢

お
ほ
空
は
む
め
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
つ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春

の
よ
の
月｣(

新
古
・
春
上
・
四
○
・
藤
原
定
家)

が
あ
る
程
度
。
「
は
て
ぬ
」
の
「
は
（
果
）
つ
」
は
、
上
接

動
詞
「
く
も
る
」
を
補
助
し
て
、
完
全
に
～
す
る
の
意
を
表
す
。 

春
の
よ
の 

本
集
の
頃
は
、｢

春
の
夜｣

と
組
み
合
わ
さ
れ
る
の
は｢

梅｣

か｢

夢｣

で
、
特
に
は｢

梅｣

の
例
が｢

春
の
夜
の
や
み
は
あ
や
な
し
梅
花
色
こ
そ

見
え
ね
か
や
は
か
く
る
る｣(

古
・
春
上
・
四
一
・
凡
河
内
躬
恒)

を
は
じ
め
、
き
わ
め
て
多
い
。｢

月｣

が｢

春

の
夜｣

と
組
み
合
わ
さ
れ
る
の
は
、｢

あ
れ
た
れ
ば
か
げ
も
か
く
れ
ぬ
我
が
宿
の
に
は
の
ど
か
な
る
春
の
よ
の

月｣(

古
今
六
帖
・
二
八
四)

、｢

は
な
ち
ら
ば
お
き
つ
つ
も
み
む
つ
ね
よ
り
も
さ
や
け
く
て
ら
せ
は
る
の
よ
の

つ
き｣(

能
宣
集
・
三
一
六)

な
ど
、
後
撰
集
時
代
以
降
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
該
歌
は｢

春
の
夜｣

の
月
を
詠
ん
だ
例
と
し
て
非
常
に
早
い
も
の
と
な
る
。
本
集
部
立
に
お
い
て
、
春
部
で
は
な
く
風
月
部
に
入

っ
て
い
る
の
も
、
春
の
典
型
的
な
景
物
と
し
て
月
は
ま
だ
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

お
ぼ

ろ
月
よ
ぞ 

｢

お
ぼ
ろ
月
よ
（
夜
）｣

は
、
ぼ
ん
や
り
と
霞
ん
で
い
る
月
が
出
て
い
る
夜
、
あ
る
い
は
そ
う
い

う
月
の
こ
と
。
該
歌
で
は
、
第
三
句
に
も
「
よ
（
夜
）
」
が
あ
る
の
で
、
後
者
の
意
と
考
え
ら
れ
、｢

お
ぼ
ろ

月｣

に
同
じ
で
あ
る
。
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
に
は
、
こ
の
語
の
初
例
と
し
て
、
後
掲
の
源
氏
物
語
の
例
を

挙
げ
る
が
、
該
歌
の
例
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
遡
る
。
古
代
和
歌
に
お
け
る
月
は
、｢

雨
は
れ
て 

清
く
照
り

た
る(

清
照
有) 

こ
の
月
夜 

ま
た
更
に
し
て 

雲
な
た
な
び
き(

雲
勿
田
菜
引)｣(

八
・
一
五
六
九
・
大
伴

家
持)

と
歌
わ
れ
る
ご
と
く
、
万
葉
集
以
来
、
鑑
賞
対
象
と
さ
れ
る
の
は
照
っ
て
い
る
、
明
る
い
月
で
あ
っ
て
、

霞
ん
だ
月
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
前
項
で
引
用
し
た
古
今
六
帖
と
能
宣
集
の
二
首
も
春
の

月
な
が
ら
澄
ん
で
照
る
月
を
詠
む
。
も
っ
と
も
、
霞
む
月
が
全
く
詠
ま
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。｢

春
日

山 

霞
た
な
び
き 

心
ぐ
く(

情
具
久) 

照
れ
る
月
夜
に 

ひ
と
り
か
も
寝
む｣(

万
・
四
・
七
三
五
・
坂
上

大
嬢)

や
、｢

ぬ
ば
た
ま
の 

夜
霧
の
立
ち
て 

お
ほ
ほ
し
く(

不
清) 

照
れ
る
月
夜
の 

見
れ
ば
悲
し
さ｣

(

万
・
六
・
九
八
二)

、｢

さ
み
だ
れ
の
た
そ
が
れ
ど
き
は
つ
き
か
げ
の
お
ぼ
ろ
け
に
や
は
わ
が
ひ
と
を
ま
つ｣(

躬

恒
集
・
九
四)

な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
万
葉
集
七
三
五
・
九
八
二
の
よ
う
に
、
心
が
晴

れ
な
い｢

心
ぐ
し｣｢

お
ほ
ほ
し｣

と
い
う
感
情
を
移
入
す
る
対
象
と
し
て
の
月
だ
っ
た
り
、
躬
恒
集
歌
や｢

逢
ふ

事
は
か
た
わ
れ
月
の
雲
が
く
れ
お
ぼ
ろ
け
に
や
は
人
の
こ
ひ
し
き｣(

拾
・
恋
三
・
七
八
四)

の
よ
う
に
、｢

お

ぼ
ろ
け
な
り｣

に
お
け
る
掛
詞
に
結
び
付
け
ら
れ
る
月
だ
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
美
的
観
賞
の
対
象
と

し
て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
。
美
的
評
価
の
対
象
と
し
て
の
お
ぼ
ろ
に
霞
む
月
の
成
立
に
関
し
て
は
、
川
村

晃
生｢

『
朧
月
』
の
成
立｣(

『
国
語
と
国
文
学
』
七
四
巻
一
〇
号 

一
九
九
七
年)

に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
春
の
朧
月
を
美
的
評
価
の
対
象
と
す
る
歌
と
し
て
は
、
該
歌
が
最
初
で
あ
る
が
、
す
ぐ
に
定
着
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
更
級
日
記
に｢

あ
さ
み
ど
り
花
も
ひ
と
つ
に
か
す
み
つ
つ
お
ぼ
ろ
に
み
ゆ
る
春
の
よ
の
月｣

と

詠
ま
れ
た
平
安
中
期
を
経
て
、
新
古
今
集
時
代
に｢

難
波
が
た
か
す
ま
ぬ
浪
も
か
す
み
け
り
う
つ
る
も
く
も
る

お
ぼ
ろ
月
よ
に｣(

新
古
・
春
上
・
五
七
・
源
通
具)

、｢

い
ま
は
と
て
た
の
む
の
雁
も
う
ち
わ
び
ぬ
お
ぼ
ろ
月

よ
の
あ
け
ぼ
の
の
空｣(

新
古
・
春
上
・
五
八
・
寂
蓮)

な
ど
の
よ
う
に
好
ん
で
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
川
村

論
文
は
、
平
安
中
期
の
流
行
の
要
因
に
、
白
氏
文
集
や
元
稹
が
好
ん
で
朧
月
や
春
月
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ

と
、
そ
の
流
行
の
先
駆
を
な
し
た｢

は
な
な
ら
ば
を
り
あ
か
し
て
も
あ
り
な
ま
し
お
ぼ
ろ
に
見
ゆ
る
は
る
の
よ

の
月｣

の
作
者
藤
原
高
遠
に
漢
詩
文
の
素
養
が
深
か
っ
た
こ
と
、
平
安
中
期
の
千
載
佳
句
に
は
、
原
拠
詩
の｢

不

明
不
闇
朦
朧
月｣
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
と
と
も
に
、
源
氏
物
語
の
影
響
が

新
古
今
時
代
の
朧
月
詠
の
復
活
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
み
な
す
。
源
氏
物
語
の
花
宴
巻
で
、
源
氏
と

5
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朧
月
夜
君
の
出
会
い
の
折
、
朧
月
夜
君
が｢

朧
月
夜
に
似
る
物
ぞ
な
き｣

と
該
歌
の
下
句
を
口
ず
さ
む
の
は
有

名
な
場
面
で
あ
る
。 

め
で
た
か
り
け
る 

｢

め
で
た
し｣

は
、
賞
美
す
る
意
の｢

め
づ｣

に
程
度
の
は
な
は
だ
し

い
こ
と
を
表
す｢
い
た
し｣

が
つ
い
て
、
こ
の
う
え
な
く
賞
美
、
賞
嘆
す
る
意
と
な
る
。
『
新
日
本
古
典
文
学

大
系 

枕
草
子
』
所
収
の｢

枕
草
子
心
状
語
要
覧｣

で
は
、
こ
の
語
を｢

対
象
の
中
に
無
条
件
に
優
性
を
認
め
る

言
葉｣

で
あ
り
、｢

無
条
件
で
あ
る
だ
け
に(｢

う
つ
く
し｣

が
保
護
し
た
く
な
る
弱
小
性
を
条
件
に
賞
め
る
言
葉

で
あ
る
な
ど
に
比
較
し
て)
対
象
の
属
性
に
関
し
て
は
制
限
が
緩
く
、
か
わ
り
に
賞
讃
の
程
度
は
最
も
高
く
な

け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
す
る
。
実
際
、
枕
草
子
の｢

め
で
た
き
も
の｣(

八
四
段)

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
は
、

工
芸
品
、
自
然
物
、
人
の
あ
り
方
、
紫
の
色
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
性
を
有
す
る
「
め

で
た
し
」
は
、
じ
つ
は
和
歌
で
の
使
用
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
八
代
集
で
は｢

の
こ
り
な
く
ち
る
ぞ
め
で
た
き

桜
花
あ
り
て
世
中
は
て
の
う
け
れ
ば｣(

古
・
春
下
・
七
一)

一
例
が
見
ら
れ
る
の
み
。
何
を
詠
む
か
で
は
な
く
、

い
か
に
詠
む
か
を
重
視
し
た
王
朝
和
歌
で
は
、
対
象
を
無
条
件
に｢

め
で
た
し｣

と
賞
美
し
て
し
ま
う
と
、｢

い

か
に｣

を
表
現
す
る
余
地
が
な
く
な
る
の
で
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た

中
、
本
集
に
は
二
例(

該
歌
と｢

し
ら
く
も
の
な
か
を
わ
け
つ
つ
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
め
で
た
き
事
は
や
ま
に
ぞ
あ
り

け
る｣(

八
○))

も
あ
る
の
は
、
本
歌
集
を
考
え
る
う
え
で
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

【
補
注
】 

清
明
に
照
る
月
、
と
り
わ
け
秋
の
月
を
す
ば
ら
し
い
と
す
る
、
当
時
の
詠
歌
常
識
に
反
し
て
、
春
の
朧
月

に
新
た
な
美
を
発
見
・
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
が
該
歌
で
あ
る
。 

そ
の
発
見
・
主
張
は
、｢

春
の
よ
の
お
ぼ
ろ
月
よ｣

に
下
接
す
る
係
助
詞｢

ぞ｣

に
よ
り
取
り
立
て
ら
れ
る
。

そ
の
結
び
と
な
る
結
句
に
「
め
で
た
し
」
と
い
う
語
が
選
ば
れ
た
の
も
、
【
語
釈
】
で
述
べ
た
、
こ
の
語
の

意
味
・
用
法
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
美
的
対
象
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
、
春
夜
の
朧
月
を
取
り
上
げ

る
こ
と
自
体
が
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
他
と
比
べ
て
、
ど
の
よ
う
に
美
し
い
か

を
度
外
視
す
る
「
め
で
た
し
」
と
い
う
評
価
語
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

該
歌
の
下
句
本
文
は
、
本
集
諸
本
、
新
古
今
集
で
は｢

お
ぼ
ろ
月
よ
に
し
く
物
ぞ
な
き｣

、
ま
た
源
氏
物
語

で
は
先
掲
の
ご
と
く
「
朧
月
夜
に
似
る
物
ぞ
な
き｣

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
改
変
と
み
な
す
な
ら
ば
、
そ
の

要
因
と
し
て
次
の
三
点
が
推
測
さ
れ
る
。
第
一
に
、
和
歌
表
現
と
し
て
は
な
じ
み
が
た
い
「
め
で
た
し
」
と

い
う
語
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
単
純
・
直
截
に
す
ぎ
る
賞
讃
表
現
を
婉
曲
化
し
よ
う
と
し

た
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
一
首
全
体
か
ら
独
立
し
た
、
下
句
の
み
で
慣
用
句
的
に
汎
用
化
し
よ
う
と
し
た
、

で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
い
ち
早
く
、
し
か
も
句
題
を
契
機
と
し
て
発
見
・
主
張
さ
れ
た
該
歌
の
朧
月
の
美
は
、
平
安
中

期
の
和
歌
や
新
古
今
集
に
受
け
継
が
れ
、
近
代
の
小
学
唱
歌｢

朧
月
夜｣

に
ま
で
及
び
、
今
も
日
本
人
の
伝
統

的
な
美
意
識
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。 

【
比
較
対
照
】 

 

原
拠
詩
は
、
次
に
示
す
、
白
氏
文
集
の｢

嘉
陵
夜
有
懐
二
首｣

詩
の
其
二(

巻
十
四
・
○
七
六
五)

、
七
言
絶

句
の
起
句
で
あ
る
。 

 
 

不
明
不
闇
朦
朧
月(

明
な
ら
ず
闇
な
ら
ず
朦
朧
た
る
月) 

 
 

非
暖
非
寒
漫
漫
風(

暖
に
あ
ら
ず
寒
に
あ
ら
ず
漫
漫
た
る
風) 

 
 

独
臥
空
牀
好
天
気(

独
り
空
牀
に
臥
し
て
天
気
好
し) 

 
 

平
明
閒
事
到
心
中(

平
明
閒
事
心
中
に
到
る) 

 

こ
の
詩
に
お
い
て
、
そ
の
起
句
が
本
集
句
題
に
選
ば
れ
た
の
は
、
春
夜
に
独
り
寝
を
し
て
あ
れ
こ
れ
雑
事

を
思
い
巡
ら
す
と
い
う
、
人
事
に
関
わ
る
後
半
よ
り
も
、
春
の
長
閑
な
夜
の
景
物
を
描
く
前
半
の
ほ
う
が
歌

の
題
材
と
し
て
扱
い
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
選
択
傾
向
は
、
本
集
の
句
題
全
体
に
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
当
起
句
と
対
を
成
す
承
句
も
、
本
集
七
四
番
歌
の
句
題
と
な
っ
て
い
る
。
ち

な
み
に
、
白
氏
文
集
に
は
、｢

好
風
朧
月
清
明
夜｣(｢

清
明
夜｣

詩
、
巻
五
十
四
・
二
四
六
三)

の
一
句
も
あ
っ

て
、
原
拠
詩
同
様
に
、
朧
月
と
風
で
春
夜
の
心
地
よ
さ
を
表
す
。 

金
子
彦
二
郎
『
増
補 

平
安
時
代
文
學
と
白
氏
文
集 

句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究
編
』
は
、
該
歌
を｢

原

詩
句
の
直
訳
に
増
義
を
施
せ
る
も
の｣

に
分
類
し
、
「｢

め
で
た
か
り
け
る｣

に
よ
っ
て
、
原
拠
詩
の
言
語
化
さ

れ
な
い
余
韻
余
情
な
ど
を｢

や
ま
と
こ
と
ば｣

で
言
語
化
し
た
」
と
す
る
。 

た
し
か
に
、
句
の
単
位
で
見
れ
ば
、
該
歌
の
「
て
り
も
せ
ず
」
「
く
も
り
も
は
て
ぬ
」
「
お
ぼ
ろ
月
よ
ぞ
」

の
三
句
は
、
「
原
詩
句
の
直
訳
」
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
「
春
の
よ
の
」
と
「
め
で
た
か
り
け
る
」
の

二
句
は
「
増
義
を
施
」
し
た
と
言
え
る
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
「
め
で
た
か
り
け
る
」
が
「
原
拠
詩
の
言
語

化
さ
れ
な
い
余
韻
余
情
」
を
言
語
化
し
た
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
原
拠
詩

に
あ
っ
て
も
「
不
明
不
闇
朦
朧
月
」
が
余
韻
余
情
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
に
な
る
は
ず

6
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で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
原
拠
詩
は
「
朦
朧
月
」
を
「
好
天
気
」
の
具
体
的
状
況
の
一
例
と
し
て
挙
げ

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
月
そ
の
も
の
の
賞
讃
を
主
眼
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
該
歌
は
「
お
ぼ
ろ
月
よ
」
に
焦
点
化
し
、
当
時
の
常
識
に
反
し
て
賞
讃
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
詩
句
へ
の
「
増
義
」
と
も
和
歌
的
な
「
余
韻
余
情
」
と
も
異
な
る
。
つ
ま
り
、
該
歌
に
お
け
る
、

朧
月
に
対
す
る
「
め
で
た
し
」
と
い
う
評
価
は
、
和
歌
に
も
漢
詩
に
も
そ
れ
ま
で
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
、
明
確
な
賞
讃
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

句
題
の
「
不
明
不
暗 

」(

原
拠
詩
は｢

不
明
不
闇｣)

に
対
す
る
該
歌
の｢

て
り
も
せ
ず
く
も
り
も
は
て
ぬ｣

と

い
う
表
現
も
、
単
純
な
直
訳
と
は
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
句
題
の
「
不
明
不
暗 

」
は
、
「
朧
々
月
」
（
原

拠
詩
は
「
朦
朧
月
」
）
の
明
る
さ
加
減
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
該
歌
で
も
そ
の
ま
ま
、
た
と
え
ば
「
あ
か

か
ら
ず
く
ら
く
も
あ
ら
ぬ
」
の
よ
う
に
日
本
語
に
移
し
替
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
て
り
も
せ
ず
く
も
り
も
は
て
ぬ
」
の
よ
う
に
、
月
の
現
象
の
あ
り
よ
う
と
し
て
表
現

し
た
の
は
な
ぜ
か
。 

そ
れ
は
明
る
さ
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
、
照
る
月
は
良
く
、
曇
る
月
は
悪
い
と
い
う
、
両
極

端
の
美
意
識
に
対
し
て
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
中
途
半
端
な
状
態
の
月
こ
そ
が
良
い
と
い
う
ア
ン
チ
・

テ
ー
ゼ
を
示
す
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
千
里
は
原
拠
詩
の
該
句
か
ら
導
き
出
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
念
押
し
し
て
お
き
た
い
の
は
、
原
拠
詩
に
お
け
る
起
句
の
位
置
づ
け
だ
け
か
ら
で
は
、

ま
た
、
単
な
る
直
訳
を
目
指
す
だ
け
な
ら
ば
、
到
底
こ
の
よ
う
な
和
歌
は
生
れ
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

し
か
し
、
「
お
ぼ
ろ
」
と
い
う
、
け
っ
し
て
明
確
で
は
な
い
状
態
の
月
が
余
韻
余
情
の
美
と
し
て
一
般
に

評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ま
だ
ま
だ
先
の
こ
と
で
あ
り
、
本
集
当
時
は
、
そ
の
よ
う
な
月
を
「
め
で

た
し
」
と
す
る
見
方
自
体
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
該
歌
は
ま
さ
に

後
世
の
評
価
を
待
つ
作
品
だ
っ
た
と
言
え
る
。
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An Investigation and interpretation of ‘Oeno Chisato-shu’ 

（大江千里集）(1) 

KOIKE Hiroaki*1 and HANZAWA Kan’ichi*2  

This paper is an introduction to investigation and interpretation (釈論) of   Oeno Chisato-shu’ 

(大江千里集). This work is an anthology of or waka (和歌＝ancient Japanese poems) by Oeno 

himself.                         

In the work, which was edited in accordance with a command of Japan’s Emperor Uda in 894, 

and is usually called kudai-waka (句題和歌), each poem was given a one phrase poetic title 

in kanshi (漢詩＝ancient Chinese poem) selected by Oeno. And so, Oeno’s own poetry has been 

considered a mere literal translation of the Chinese.    The authors of this paper think 

that such a way viewing this work shoud be reconsidered because the mutual relations between 

expressions in both waka and kanshi have various patterns.                                                                                                  

The central purpose of our investigation is to concretely explicate the actual condition of 

all these patterns． This paper makes clear the investigation method which attaches great 

importance to expression technique, reviews preceding studies and interpretates waka No. 72, 

the most famous in this anthology. 
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