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（
六
） 

 

  

〔
前
説
〕 

本
稿
は
、
「
釈
論
大
江
千
里
集
」
の
続
稿
で
あ
る
。
「
同
（
一
）
（
二
）
（
四
）
」
（
『
長
野
工
業
高
等
専
門

学
校
紀
要
』
五
一
号
、
二
〇
一
七
年
六
月
・
同
五
二
号
、
二
〇
一
八
年
六
月
・
同
五
三
号
、
二
〇
一
九
年
六
月
、

い
ず
れ
も
電
子
版
の
み
）
お
よ
び
「
同
（
三
）
（
五
）
」
（
『
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
』
第
六
五
集
、
二

〇
一
九
年
三
月
・
同
六
六
集
、
二
〇
二
〇
年
二
月
）
に
続
き
、
十
九
番
歌
か
ら
二
三
番
歌
（
春
部
～
夏
部
）
の
五

首
を
取
り
上
げ
る
。 

本
注
釈
の
目
的
と
意
義
の
詳
細
、
注
釈
の
凡
例
や
参
考
文
献
な
ど
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
の
「
釈
論
大
江
千
里
集

（
一
）
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

  

可
憐
虚
度
好
春
朝 

（
憐
れ
む
べ
し
、
虚
し
く
好
春
の
朝
を
度
る
を
） 

一
九 

あ
は
れ
と
も
わ
が
身
の
み
こ
そ
お
も
ほ
ゆ
れ
は
か
な
き
は
る
を
す
ぐ
し
き
ぬ
れ
ば 

 

【
通
釈
】 

 

あ
ー
あ
、
と
、
私
た
っ
た
一
人
だ
け
が
お
の
ず
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
よ
、
（
そ
れ
で
な
く
て
も
）
は
か
な

い
春
を
（
無
駄
に
）
過
ご
し
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
（
そ
の
こ
と
に
対
し
て
）
。 

【
語
釈
】 

あ
は
れ
と
も 

第
三
句
の
「
お
も
ほ
ゆ
れ
」
に
係
る
。
何
を
「
あ
は
れ
」
と
「
お
も
ほ
ゆ
」
か
と
言
え
ば
、
下
句

の
「
は
か
な
き
は
る
を
す
ぐ
し
き
ぬ
」
こ
と
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
と
も
」
は
、
三
代
集
の
こ
ろ
ま
で
は
（
万
葉
集

で
は
検
索
し
得
な
い
）
、
「
あ
は
れ
と
も
う
し
と
も
物
を
思
ふ
時
な
ど
か
涙
の
い
と
な
が
る
ら
む
」
（
古
今
集
・

十
五
・
恋
五
・
八
〇
五
）
、
「
あ
は
れ
と
も
お
も
は
じ
も
の
を
し
ら
ゆ
き
の
し
た
に
き
え
つ
つ
猶
も
ふ
る
か
な
」 
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（
拾
遺
集
・
十
一
・
恋
一
・
六
五
三
）
の
よ
う
に
、
初
句
に
置
か
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
当
歌
の
「
あ
は

れ
」
は
名
詞
用
法
で
あ
る
が
、
万
葉
集
で
は
全
八
例
の
う
ち
七
例
が
「
家
な
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕
旅
に
臥こ

や 

せ
る
こ
の
旅
人

た
び
と

あ
は
れ
（
此
旅
人
忄可
怜
）
」
（
万
葉
集
・
三
・
四
一
五
・
上
宮
聖
徳
太
子
）
の
よ
う
な
感
動
詞

で
、
名
詞
の
用
例
は
「
…
…
聞
く
ご
と
に 

心
つ
ご
き
て 

う
ち
嘆
き 

あ
は
れ
の
鳥
と
（
安
波
礼
能
登
里
等
） 

言
は
ぬ
時
な
し
」
（
万
葉
集
・
十
八
・
四
○
八
九
・
大
伴
家
持
）
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
古
今
集
で
は
逆

転
し
、
全
一
九
例
中
、
感
動
詞
が
三
例
、
名
詞
が
一
六
例
と
な
る
。
「
色
よ
り
も
か
こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ
れ

た
が
袖
ふ
れ
し
や
ど
の
梅
ぞ
も
」
（
古
今
集
・
一
・
春
上
・
三
三
）
、
「
よ
そ
に
の
み
あ
は
れ
と
ぞ
見
し
梅
花
あ

か
ぬ
い
ろ
か
は
折
り
て
な
り
け
り
」
（
古
今
集
・
一
・
春
上
・
三
七
・
素
性
）
な
ど
の
よ
う
に
、
「
と
」
を
介
し

て
「
思
ふ
」
や
「
見
る
」
に
接
続
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
「
あ
は
れ
て
ふ
事
を
あ
ま
た
に
や
ら
じ
と
や
春
に
お
く

れ
て
ひ
と
り
さ
く
ら
む
」
（
古
今
集
・
三
・
夏
・
一
三
六
）
の
よ
う
に
、
「
あ
は
れ
て
ふ
事
」
と
一
般
化
さ
れ

る
。
本
集
に
、
「
あ
は
れ
」
は
当
歌
も
含
め
て
三
例
（
一
九
・
八
三
・
八
四
）
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
当
歌
と
同
様

に
引
用
の
格
助
詞
「
と
」
を
下
接
す
る
名
詞
で
あ
り
、
八
三
番
歌
は
「
見
る
」
、
八
四
番
歌
は
「
見
ゆ
」
に
係

る
。
た
だ
し
、
「
と
」
に
「
も
」
が
下
接
す
る
の
は
、
当
歌
の
み
で
あ
る
。
当
句
は
、
本
集
他
本
お
よ
び
当
歌
所

収
の
続
古
今
集
や
万
代
集
に
は
「
あ
は
れ
と
は
」
と
あ
る
。
ど
ち
ら
で
も
成
り
立
ち
う
る
が
、
そ
の
違
い
に
つ
い

て
は
【
補
注
】
を
参
照
。 

わ
が
身
の
み
こ
そ 

「
わ
が
身
」
と
い
う
表
現
は
元
来
は
、
「
わ
が
」
＋
「
身
」
す
な
わ
ち
私
の
肉
体
の
意
で
あ

る
が
、
早
く
一
語
的
に
私
自
身
の
意
も
表
し
、
や
が
て
一
人
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
歌
の

「
わ
が
身
」
は
、
私
の
肉
体
の
意
と
も
、
私
自
身
の
意
と
も
と
れ
る
。
次
句
の
「
お
も
ほ
ゆ
」
の
対
象
と
す
れ
ば

前
者
の
意
と
な
り
、
主
体
と
と
れ
ば
後
者
の
意
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
、
「
わ
が
身
の
み
こ
そ
」
と
い
う
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句
表
現
の
類
例
に
鑑
み
る
と
、
後
者
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
「
わ
が
身
」
は
本
集
に
八
例
あ
り
（
歌
数
の
六
・

四
％
）
、
万
葉
集
（
「
あ
が
身
」
「
お
の
が
身
」
）
の
二
七
例
（
○
・
六
％
）
、
古
今
集
の
三
五
例
（
三
・

二
％
）
と
比
較
し
て
、
割
合
が
相
対
的
に
高
い
。
「
わ
が
身
の
み
こ
そ
」
と
い
う
一
句
の
用
例
は
、
「
ゆ
ふ
さ
れ

ば
わ
が
身
の
み
こ
そ
か
な
し
け
れ
い
づ
れ
の
方
に
枕
さ
だ
め
む
」
（
後
撰
集
・
十
一
・
恋
三
・
七
三
九
・
兼
茂

女
）
、
「
あ
た
ら
し
き
年
は
く
れ
ど
も
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
の
み
こ
そ
ふ
り
ま
さ
り
け
れ
」
（
拾
遺
集
・
十
六
・

雑
春
・
一
○
○
一
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
「
の
み
」
は
上
接
の
「
わ
が
身
」
を
限
定
す
る
と
も
、

「
わ
が
身
」
が
か
か
る
次
句
の
「
お
も
ほ
ゆ
れ
」
ま
で
の
全
体
を
限
定
す
る
と
も
と
れ
る
（
後
者
に
つ
い
て
は
、

一
五
番
歌
【
語
釈
】
「
あ
か
で
の
み
」
の
項
を
参
照
）
。
た
だ
、
「
こ
そ
」
が
間
に
入
り
、
そ
の
強
調
が
「
わ
が

身
」
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
上
掲
の
後
撰
集
歌
や
拾
遺
集
歌
と
同
様
に
、
「
の
み
」
は
「
わ
が
身
」
に
限
定

し
て
、
そ
れ
を
よ
り
際
立
た
せ
る
と
み
な
す
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
他
の
人
た
ち
と
は
違
っ
て
、
ま
さ
に
自
分
一

人
だ
け
が
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

お
も
ほ
ゆ
れ 

第
三
句
末
の
「
こ
そ
」
の
結
び
で
、
三
句
切
れ
と
な
る
。
「
お
も
ほ
ゆ
」
は
、
自
然
に
、
ひ
と
り

で
に
思
わ
れ
る
の
意
。
四
番
歌
【
語
釈
】
「
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
」
参
照
。 

は
か
な
き
は
る
を 

「
は
か
な
し
」
は
、
古
今
集
に
一
一
例
（
一
・
○
％
）
、
後
撰
集
に
二
一
例
（
一
・

五
％
）
、
拾
遺
集
に
七
例
（
○
・
五
％
）
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
集
に
は
九
例
（
七
・
二
％
。
九
・
一
九
・

三
五
・
六
二
・
一
○
七
・
一
○
八
・
一
一
○
・
一
一
一
・
一
二
五
）
あ
り
、
割
合
で
は
三
代
集
を
大
き
く
上
回

り
、
本
集
歌
の
表
現
を
特
徴
付
け
る
形
容
詞
と
み
な
し
う
る
。
そ
れ
は
分
布
に
も
認
め
ら
れ
、
九
例
中
五
例
が
本

集
末
尾
の
「
述
懐
」
と
「
詠
懐
」
の
部
に
偏
っ
て
い
る
。
そ
の
用
法
は
、
「
は
か
な
く
て
い
つ
も
我
身
の
ひ
と
り

し
て
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
に
し
づ
こ
こ
ろ
な
き
」
（
一
〇
七
・
述
懐
）
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
さ
つ
き
ま
た
ず
ぞ
な
き
に
け

る
は
か
な
く
は
る
を
す
ぐ
し
き
ぬ
れ
ば
」
（
一
二
五
・
詠
懐
）
な
ど
で
あ
り
、
こ
う
い
う
用
法
が
季
節
歌
で
あ
る

当
歌
に
も
及
ん
で
い
る
。
「
は
か
な
き
は
る
」
と
い
う
表
現
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
右
掲
の
一
〇
七
番
歌
の
下

句
同
様
と
考
え
ら
れ
る
（
当
歌
の
異
文
に
「
は
か
な
く
春
を
」
と
す
る
の
も
あ
る
）
。
も
と
よ
り
、
そ
の
修
飾
関

係
ど
お
り
、
春
自
体
も
あ
っ
け
な
く
終
わ
る
、
は
か
な
い
も
の
と
い
う
意
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
春
そ

の
も
の
も
、
そ
の
過
ご
し
方
も
「
は
か
な
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

す
ぐ
し
き
ぬ
れ
ば 

上
接
句
の
「
は
か
な
き
は
る
を
」
を
受
け
、
そ
の
全
体
で
順
接
確
定
条
件
句
を
構
成
し
て
、

上
三
句
と
倒
置
の
関
係
を
成
す
。
「
す
ぐ
す
」
に
「
く
」
と
「
ぬ
」
が
下
接
す
る
の
に
は
、
二
つ
の
意
図
が
あ

る
。
一
つ
は
視
点
が
到
達
点
で
あ
る
現
在
時
に
あ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
そ
の
現
在
時
が
春
が
終
っ
た
時
点
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
十
五
番
歌
以
降
、
惜
春
の
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
当
歌
も
、
春
の
終
わ
り
と
い
う
時
点
つ
ま

り
三
月
尽
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。 

 

【
補
注
】 

 

一
首
全
体
は
、
古
今
的
な
表
現
構
造
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
す
で
に
繰
り
返
し

述
べ
て
き
た
の
で
、
と
く
に
補
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
【
語
釈
】
の
上
二
句
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
は
補

足
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

全
釈
の
訳
は
、
「
我
が
身
は
病
に
お
と
ろ
え
、
い
つ
ま
で
生
き
る
か
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
し
み
じ
み
と
悲
し

い
と
思
う
の
だ
。
む
な
し
く
春
を
過
ご
し
て
き
た
の
で
。
」
と
あ
る
。
赤
人
集
の
同
歌
に
対
す
る
注
釈
で
は
、

「
時
は
春
の
好
い
日
で
あ
る
が
、
わ
が
身
の
み
は
し
み
じ
み
あ
わ
れ
だ
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
、
病
を
得
て
春
の

好
季
節
も
十
分
に
楽
し
め
な
い
ま
ま
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
の
で
。
」
（
阿
蘇
瑞
枝
『
和
歌
文
学
大
系 

人
麻
呂
集

／
赤
人
集
／
家
持
集
』
明
治
書
院 

二
〇
〇
四
年
）
と
訳
す
。 

 

両
訳
に
共
通
す
る
問
題
点
を
、
二
つ
だ
け
指
摘
し
て
お
く
。 

第
一
点
は
、
病
気
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
拠
詩
を
参
照
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
句
題
、
こ
の
和
歌

の
表
現
か
ら
、
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
本
集
歌
は
句
題
さ
ら
に
は
そ
の
原
拠
詩
を
契
機
あ
る
い
は

背
景
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
独
立
し
た
一
首
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
原
拠

詩
に
依
存
し
て
わ
け
で
は
な
い
。
仮
に
「
わ
が
身
」
ヲ
「
あ
わ
れ
」
と
思
う
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
が
立
て
ら

れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
由
は
下
句
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
病
身
と
す
る
必
然
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。 

第
二
点
は
、
「
あ
は
れ
」
の
解
釈
で
あ
る
。
「
し
み
じ
み
と
悲
し
い
」
や
「
し
み
じ
み
あ
わ
れ
だ
」
と
と
る
の

は
、
「
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞
に
特
化
さ
れ
た
意
味
で
あ
っ
て
、
「
あ
は
れ
」
と
い
う
感
動
詞
あ
る
い

は
名
詞
の
意
味
で
は
な
い
。
「
あ
は
れ
」
は
特
定
さ
れ
・
明
示
さ
れ
た
感
情
で
は
な
く
、
喚
起
さ
れ
る
情
動
そ
の

も
の
を
表
す
（
ち
な
み
に
、
中
国
語
の
「
可
憐
」
も
同
様
で
あ
る
）
。
も
ち
ろ
ん
、
下
句
と
の
関
係
を
考
え
れ

ば
、
そ
の
情
動
が
負
に
傾
く
と
は
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
悲
し
い
」
や
「
あ
わ
れ
だ
」
（
哀
れ
？
）
と
い

う
一
つ
の
感
情
に
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
生
じ
た
当
歌
の
表
現
上
の
原
因
を
挙
げ
て
み
る
と
、
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
「
わ
が

身
」
が
私
の
肉
体
の
意
と
解
さ
れ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
「
わ
が
身
」
の
格
関
係
を
示
す
助
詞
が
下
接
し
て
い



釈論大江千里集（六） 

3 

な
い
こ
と
か
ら
、
目
的
格
と
捉
え
ら
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
私
自
身
の
意
と
と
り
、
そ
れ
を

主
格
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
点
は
解
消
さ
れ
る
。 

も
う
一
度
、
確
認
し
た
い
。
「
あ
は
れ
」
と
思
う
の
は
私
で
あ
り
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
下
二
句
に
示
さ
れ

た
内
容
で
あ
る
。
「
わ
が
身
の
み
こ
そ
」
と
い
う
限
定
・
強
調
は
、
周
り
の
人
々
と
は
一
人
違
っ
た
春
の
過
ご
し

方
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
何
が
違
っ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
「
は
か
な
し
」
か
否
か
、
で
あ
る
。
な
ぜ
、

何
が
「
は
か
な
し
」
だ
っ
た
の
か
ま
で
は
、
遡
り
え
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
。 

初
句
の
「
あ
は
れ
と
も
」
と
「
あ
は
れ
と
は
」
は
、
も
ち
ろ
ん
ど
ち
ら
も
成
り
立
ち
う
る
。
あ
え
て
違
い
を
挙

げ
る
な
ら
ば
、
「
も
」
の
ほ
う
に
は
詠
嘆
性
が
、
「
は
」
の
ほ
う
に
は
弁
別
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
あ

は
れ
」
と
い
う
語
の
表
す
情
動
と
の
相
性
か
ら
す
れ
ば
、
「
も
」
の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 【
比
較
対
照
】 

底
本
は
、
一
行
空
白
で
句
題
が
欠
落
す
る
。
異
本
系
書
陵
部
本
で
は
、
句
題
を
「
可
憐
霊
処
好
春
朝
」
と
し
、

同
系
統
の
冷
泉
家
本
は
「
可
憐
虚
処
好
春
朝
」
と
す
る
。
原
拠
と
み
な
さ
れ
る
詩
の
本
文
は
、
「
可
憐
虚
度
好
春

朝
」
で
あ
る
。
全
釈
は
、
諸
本
に
異
同
が
な
い
こ
と
か
ら
原
拠
詩
は
こ
の
本
文
だ
っ
た
と
し
、
当
歌
の
句
題
と
す

る
。
本
釈
論
も
そ
れ
に
従
う
。 

こ
の
句
題
は
、
元
稹
の
七
言
絶
句
「
酬
楽
天
三
月
三
日
見
寄
」
（
元
氏
長
慶
集
・
巻
二
十
一
）
の
結
句
で
あ

る
。
『
白
居
易
集
箋
校
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
絶
句
は
、
白
氏
文
集
の
「
三
月
三
日
懐
微
之
」
（
三
月
三
日
微
之
を

懐
ふ
）
（
巻
十
七
・
一
○
八
一
）
と
題
す
る
七
言
絶
句
「
良
時
光
景
長
虚
擲
／
壮
歳
風
情
已
闇
銷
／
忽
憶
同
為
校

書
日
／
毎
年
狂
酔
是
今
朝
」
（
良
時
の
光
景
、
長
く
虚
し
く
擲
ち
／
壮
歳
の
風
情
、
已
に
闇
に
銷
す
／
忽
ち
憶
ふ

同
に
校
書
た
り
し
日
／
毎
年
狂
酔
せ
し
は
、
是
今
朝
な
り
）
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
（
西
一
夫
氏
の
御
教
示
に
よ

る
）
。
原
拠
詩
を
以
下
に
示
す
。 

当
年
此
日
花
前
酔 

当
年
の
此
の
日
、
花
前
に
酔
ふ
。 

今
日
花
前
病
裏
銷 

今
日
、
花
前
に
病
の
裏う

ち

は

銷
し
ょ
う

す
。 

独
倚
破
簾
閒
悵
望 

独
り
破
る
る
簾
に
倚
り
、
閒
よ
り
悵
望
す
。 

可
憐
虚
度
好
春
朝  

憐
れ
む
べ
し
、
虚
し
く
好
春
の
朝
を
度わ

た

る
を
。 

 

句
題
と
歌
と
の
表
現
上
の
対
応
関
係
を
見
る
と
、
「
可
憐
」
に
対
し
て
「
あ
は
れ
」
、
「
虚
」
に
対
し
て
「
は

か
な
き
」
、
「
度
」
に
対
し
て
「
す
ぐ
す
」
、
「
春
」
に
対
し
て
「
は
る
」
が
、
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
句
題
に
あ
っ

て
歌
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
「
好
春
」
の
「
好
」
と
「
朝
」
で
あ
り
、
歌
で
補
わ
れ
た
の
が
、
「
わ
が
身
の
み
こ

そ
」
で
あ
る
。 

 

歌
に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
「
好
」
は
、
日
々
の
好
天
か
否
か
を
問
わ
ず
、
春
と
い
う
季
節
そ
の
も
の
を
「
好
」

と
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
自
明
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
、
「
朝
」
に
つ
い
て
は
、
原
拠
詩
は
特
定
の
日

の
特
定
の
時
間
帯
を
表
し
て
い
る
が
、
歌
で
は
、
春
と
い
う
季
節
全
体
を
通
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
。
詩
題
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
原
拠
詩
は
三
月
三
日
で
あ
る
か
ら
、
惜
春
に
は
ま
だ
早
く
、
歌
で
は
そ

の
特
定
性
を
消
去
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。 

 

歌
で
補
わ
れ
た
第
二
句
の
「
わ
が
身
の
み
こ
そ
」
は
、
原
拠
詩
お
よ
び
句
題
と
は
異
な
る
、
千
里
の
眼
目
と
し

た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
原
拠
詩
の
転
句
に
も
「
独
」
字
が
見
ら
れ
る
が
、
歌
の
第
二
句
は
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
強

調
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
句
題
と
な
っ
た
結
句
に
あ
る
「
虚
」
は
、
一
人
で
過
ご
す
こ
と
を
言

い
、
そ
れ
で
決
し
て
満
足
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
な
り
に
春
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
歌
で
は
、
一
人
だ
か
ら
春
を
十
分
に
楽
し
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
春
を

楽
し
め
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
状
況
が
自
分
一
人
で
あ
る
と
い
う
、
圧
倒
的
な
取
り
残

さ
れ
感
が
第
二
句
に
表
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
は
れ
」
は
、
春
に
も
周
り
か
ら
も
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
わ
が

身
」
の
慨
嘆
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
原
拠
詩
や
句
題
を
離
れ
、
ま
た
春
歌
と
し
て
の
、
惜
春
の
情
を
も
は

る
か
に
越
え
て
し
ま
っ
た
歌
境
が
認
め
ら
れ
よ
う
。 

  

 
 
 

惆
悵
春
帰
不
留
得
（
惆
悵
す
、
春
帰
り
て
留
め
得
ず
） 

二
○ 

な
げ
き
つ
つ
す
ぎ
ゆ
く
春
を
を
し
め
ど
も
あ
ま
つ
そ
ら
か
ら
ふ
り
す
て
て
ゆ
く 

 

【
通
釈
】 

溜
息
を
つ
き
な
が
ら
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
春
を
惜
し
む
け
れ
ど
、
（
春
は
そ
ん
な
私
を
）
高
い
空
か
ら
振
り
切
っ

て
捨
て
て
、
去
っ
て
行
く
こ
と
だ
よ
。 
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【
語
釈
】 

な
げ
き
つ
つ 

「
な
げ
く
」
は
一
般
に
、
悲
し
み
を
態
度
や
言
葉
に
表
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
接
続
助
詞
「
つ

つ
」
が
示
す
二
つ
の
並
行
す
る
動
作
は
、
初
句
の
「
な
げ
く
」
と
第
二
句
の
「
す
ぎ
ゆ
く
」
あ
る
い
は
初
句
と
第

三
句
の
「
を
し
む
」
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
と
す
れ
ば
、
主
体
は
と
も
に
「
春
」
、
後
者
と
す
れ
ば
、

主
体
は
と
も
に
詠
み
手
と
な
る
。
本
集
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
つ
つ
」
の
歌
末
以
外
の
十
例
の
う
ち
、
二
つ
め
の
動

詞
が
「
つ
つ
」
に
す
ぐ
下
接
し
な
い
例
は
、
「
も
み
ぢ
つ
つ
色
く
れ
な
ゐ
に
み
ゆ
る
日
は
な
く
せ
み
さ
へ
や
な
く

は
な
り
ぬ
る
」
（
四
四
・
秋
）
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
す
ぐ
下
接
し
な
い
他
例
は
、
「
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
〇
・
遊
覧
）
と
「
と
し
ご
と
に
は
る
あ
き
と
の
み

か
ぞ
へ
つ
つ
身
は
ひ
と
と
き
に
あ
ふ
よ
し
も
な
し
」
（
一
二
二
・
詠
懐
）
の
よ
う
な
、
形
容
詞
の
場
合
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
千
里
の
「
つ
つ
」
の
使
い
具
合
を
見
る
と
、
「
う
ぐ
ひ
す
は
す
ぎ
に
し
春
を
を
し
み
つ
つ
な
く
こ
ゑ
お

ほ
き
こ
ろ
に
ぞ
あ
り
け
る
」
（
二
三
・
夏
）
や
「
あ
き
の
よ
を
さ
む
み
な
き
つ
つ
ゆ
く
か
り
の
し
も
を
し
の
ぎ
て

ゆ
き
か
へ
る
ら
ん
」
（
四
九
・
秋
）
な
ど
の
よ
う
に
、
直
接
つ
な
が
る
ほ
う
の
可
能
性
が
高
い
。
ど
ち
ら
が
適
当

か
、
【
補
注
】
で
改
め
て
検
討
す
る
。 

す
ぎ
ゆ
く
春
を 

「
す
ぎ
ゆ
く
春
」
は
、
一
五
番
歌
【
語
釈
】
の
同
句
の
項
を
参
照
。
本
集
成
立
前
後
に
用
例
が

ま
と
ま
っ
て
見
え
る
が
、
当
歌
以
外
で
の
初
句
は
「
あ
か
ず
し
て
」
あ
る
い
は
「
あ
か
ず
の
み
」
で
あ
る
。
補
助

動
詞
「
ゆ
く
」
は
、
前
項
動
詞
「
す
ぐ
」
の
動
作
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
今
現
在
、

そ
の
動
作
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
く
、
春
は
少
し
ず
つ
過
ぎ
行
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
般
論

を
示
す
。 

を
し
め
ど
も 

「
を
し
む
」
は
、
愛
惜
と
哀
惜
の
二
種
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
、
一
六
番
歌
【
語
釈
】
の
「
わ
が

を
し
み
こ
し
」
の
項
で
確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
、
「
す
ぎ
ゆ
く
春
」
と
い
う
消
失
を
前
提
と
す
る
春
を
対
象
と
す

る
こ
と
か
ら
、
哀
惜
の
意
。
「
を
し
む
」
に
つ
い
て
は
、
一
七
番
歌
【
語
釈
】
の
「
を
し
め
ど
も
」
で
触
れ
た
よ

う
に
、
本
集
歌
を
特
徴
づ
け
る
語
の
一
つ
で
あ
る
。 

あ
ま
つ
そ
ら
か
ら 

「
ふ
り
す
て
て
」
に
係
り
、
修
辞
的
に
は
「
ふ
り
（
降
り
）
」
を
導
く
。
「
あ
ま
つ
そ
ら
」

は
「
天
つ
空
」
の
意
で
、
地
上
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
高
い
空
間
を
表
す
。
万
葉
集
に
は
「
立
ち
て
居
て
た
ど
き
も

し
ら
ず
我あ

が
心
天
つ
空
な
り
（
天
津
空
有
）
地つ

ち

は
踏
め
ど
も
」
（
万
葉
集
・
十
二
・
二
八
八
七
）
の
一
例
の
み
だ

が
、
古
今
集
以
降
は
「
夕
ぐ
れ
は
雲
の
は
た
て
に
物
ぞ
思
ふ
あ
ま
つ
そ
ら
な
る
人
を
こ
ふ
と
て
」
（
古
今
集
・
十

一
・
恋
一
・
四
八
四
）
、
「
ゆ
き
や
ら
ぬ
夢
ぢ
に
ま
ど
ふ
た
も
と
に
は
あ
ま
つ
そ
ら
な
き
露
ぞ
お
き
け
る
」
（
後

撰
集
・
九
・
恋
一
・
五
五
九
）
な
ど
多
く
詠
ま
れ
、
文
字
ど
お
り
の
意
と
、
か
け
離
れ
た
と
い
う
意
の
両
方
で
用

い
ら
れ
る
。
本
集
に
は
当
歌
も
含
め
て
二
例
見
え
る
が
、
ど
ち
ら
も
前
者
の
意
。
格
助
詞
「
か
ら
」
は
動
作
の
起

点
を
表
す
。
こ
こ
で
は
、
結
句
の
「
ふ
り
す
つ
」
と
い
う
動
作
の
起
点
が
「
あ
ま
つ
そ
ら
」
で
あ
る
こ
と
を
示

す
。 

ふ
り
す
て
て
ゆ
く 

「
ふ
り
す
つ
」
は
、
思
い
切
っ
て
捨
て
る
の
意
。
単
な
る
「
す
つ
」
と
異
な
る
の
は
、
決
断

を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ふ
り
す
つ
」
の
早
い
時
期
の
用
例
に
、
「
…
…
め
よ
り
な
み
だ
の 

も
り
し
か
ば 

た
も
と
も
う
か
ぶ 

か
み
な
月 

し
ぐ
れ
と
と
も
に 

ふ
り
す
て
て 

う
し
ろ
め
た
く
ぞ 

あ
り
し
か
ど
…
…
」

（
忠
岑
集
・
八
七
）
、
「
思
は
じ
と
お
も
ふ
も
の
か
ら
夏
の
雨
の
ふ
り
す
て
が
た
き
君
に
も
有
る
か
な
」
（
古
今

六
帖
・
一
・
天
・
あ
め
・
四
七
三
）
な
ど
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
当
歌
が
最
も
早
い
用
例
で
あ
ろ
う
。
忠
岑
集
の

長
歌
は
、
甲
斐
下
向
中
に
、
娘
ま
で
も
う
け
た
女
が
不
実
を
は
た
ら
い
た
こ
と
を
詰
る
忠
岑
の
長
歌
に
対
し
て
、

逆
に
忠
岑
の
浮
気
を
責
め
る
女
の
返
歌
で
あ
り
、
「
忠
岑
が
私
を
振
り
捨
て
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
今
六

帖
歌
も
恋
愛
相
手
を
「
ふ
り
す
て
が
た
き
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
ふ
り
す
つ
」
の
は
、
物
で
は
な
く
、
も

っ
ぱ
ら
人
で
あ
り
、
し
か
も
捨
て
難
い
も
の
を
捨
て
る
と
き
に
使
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
「
む
つ
ま
し
き
う
と
き
と

い
も
を
ふ
り
す
て
て
山
べ
に
ひ
と
り
い
か
で
す
む
ら
ん
」
（
宇
津
保
物
語
・
蔵
開
下
・
七
八
二
・
仲
忠
）
、
「
な

で
き
け
ん
む
ば
の
く
ろ
か
み
ふ
り
す
て
て
か
は
れ
る
す
ぢ
は
こ
こ
ろ
ぼ
そ
し
や
」
（
兼
澄
集
・
五
八
、
詞
書
「
た

め
か
た
の
め
の
と
あ
ま
に
な
り
し
に
、
と
ぶ
ら
ひ
に
ま
か
り
て
」
）
な
ど
の
よ
う
に
、
世
を
捨
て
る
つ
ま
り
出
家

す
る
こ
と
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
歌
も
、
詠
み
手
が
「
す
ぎ
ゆ
く
春
」
を
惜
し
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
春
が
詠
み
手
を
捨
て
て
去
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
、
同
様
の
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
「
ふ
り
す
つ
」
の

「
ふ
り
」
は
「
ふ
（
振
）
り
」
の
意
で
あ
る
が
、
忠
岑
集
歌
・
古
今
六
帖
歌
が
「
時
雨
」
「
雨
」
の
縁
語
「
ふ

（
降
）
り
」
を
掛
け
る
よ
う
に
、
当
歌
も
「
あ
ま
つ
そ
ら
か
ら
」
、
雨
が
降
る
と
い
う
表
現
こ
そ
な
い
も
の
の
、

そ
れ
か
ら
の
連
想
で
「
降
り
」
を
掛
け
て
、
鎖
型
構
文
を
構
成
す
る
。
本
集
に
は
珍
し
く
、
序
詞
と
そ
れ
に
導
か

れ
る
掛
詞
と
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
語
の
接
続
助
詞
「
て
」
は
、
現
代
語
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、

「
て
」
を
介
し
て
連
接
す
る
二
語
の
分
離
を
明
示
す
る
（
塚
原
鉄
雄
「
接
続
助
詞
」
『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』

二
三
巻
四
号
、
一
九
五
八
年
な
ど
）
。
当
歌
の
結
句
に
お
い
て
も
、
「
ふ
り
す
て
て
ゆ
く
」
は
「
ふ
り
す
て
ゆ

く
」
と
は
異
な
り
、
「
ふ
り
す
つ
」
と
「
ゆ
く
」
が
、
別
々
の
順
次
的
な
動
作
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
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【
補
注
】 

 

【
語
釈
】
「
な
げ
き
つ
つ
」
の
項
で
保
留
に
し
て
お
い
た
問
題
か
ら
取
り
上
げ
る
。
「
な
げ
き
つ
つ
」
が
ど
の

動
作
と
の
並
行
を
表
し
て
い
る
か
、
で
あ
る
。 

「
な
げ
く
」
と
「
を
し
む
」
の
並
行
と
見
れ
ば
、
惜
春
の
情
を
表
す
の
に
よ
く
使
わ
れ
る
「
な
げ
く
」
と
「
を

し
む
」
の
二
語
と
も
詠
み
込
む
こ
と
で
、
詠
み
手
の
い
っ
そ
う
強
い
惜
春
の
情
を
表
す
こ
と
に
は
な
る
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
「
な
げ
き
つ
つ
を
し
む
」
と
い
う
の
は
、
平
行
す
る
別
個
の
動
作
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う

か
。
「
な
げ
く
」
が
外
面
的
、
「
を
し
む
」
が
内
面
的
、
と
い
う
区
別
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は

近
接
・
類
似
し
た
感
情
の
動
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
別
語
と
し
て
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
調
す
る
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
表
現
と
し
て
は
余
剰
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

仮
に
、
「
な
げ
き
つ
つ
す
ぎ
ゆ
く
」
と
い
う
関
係
と
し
て
捉
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
ど
ち
ら
の
動
作
主
体

も
「
春
」
で
あ
る
。
「
な
げ
く
」
の
主
体
が
「
春
」
と
す
れ
ば
、
当
然
、
擬
人
的
表
現
と
な
る
が
、
そ
れ
は
結
句

の
「
ふ
り
す
つ
」
と
い
う
表
現
と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
っ
て
、
設
定
と
し
て
の
齟
齬
は
な
い
。
後
は
、
「
春
」
が

「
な
げ
く
」
と
い
う
関
係
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。 

【
語
釈
】
「
ふ
り
す
て
て
ゆ
く
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ふ
り
す
つ
」
に
は
決
断
を
要
す
る
。
決
断
を
要

す
る
の
は
、
そ
の
相
手
を
捨
て
が
た
く
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
春
」
が
「
ふ
り
す
つ
」
と
す
れ
ば
、
そ
う

い
う
思
い
が
表
れ
て
い
る
の
が
ま
さ
に
、
こ
の
「
な
げ
く
」
で
あ
る
。 

本
集
に
か
ぎ
ら
ず
、
惜
春
の
歌
は
、
詠
み
手
か
ら
春
へ
の
一
方
的
な
思
い
を
う
た
う
も
の
で
あ
っ
て
、
春
は
無

情
に
も
過
ぎ
行
く
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
当
歌
で
は
「
ふ
り
す
つ
」
と
い
う
動
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
擬
人
化
し
有
情
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
春
と
の
別
れ
の
耐
え
が
た
さ
・
名
残
惜
し
さ
が
よ

り
際
立
つ
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
一
首
全
体
の
表
現
構
造
と
し
て
は
、
詠
み
手
側
を
中
心
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
句
の

「
を
し
め
ど
も
」
は
詠
み
手
の
思
い
で
あ
り
、
こ
の
逆
接
の
前
提
と
し
て
は
、
強
く
春
を
惜
し
め
ば
、
そ
の
思
い

に
応
え
て
、
春
も
止
ま
る
は
ず
だ
と
い
う
論
理
が
あ
る
。
こ
の
論
理
が
成
立
す
る
に
は
、
春
が
人
の
心
を
解
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
と
同
じ
心
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
歌
の
春
の
擬
人
化
の
発
想

の
原
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
の
が
「
ふ
り
す
て
て
ゆ
く
」
で
あ
る
。 

し
か
し
、
春
が
「
な
げ
く
」
と
い
う
の
は
、
擬
人
化
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
徴
表
が
な
け
れ
ば
、
観
念
的
す
ぎ

る
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
「
な
げ
く
」
の
語
源
「
長
（
な
が
）
＋
息
（
い
き
）
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
空
気
の
動
き
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
然
現
象
と
す
れ
ば
、
風
に
な
る
。
風
な
ら
ば
春
の
去

来
と
ご
く
自
然
に
結
び
付
き
う
る
。
実
際
、
嘆
き
の
息
が
風
に
な
る
こ
と
を
詠
む
「
大
野
山
霧
立
ち
渡
る
我
が
嘆

く
（
和
何
那
宣
久
）
お
き
そ
の
風
に
（
於
伎
蘇
乃
可
是
尓
）
霧
立
ち
渡
る
」
（
万
葉
集
・
五
・
七
九
九
・
山
上
憶

良
）
も
参
考
に
な
ろ
う
。 

本
集
九
番
歌
「
は
か
な
く
て
そ
ら
な
る
風
の
と
し
を
へ
て
春
ふ
き
お
く
る
こ
と
ぞ
あ
や
し
き
」
（
九
・
夏
）
の

よ
う
に
、
春
と
い
う
季
節
は
「
そ
ら
な
る
風
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
。
そ
し
て
、
「
夏

と
秋
と
行
き
か
ふ
そ
ら
の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ
す
ず
し
き
風
や
ふ
く
ら
む
」
（
古
今
集
・
三
・
夏
・
一
六
八
・
凡

河
内
躬
恒
）
の
よ
う
に
、
春
と
夏
の
交
代
も
空
に
お
け
る
風
の
行
き
交
い
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
発
想
も
あ

る
。
こ
れ
ら
の
発
想
が
当
歌
に
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
春
の
過
ぎ
行
く
こ
と
は
空
か
ら
吹
い
て
来
る
風
（
＝
「
な
げ
き
」
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
果
的
に
「
あ
ま
つ
そ
ら
か
ら
ふ
り
す
て
て
ゆ
く
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 【
比
較
対
照
】 

 

原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
七
言
絶
句
「
三
月
三
十
日
題
慈
恩
寺
」
詩
（
巻
十
三
・
○
六
三
一
）
で
あ

り
、
句
題
は
そ
の
転
句
で
あ
る
。 

慈
恩
春
色
今
朝
尽 

慈
恩
の
春
色
、
今
朝
尽
く
。 

尽
日
徘
徊
倚
寺
門 

尽
日
徘
徊
し
て
、
寺
門
に
倚
る
。 

惆
悵
春
帰
不
留
得 

惆
悵
す
、
春
帰
り
て
留
め
得
ず
。 

紫
藤
花
下
漸
黄
昏 

紫
藤
花
下
、
漸
く
黄
昏
た
り
。 

こ
の
転
句
は
、
千
載
佳
句
（
送
春
・
一
一
五
）
、
和
漢
朗
詠
集
（
三
月
尽
・
五
二
）
に
も
採
ら
れ
、
三
月
尽
の

惜
春
句
と
し
て
著
名
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

表
現
相
互
の
対
応
関
係
と
し
て
は
、
「
惆
悵
」
に
対
す
る
「
な
げ
く
」
、
「
春
帰
」
に
対
す
る
「
す
ぎ
ゆ
く

春
」
、
「
不
留
得
」
に
対
す
る
「
ふ
り
す
つ
」
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
惆
悵
」
と
「
な
げ
く
」
、
「
不
留
得
」

と
「
ふ
り
す
つ
」
で
は
、
表
す
事
態
は
同
じ
で
も
、
そ
れ
を
捉
え
る
視
点
が
異
な
り
、
句
題
の
ほ
う
は
人
間
の

側
、
歌
の
ほ
う
は
春
の
側
か
ら
で
あ
る
。
句
題
の
表
現
は
歌
に
ほ
ぼ
満
た
さ
れ
、
歌
に
新
た
に
付
加
さ
れ
た
の
は

「
を
し
む
」
と
「
あ
ま
つ
そ
ら
か
ら
」
く
ら
い
で
あ
る
。
前
者
は
「
惆
悵
」
の
思
い
の
理
由
と
し
て
導
か
れ
う
る

が
、
後
者
は
歌
独
自
の
発
想
に
よ
り
、
原
拠
詩
に
は
ま
っ
た
く
関
わ
ら
な
い
。 



小池博明・半澤幹一 

6 

当
歌
が
、
句
題
さ
ら
に
は
原
拠
詩
と
、
設
定
と
し
て
異
な
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
原
拠
詩
が

三
月
尽
の
一
日
の
詠
み
手
の
惜
春
の
思
い
に
基
づ
く
行
動
を
具
体
的
に
描
い
た
の
に
対
し
て
、
歌
は
惜
春
を
一
般

化
・
抽
象
化
し
て
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
原
拠
詩
で
の
春
は
あ
く
ま
で
も
詠
み
手
が
惜
し
む
対

象
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
の
に
対
し
て
、
歌
で
は
春
と
詠
み
手
は
対
等
あ
る
い
は
む
し
ろ
春
の
ほ
う
が
主
体
化

さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
歌
の
あ
り
よ
う
を
も
う
少
し
敷
衍
す
れ
ば
、
【
語
釈
】
「
ふ
り
す
て
て
ゆ
く
」
の
項
に
引
用
し
た

例
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
歌
は
恋
歌
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
読
み
を
促
す
。
つ
ま
り
、
恋
人
同
士

が
宿
命
に
よ
っ
て
泣
く
泣
く
別
れ
る
と
い
う
場
面
が
想
定
さ
れ
る
。
季
節
の
推
移
は
ま
さ
に
自
然
の
宿
命
で
あ

り
、
た
と
え
ど
ん
な
に
一
方
が
「
な
げ
い
」
て
も
、
も
う
一
方
が
「
を
し
ん
」
で
も
、
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
さ
ほ
ひ
め
は
い
く
ら
の
春
を
を
し
め
ば
か
そ
め
い
だ
す
花
の
八
重
に
さ
く
ら
ん
」

（
宇
津
保
物
語
・
春
日
詣
・
一
五
一
・
木
工
助
惟
元
）
の
よ
う
な
、
春
の
女
神
で
あ
る
佐
保
姫
を
想
定
す
る
こ
と

も
で
き
な
く
は
な
い
。 

も
と
よ
り
、
季
節
歌
そ
の
も
の
に
恋
歌
的
な
色
合
い
を
強
く
持
た
せ
る
と
い
う
当
歌
の
詠
み
ぶ
り
は
、
原
拠
詩

に
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
、
千
里
の
工
夫
で
あ
る
。 

   
 
 
 
 

一
歳
唯
残
半
日
春
（
一
歳
、
唯
だ
残
る
半
日
の
春
） 

二
一 

ひ
と
と
せ
に
ま
た
ふ
た
た
び
も
こ
じ
も
の
を
た
だ
ひ
る
な
か
ぞ
は
る
は
の
こ
れ
る 

 

【
通
釈
】 

一
年
に
ま
た
も
う
一
度
（
春
が
）
来
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
な
あ
。
（
し
か
し
ま
だ
）
わ
ず
か
に
昼
の
半
日
分

だ
け
春
は
残
っ
て
い
る
こ
と
だ
よ
。 

【
語
釈
】 

ひ
と
と
せ
に 

「
と
せ
」
は
年
の
単
位
を
示
す
助
数
詞
で
あ
る
か
ら
、
「
ひ
と
と
せ
」
は
、
一
年
と
い
う
単
位
を

表
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
い
つ
の
時
点
か
ら
で
も
カ
ウ
ン
ト
で
き
る
が
、
普
通
は
一
月
一
日
か
ら
数
え
て
の
一
年

が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
格
助
詞
「
に
」
を
伴
い
、
「
一
年
に
（
一
年
迩
）
七
日
の
夜
の
み
逢
ふ
人
の
恋
も
過
ぎ
ね

ば
夜
は
ふ
け
行
く
も
」
（
万
葉
集
・
十
・
二
○
三
二
）
、
「
こ
ゑ
た
え
ず
な
け
や
う
ぐ
ひ
す
ひ
と
と
せ
に
ふ
た
た

び
と
だ
に
く
べ
き
春
か
は
」
（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
一
三
一
・
藤
原
興
風
）
な
ど
の
よ
う
に
、
一
年
と
い
う
単

位
で
一
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
詠
む
際
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

ま
た
ふ
た
た
び
も 

「
ま
た
」
も
「
ふ
た
た
び
」
も
同
じ
意
な
の
で
、
そ
の
反
復
性
が
強
調
さ
れ
る
。
用
例
は
稀

少
で
、
平
安
時
代
に
は
、
「
こ
ひ
し
さ
の
う
き
に
ま
ぎ
る
る
も
の
な
ら
ば
ま
た
ふ
た
た
び
と
き
み
を
み
ま
し
や
」

（
後
拾
遺
集
・
十
四
・
恋
四
・
七
九
二
・
大
弐
三
位
）
が
あ
る
程
度
。
全
釈
の
語
釈
で
は
、
「
ひ
と
と
せ
に
ふ
た

た
び
」
に
つ
い
て
、
「
必
ず
否
定
形
と
と
も
に
も
ち
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
当
歌
も
「
こ
じ
」
の
「
じ
」
と
い
う

打
消
し
推
量
を
伴
う
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
正
し
い
も
の
の
、
「
い
ろ
か
は
る
秋
の
き
く
を
ば
ひ
と
と
せ
に
ふ
た

た
び
に
ほ
ふ
花
と
こ
そ
見
れ
」
（
古
今
集
・
五
・
秋
下
・
二
七
八
）
、
「
梅
が
え
に
ふ
り
つ
む
雪
は
ひ
と
と
せ
に

ふ
た
た
び
さ
け
る
花
か
と
ぞ
見
る
」
（
拾
遺
集
・
四
・
冬
・
二
五
六
・
藤
原
公
任
）
と
い
っ
た
用
例
も
存
在
す

る
。
こ
れ
ら
も
、
普
通
は
一
年
に
二
回
実
現
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
の
成
立
を
詠
む
と
こ
ろ
に
趣
向
が
あ
り
、
打

ち
消
し
を
伴
う
表
現
を
前
提
と
し
た
用
例
で
は
あ
る
が
、
否
定
形
と
の
文
法
上
の
呼
応
関
係
に
あ
る
と
は
言
え
な

い
。
句
末
の
「
も
」
は
、
こ
こ
で
言
う
打
ち
消
し
の
事
態
に
対
す
る
詠
嘆
を
表
す
。 

こ
じ
も
の
を 

「
く
（
来
）
」
＋
「
じ
」
＋
「
も
の
を
」
か
ら
成
る
。
「
来
」
の
主
体
は
、
「
春
」
。
こ
の
句
の

類
例
と
し
て
は
、
「
わ
す
れ
て
は
よ
に
こ
じ
も
の
を
か
へ
る
や
ま
い
つ
は
た
人
に
あ
は
む
と
す
ら
ん
」
（
伊
勢

集
・
四
一
一
）
が
あ
る
く
ら
い
だ
が
、
こ
れ
さ
え
異
本
や
他
出
文
献
（
新
古
今
集
・
定
家
十
体
・
桐
火
桶
な
ど
）

に
は
「
よ
に
も
こ
し
ぢ
の
」
と
あ
り
、
確
例
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
「
こ
じ
も
の
を
」
は
、
な
じ
み

の
な
い
表
現
で
あ
る
。
打
消
の
「
ず
」
で
は
な
く
「
じ
」
を
選
択
す
れ
ば
、
春
が
二
度
来
な
い
こ
と
を
予
想
し
な

が
ら
も
確
定
し
て
い
な
い
事
実
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
春
を
諦
め
き
れ
な
い
執
着
が
見
て
取
れ

る
。
「
も
の
を
」
は
接
続
助
詞
と
し
て
も
終
助
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
が
、
当
歌
で
は
終
助
詞
と
し
て
、
下
句

と
は
切
れ
て
い
る
と
と
る
。
【
補
注
】
参
照
。 

た
だ
ひ
る
な
か
ぞ 

「
た
だ
」
に
つ
い
て
は
、
一
六
番
歌
【
語
釈
】
「
春
は
た
だ
」
の
項
を
参
照
。
「
た
だ
」
が

「
ぞ
」
や
「
の
こ
れ
る
」
と
共
起
す
る
例
に
、
「
春
す
ぎ
て
ち
り
は
て
に
け
る
梅
の
花
た
だ
か
ば
か
り
ぞ
枝
に
の

こ
れ
る
」
（
拾
遺
集
・
十
六
・
雑
春
・
一
○
六
三
・
如
覚
法
師
）
、
「
い
ろ
い
ろ
に
花
は
や
へ
ま
で
う
つ
ろ
へ
ど

た
だ
ひ
と
む
ら
ぞ
き
く
は
の
こ
れ
る
」
（
殿
上
歌
合 

承
保
二
年
・
一
四
・
藤
原
家
実
）
な
ど
が
あ
る
。
当
歌
を

含
め
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
「
た
だ
」
が
限
定
す
る
の
は
、
「
ぞ
」
と
あ
い
ま
っ
て
、
「
ひ
る
な
か
」
で
あ
る
。

「
ひ
る
な
か
」
は
、
当
歌
以
外
の
歌
例
を
検
索
し
え
な
い
。
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
は
、
「
ま
ひ
る
。

日
中
。
ひ
る
ま
。
ひ
る
ひ
な
か
」
の
意
と
し
て
、
当
歌
を
初
例
と
し
、
あ
と
は
江
戸
時
代
以
降
の
も
の
を
挙
げ
る
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の
み
な
の
で
、
当
代
で
は
孤
例
と
な
る
。
こ
の
「
ひ
る
な
か
」
は
、
半
日
の
意
と
ほ
ぼ
同
じ
で
は
あ
る
が
、
明
る

い
時
間
帯
を
中
心
と
し
た
半
日
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
助
詞
を
下
接
し
な
い
が
、
「
ひ
る
な
か
」
単
独
で
、
時

間
格
と
し
て
、
結
句
の
「
は
る
は
の
こ
れ
る
」
を
連
用
修
飾
す
る
。 

は
る
は
の
こ
れ
る 
こ
の
句
は
、
他
に
伏
見
院
御
集
（
六
五
二
）
に
見
え
る
く
ら
い
で
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
用

例
と
し
て
は
当
歌
の
み
。
晩
春
の
設
定
な
ら
ば
、
関
心
の
中
心
は
春
が
去
る
、
つ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
こ
と
の
ほ

う
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
係
助
詞

「
は
」
は
、
「
ひ
る
な
か
」
を
主
格
（
ガ
格
）
と
す
れ
ば
、
補
格
（
ニ
格
）
相
当
の
「
は
る
」
を
他
の
季
節
と
対

比
す
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
「
ひ
る
な
か
」
を
補
格
（
ニ
格
）
と
す
れ
ば
、
主
格
（
ガ
格
）
相
当
の
「
は

る
」
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
歌
が
春
歌
で
あ
る
こ
と
を
重
ん
じ
れ
ば
、
後
者
と
と
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。 

 

【
補
注
】 

 

当
歌
の
通
釈
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
全
体
の
つ
な
が
り
が
あ
ま
り
良
く
な
い
。
全
釈
の
よ
う
に
、
「
春

と
い
う
も
の
は
一
年
の
内
に
二
度
と
再
び
来
な
い
も
の
な
の
に
、
そ
の
最
後
の
一
日
の
半
日
に
だ
け
に
僅
か
に
春

は
残
っ
て
い
る
ば
か
り
だ
」
と
、
上
句
と
下
句
を
つ
な
げ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
感
は
よ
り
強
ま
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
だ
か
ら
何
？
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
は
、
下
句
の
表
現
に
あ
る
。
同
じ
事
態
で
あ
っ
て
も
、
春
が
あ
と
も
う
半
日
分
し
か
残
っ
て
い
な
い

と
い
う
否
定
表
現
な
ら
ば
、
ま
だ
分
か
る
の
で
あ
る
。
残
り
わ
ず
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
春
を
惜
し
ん
で
余
り
な

い
気
持
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
「
た
だ
ひ
る
な
か
ぞ
は
る
は
の
こ
れ
る
」
と
い
う
肯
定
表
現
、
し
か
も
「
ぞ
」
や
「
は
」
に
よ
る

強
調
や
取
り
立
て
が
加
わ
る
と
、
ま
だ
半
日
は
春
を
楽
し
め
る
ぞ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

半
日
を
「
ひ
る
な
か
」
と
す
る
の
は
、
明
る
い
う
ち
は
、
春
の
風
光
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を

含
意
し
て
い
よ
う
。 

 

し
か
し
、
晩
春
を
詠
む
歌
と
し
て
、
こ
う
い
う
、
い
わ
ば
前
向
き
な
詠
み
方
は
決
し
て
一
般
的
で
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
前
提
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
全
体
の
つ
な
が
り
に
違
和
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
本
釈
論
に
お

い
て
、
上
句
と
下
句
を
二
文
に
分
け
た
の
は
、
一
文
内
に
よ
る
直
接
的
な
違
和
感
を
い
く
ぶ
ん
か
で
も
和
ら
げ
よ

う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

ど
ち
ら
で
あ
れ
、
当
歌
が
三
月
尽
日
を
詠
ん
だ
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
一
五
番
歌
以
降
続
い
た
惜
春
の
歌
の

最
後
で
あ
り
、
か
つ
春
部
最
後
の
歌
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
配
列
上
の
位
置
に
、
何
ら
か
の
意
味
を
見
出
す
と

す
れ
ば
、
次
の
二
点
で
あ
る
。 

一
つ
は
、
歌
意
か
ら
、
三
月
尽
日
つ
ま
り
春
の
最
終
日
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
点
、
も
う
一
つ
は
、

「
ひ
と
と
せ
に
ま
た
ふ
た
た
び
も
こ
じ
も
の
を
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
一
年
に
お
け
る
春
と
い
う
季
節
を
総

括
し
て
い
る
点
で
あ
る
。 

藤
原
高
遠
集
に
は
、
「
三
月
尽
日
唯
残
半
日
春
」
と
い
う
、
当
歌
と
酷
似
し
た
句
題
で
、
「
を
し
む
と
や
空
の

け
し
き
も
お
も
ふ
ら
ん
い
り
あ
ひ
の
こ
ゑ
に
春
の
の
こ
れ
る
」
（
高
遠
集
・
一
七
三
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
「
い

り
あ
ひ
の
こ
ゑ
」
と
は
晩
鐘
つ
ま
り
夕
刻
を
知
ら
せ
る
寺
の
鐘
の
音
の
こ
と
で
、
三
月
尽
日
の
そ
の
時
刻
の
空
に

春
の
名
残
り
を
認
め
よ
う
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
題
意
に
も
惜
春
歌
に
も
適
っ
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

当
歌
は
、
赤
人
集
（
四
八
番
）
に
も
同
文
で
載
る
。 

 

【
比
較
対
照
】 

原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
七
言
の
六
句
か
ら
成
る
詩
「
三
月
晦
日
日
晩
聞
」
詩
（
巻
六
十
四
・
三
一
三

一
）
で
あ
り
、
句
題
は
そ
の
最
終
句
か
ら
採
ら
れ
た
。 

 
 

晩
来
林
鳥
語
殷
勤 

晩
来
、
林
鳥
の
語
、
殷
勤
に
し
て
、 

 
 

似
惜
風
光
説
向
人 

風
光
を
惜
し
み
、
人
に
説
く
に
似
た
り
。 

 
 

遺
脱
破
袍
労
報
暖 

破
袍
を
脱
せ
し
め
、
労
は
し
く
暖
を
報
じ
、 

 
 

催
沽
美
酒
敢
辞
貧 

美
酒
を
沽か

ふ
こ
と
を
催
し
て
、
敢
へ
て
貧
を
辞
せ
ん
や
。 

 
 

声
声
勧
酔
応
須
酔 

声
声
、
酔
ひ
を
勧
め
、
応
に
須
ら
く
酔
ふ
べ
し
。 

 
 

一
歳
唯
残
半
日
春 

一
歳
、
唯
だ
残
る
半
日
の
春
。 

 
こ
の
詩
全
体
を
見
て
、
春
歌
の
句
題
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
鳥
を
詠
み
込
ん
だ
第
一
句
に
な
り

そ
う
で
あ
る
が
、
春
部
の
最
後
を
飾
る
も
の
と
し
て
、
最
終
句
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

句
題
の
表
現
は
す
べ
て
歌
に
移
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
、
「
半
日
」
と
「
ひ
る
な
か
」
に
つ
い
て
は
、

原
拠
詩
で
は
「
晩
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
ひ
る
な
か
」
の
原
義
を
考
え
れ
ば
、
時
間
帯
設
定
が
大
き
く
異
な

る
こ
と
に
な
る
。 



小池博明・半澤幹一 

8 

 
歌
で
付
加
さ
れ
た
の
は
、
「
ま
た
ふ
た
た
び
も
こ
じ
も
の
を
」
と
い
う
二
句
分
ま
る
ま
る
で
あ
る
。
こ
の
含
意

は
、
詩
題
の
「
三
月
尽
日
」
お
よ
び
詩
の
最
終
句
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
一
歳
」
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。 

 

こ
の
原
拠
詩
で
注
目
し
た
い
の
は
、
全
体
の
文
脈
を
ふ
ま
え
て
最
終
句
に
詠
ま
れ
た
心
情
で
あ
る
。
夕
方
に
鳴

く
鳥
の
声
を
聞
い
て
、
春
を
惜
し
ん
で
感
傷
に
浸
っ
て
い
る
と
は
と
れ
ま
い
。
む
し
ろ
、
残
る
半
日
の
春
を
、
酒

を
飲
ん
で
楽
し
も
う
と
い
う
思
い
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
千
里
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。 

 

こ
の
句
題
だ
け
を
考
え
る
な
ら
ば
、
春
を
惜
し
む
情
を
表
す
も
の
と
し
て
も
成
り
立
ち
う
る
。
と
い
う
よ
り
、

そ
の
ほ
う
が
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
詩
全
体
の
文
脈
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
の
情
自
体
の
存
在
は
否
定
し

え
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
三
月
尽
日
に
い
よ
い
よ
極
ま
っ
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
と
は
受
け
取
れ
な
い
。
そ
の
憂

さ
晴
ら
し
に
酒
を
飲
ん
で
酔
っ
払
お
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
。 

 

千
里
は
、
残
り
半
日
の
春
を
楽
し
む
と
い
う
、
惜
春
歌
の
常
識
を
越
え
た
趣
旨
の
、
型
破
り
の
歌
を
、
白
氏
の

こ
の
詩
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
試
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
評
価
の
ほ
ど
は
期
待
で
き
な
か
っ

た
と
し
も
。 

  

夏 

 
 
 
 

春
條
長
定
夏
陰
盛
（
春
條
長
じ
足
り
て
、
夏
陰
盛
な
り
） 

二
二 

こ
の
め
は
る
は
る
さ
か
え
こ
し
え
だ
な
れ
ば
は
な
の
か
げ
と
ぞ
な
り
ま
さ
り
け
る 

 

【
通
釈
】 

木
の
芽
が
張
る
（
ハ
ル
）
、
そ
の
春
（
ハ
ル
）
か
ら
ず
っ
と
勢
い
盛
ん
に
伸
び
て
き
た
枝
な
の
で
、
（
本
当
の

花
は
も
う
散
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
枝
の
あ
り
よ
う
は
）
ま
す
ま
す
（
ま
る
で
咲
き
誇
る
）
花
の
面
影
の

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
な
あ
。 

 【
語
釈
】 

こ
の
め
は
る 

「
木
の
芽
＋
張
る
」
の
意
で
、
木
の
芽
が
膨
ら
む
こ
と
を
い
う
。
木
の
芽
と
言
う
場
合
、
普
通
は

木
の
枝
が
伸
び
葉
が
生
え
る
初
発
状
態
を
表
し
、
花
に
つ
い
て
は
「
つ
ぼ
み
」
と
言
う
。
当
歌
の
「
こ
の
め
」
も

第
三
句
に
「
え
だ
」
が
あ
る
の
で
、
枝
と
し
て
伸
び
る
芽
の
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
」
は
「
き
（
木
）
」
の
被
覆
形

で
複
合
語
を
構
成
す
る
が
、
万
葉
集
に
は
、
「
こ
の
え
（
木
枝
）
」
「
こ
の
は
（
木
葉
）
」
「
こ
の
ま
（
木

間
）
」
な
ど
は
あ
っ
て
も
、
「
こ
の
め
（
木
芽
）
」
は
な
く
、
平
安
時
代
か
ら
、
「
こ
の
め
は
る
」
の
形
で
、

「
帰
る
雁
雲
ぢ
に
ま
ど
ふ
声
す
な
り
霞
ふ
き
と
け
こ
の
め
は
る
風
」
（
後
撰
集
・
二
・
春
中
・
六
○
）
、
「
こ
の

め
は
る
は
る
の
山
田
を
打
返
し
思
ひ
や
み
に
し
人
ぞ
こ
ひ
し
き
」
（
後
撰
集
・
九
・
恋
一
・
五
四
四
）
の
よ
う
に

現
れ
る
。
挙
例
の
二
首
目
同
様
、
第
二
句
の
「
は
る
（
春
）
」
を
同
音
で
導
く
。 

は
る
さ
か
え
こ
し 

底
本
「
さ
か
え
こ
し
」
の
冒
頭
に
「
は
る
」
を
補
う
。
同
句
を
含
め
、
当
歌
本
文
に
は
脱
落

が
あ
る
た
め
、
校
訂
せ
ざ
る
を
え
ず
、
詳
し
く
は
、
【
補
注
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
句
は
全
体
で
第
三
句
冒

頭
の
「
え
だ
」
を
連
体
修
飾
す
る
。
「
さ
か
ゆ
」
は
枝
が
繁
茂
す
る
の
意
で
、
す
で
に
古
事
記
に
、
「
…
…
へ
ぐ

り
の
や
ま
の 

こ
ち
ご
ち
の 

や
ま
の
か
ひ
に 

た
ち
ざ
か
ゆ
る
（
多
知
邪
加
由
流
） 

は
び
ろ
く
ま
か
し

…
…
」
（
古
事
記
・
下
巻
・
九
一
・
雄
略
天
皇
）
と
「
立
ち
栄
ゆ
」
と
い
う
複
合
語
で
は
あ
る
が
用
例
が
見
え
、

以
降
、
「
茂
岡
に
神
さ
び
立
ち
て
栄
え
た
る
（
栄
有
）
千
代
松
の
木
の
年
の
し
ら
な
く
」
（
万
葉
集
・
六
・
九
九

○
・
紀
鹿
人
）
、
「
し
も
や
た
び
お
け
ど
か
れ
せ
ぬ
さ
か
き
ば
の
た
ち
さ
か
ゆ
べ
き
神
の
き
ね
か
も
」
（
古
今

集
・
二
十
・
大
歌
所
御
歌
・
神
遊
歌
・
一
○
七
五
）
、
「
ち
は
や
ぶ
る
み
神
の
山
の
さ
か
木
ば
は
さ
か
え
ぞ
ま
さ

る
す
ゑ
の
世
ま
で
に
」
（
拾
遺
集
・
十
・
神
楽
歌
・
大
中
臣
能
宣
・
六
○
一
）
な
ど
の
よ
う
に
詠
み
継
が
れ
る
。

挙
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
さ
か
ゆ
」
に
は
祝
意
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
当
歌
に
は
認
め
が
た

い
。
補
助
動
詞
「
く
（
来
）
」
は
、
「
さ
か
ゆ
」
の
状
態
が
継
続
す
る
意
を
表
し
、
芽
吹
き
か
ら
春
の
間
ず
っ
と

枝
が
伸
び
、
繁
茂
し
続
け
る
こ
と
、
続
く
助
動
詞
「
き
」
は
、
そ
れ
が
、
夏
の
現
時
点
か
ら
見
れ
ば
春
と
い
う
過

去
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
【
比
較
対
照
】
お
よ
び
一
六
番
歌
【
補
注
】
参
照
。
「
さ
か
え
こ
し
」
の
句
は
他
に

見
出
し
が
た
い
。
な
お
、
一
四
番
歌
の
【
語
釈
】
「
は
る
し
も
つ
ね
に
」
の
項
で
、
本
集
の
「
春
」
の
用
例
数
を

二
六
例
と
し
た
が
（
複
合
語
「
春
風
」
は
含
ま
な
い
）
、
こ
の
句
の
校
訂
本
文
を
入
れ
れ
ば
二
七
例
と
な
る
。 

え
だ
な
れ
ば 
底
本
「
た
な
れ
は
」
の
頭
に
、
他
本
に
よ
り
「
え
」
を
補
う
。
「
え
だ
な
れ
ば
」
は
、
平
安
時
代

に
な
っ
て
か
ら
見
え
る
句
で
、
七
例
ほ
ど
検
索
し
う
る
。
「
桜
ば
な
く
も
に
お
よ
ば
ぬ
え
だ
な
れ
ば
し
づ
め
る
か

げ
を
な
み
の
み
ぞ
み
る
」
（
宇
津
保
物
語
・
吹
上 

上
・
涼
・
三
二
四
）
、
「
み
つ
つ
の
み
な
ぐ
さ
む
は
な
の
え
だ
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な
れ
ば
こ
こ
ろ
を
つ
け
て
お
も
ひ
や
ら
ま
し
」
（
斎
女
御
集
・
一
三
七
）
な
ど
の
よ
う
に
、
当
歌
同
様
す
べ
て
第

三
句
に
あ
っ
て
、
初
・
第
二
句
が
「
え
だ
」
に
係
る
。 

は
な
の
か
げ
と
ぞ 

こ
の
句
、
書
陵
部
本
は
「
な
つ
の
か
げ
と
ぞ
」
と
す
る
。
そ
の
方
が
句
題
の
「
夏
陰
」
に
対

応
す
る
が
、
本
釈
論
で
は
底
本
を
尊
重
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
な
つ
」
を
「
は
な
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
千
里
の

作
意
が
あ
る
と
み
て
、
以
下
に
説
明
を
試
み
る
。
「
は
な
の
か
げ
」
と
い
う
表
現
は
、
「
い
ざ
け
ふ
は
春
の
山
辺

に
ま
じ
り
な
む
く
れ
な
ば
な
げ
の
花
の
か
げ
か
は
」
（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
九
五
・
素
性
）
、
「
春
霞
色
の
ち

く
さ
に
見
え
つ
る
は
た
な
び
く
山
の
花
の
か
げ
か
も
」
（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
一
○
二
・
藤
原
興
風
）
な
ど
の

よ
う
に
、
「
は
な
の
」
が
「
か
げ
」
の
連
体
修
飾
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
当
歌
の
場
合
も
、
同
様
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
、
そ
の
際
、
結
句
「
な
り
ま
さ
り
け
る
」
の
主
語
と
な
る
の
は
、
文
脈
上
、
「
え
だ
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
「
か
げ
」
の
意
と
し
て
は
、
姿
形
の
意
、
物
陰
の
意
、
面
影
の
意
の
そ
れ
ぞ
れ
が
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
考

え
ら
れ
る
（
古
今
集
一
〇
二
番
歌
に
つ
い
て
は
、
『
対
釈
新
撰
万
葉
集
』
一
三
番
歌
の
注
を
参
照
）
。
当
歌
の

「
か
げ
」
は
そ
の
う
ち
の
、
実
際
の
花
で
は
な
く
、
そ
の
面
影
の
意
と
と
る
。
詳
し
く
は
、
【
補
注
】
お
よ
び

【
比
較
対
照
】
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
参
考
歌
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。
時
代
は
下
る
が
、
堀
河
天
皇
を
哀
惜
し

て
藤
原
俊
忠
が
詠
ん
だ
「
お
も
ひ
き
や
散
り
に
し
は
な
の
か
げ
な
ら
で
こ
の
は
る
に
さ
へ
あ
は
む
物
と
は
」
（
俊

忠
集
・
三
五
）
へ
の
返
歌
「
あ
り
し
よ
の
は
な
の
か
げ
の
み
こ
ひ
し
き
に
い
と
ど
あ
は
れ
を
そ
ふ
る
は
る
か
な
」

（
俊
忠
集
・
三
六
）
は
、
「
（
花
の
）
蔭
」
と
「
（
堀
河
天
皇
の
）
（
面
）
影
」
を
掛
け
る
用
例
で
あ
り
、
「
ち

り
て
の
ち
花
し
お
も
ふ
／
山
ざ
く
ら
木
ず
ゑ
み
ど
り
に
な
り
ぬ
れ
ど
か
は
ら
ぬ
も
の
は
は
な
の
お
も
か
げ
」
（
待

賢
門
院
堀
河
集
・
七
）
は
、
葉
が
繁
っ
た
桜
樹
に
花
の
面
影
を
し
の
ぶ
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
「
ち
り
ぬ
と
も
い
か

が
か
へ
ら
ん
や
ま
ざ
く
ら
あ
か
ぬ
な
ご
り
の
花
の
こ
か
げ
は
」
（
教
長
集
・
一
一
一
）
の
「
こ
か
げ
」
に
「
蔭
」

と
「
（
面
）
影
」
を
掛
け
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。 

な
り
ま
さ
り
け
る 

「
な
り
ま
さ
る
」
は
、
次
第
に
そ
の
状
態
が
増
す
、
ま
す
ま
す
そ
う
な
っ
て
い
く
の
意
。
類

例
と
し
て
、
「
み
よ
し
の
の
山
の
白
雪
つ
も
る
ら
し
ふ
る
さ
と
さ
む
く
な
り
ま
さ
る
な
り
」
（
古
今
集
・
六
・

冬
・
坂
上
是
則
・
三
二
五
）
、
「
秋
の
野
の
草
葉
も
わ
け
ぬ
わ
が
袖
の
つ
ゆ
け
く
の
み
も
な
り
ま
さ
る
か
な
」

（
拾
遺
集
・
十
三
・
恋
三
・
八
三
二
）
、
「
水
底
に
影
し
う
つ
れ
ば
紅
葉
ば
の
色
も
ふ
か
く
や
成
り
ま
さ
る
ら

ん
」
（
貫
之
集
・
二
六
）
、
「
ち
は
や
ぶ
る
神
に
も
あ
ら
ぬ
我
が
中
の
雲
井
は
る
か
に
な
り
ま
さ
る
か
な
」
古
今

六
帖
・
一
・
歳
時
部
・
天
・
な
る
神
・
八
○
六
）
な
ど
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
当
歌
と
同
様
に
結
句
に
あ
っ
て
付

属
語
を
下
接
す
る
。
た
だ
し
、
「
さ
む
く
な
り
ま
さ
る
な
り
」
「
つ
ゆ
け
く
（
の
み
も
）
な
り
ま
さ
る
か
な
」

「
ふ
か
く
（
や
）
な
り
ま
さ
る
ら
む
」
「
は
る
か
に
な
り
ま
さ
る
か
な
」
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
容
詞
あ
る

い
は
形
容
動
詞
で
示
さ
れ
た
状
態
が
い
っ
そ
う
ま
さ
っ
て
い
く
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
当
歌
の
場
合

は
、
「
か
げ
と
ぞ
」
と
い
う
形
で
、
「
な
り
ま
さ
る
」
過
程
で
は
な
く
結
果
が
示
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
他
と
は

異
な
る
。
「
な
り
ま
さ
る
」
に
「
け
り
」
が
下
接
す
る
の
も
、
変
化
の
結
果
に
対
す
る
気
付
き
・
詠
嘆
を
示
す
た

め
で
あ
ろ
う
。 

 

【
補
注
】 

 

 

ま
ず
は
、
当
歌
本
文
の
校
訂
に
つ
い
て
、
説
明
す
る
。 

本
釈
論
（
一
）
の
凡
例
で
示
し
た
よ
う
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
校
訂
を
避
け
、
底
本
の
本
文
に
し
た
が
っ
て
考
察

す
る
の
が
基
本
的
な
方
針
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
歌
は
底
本
の
「
さ
か
え
こ
し
」
の
あ
と
に
空
白
が
あ

り
、
音
数
律
か
ら
す
る
と
、
第
二
句
に
二
音
、
第
三
句
に
一
音
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
句
に
つ
い
て
は
、

全
釈
は
書
陵
部
本
の
本
文
は
「
後
人
の
さ
か
し
ら
の
可
能
性
が
高
い
の
で
、
あ
え
て
二
文
字
分
は
不
定
の
ま
ま
と

す
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
補
わ
な
け
れ
ば
短
歌
と
し
て
の
形
式
が
整
わ
ず
、
本
釈
論
の
標
榜
す
る
表
現

研
究
の
前
提
が
崩
れ
る
。 

そ
こ
で
、
「
校
本
『
大
江
千
里
集
』
」
（
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
）
で
、
流
布
本
系
の
他
本
を
参
照
す
る
と
、
底
本
と
同
じ
「
四
月
廿
五
日
」

本
系
の
文
保
奥
書
本
系
の
本
文
の
第
二
、
第
三
句
が
す
べ
て
「
さ
か
え
（
へ
／
ひ
）
こ
し
し
も
あ
た
な
れ
は
」
の

本
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
こ
れ
を
採
っ
て
「
こ
の
め
は
る
さ
か
え
こ
し
し
も
あ
た
な
れ

は
は
な
の
か
け
と
そ
な
り
ま
さ
り
け
る
」
と
校
訂
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
に
は
問
題
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
句
題
「
春
條
長
足
夏
陰
成
」
の
中
核
と
な
る
「
條
」
に
当

た
る
語
が
な
い
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
「
こ
の
め
は
る
さ
か
え
こ
し
し
も
」
と
す
れ
ば
、
解
釈
上
「
は
る
」
に

「
張
る
」
と
「
春
」
の
掛
詞
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
後
者
の
問
題
は
、
「
霞
た
ち
こ
の
め
も
は
る
の
雪
ふ

れ
ば
花
な
き
さ
と
も
花
ぞ
ち
り
け
る
」
（
古
今
集
・
一
・
春
上
・
九
・
紀
貫
之
）
、
「
花
み
れ
ば
こ
の
め
も
春
に

成
り
に
け
り
み
み
の
ま
も
な
し
鶯
の
こ
ゑ
」
（
和
泉
式
部
続
集
・
五
四
七
）
の
よ
う
に
、
「
木
の
芽
」
の
後
に

「
も
」
「
の
」
な
ど
の
助
詞
を
下
接
す
る
か
、
「
帰
る
雁
雲
ぢ
に
ま
ど
ふ
声
す
な
り
霞
ふ
き
と
け
こ
の
め
は
る

風
」
（
後
撰
集
・
二
・
春
中
・
六
○
）
、
「
み
ど
り
な
る
こ
の
め
は
る
さ
め
ふ
り
そ
む
る
と
き
は
の
や
ま
を
思
ひ

こ
そ
や
れ
」
（
大
斎
院
前
御
集
・
二
八
）
の
よ
う
に
、
「
は
る
」
が
「
春
風
」
「
春
雨
」
な
ど
複
合
語
の
一
部
と
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な
る
か
に
限
ら
れ
、
「
は
る
さ
か
え
こ
し
」
の
よ
う
に
、
「
春
」
が
述
語
動
詞
に
上
接
す
る
用
例
は
見
出
し
え
な

い
こ
と
に
あ
る
。 

と
す
れ
ば
、
初
・
第
二
句
「
こ
の
め
は
る
さ
か
え
こ
し
」
は
、
「
こ
の
め
は
る
は
る
の
山
田
を
打
返
し
思
ひ
や

み
に
し
人
ぞ
こ
ひ
し
き
」
（
後
撰
集
・
九
・
恋
一
・
五
四
四
）
、
「
こ
の
め
は
る
は
る
の
は
じ
め
に
ふ
る
あ
め
に

い
と
ど
も
え
ぎ
の
い
ろ
や
ま
す
ら
む
」
（
大
斎
院
前
御
集
・
二
九
）
な
ど
の
用
例
か
ら
推
測
し
て
、
も
と
も
と

「
こ
の
め
は
る
は
る
さ
か
え
こ
し
」
だ
っ
た
も
の
が
、
「
は
る
」
が
重
な
っ
た
た
め
に
、
そ
の
一
方
が
脱
落
し
た

可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
「
た
な
れ
は
」
は
、
流
布
本
系
の
「
四
月
廿
七
日
」
本
系
の
諸
本
か
ら
「
え
た
な
れ

ば
」
と
校
訂
し
う
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
も
問
題
は
あ
り
、
底
本
の
脱
落
（
空
白
）
部
分
は
第
三
句
末
（
第
四
句

頭
）
で
あ
っ
て
第
二
句
頭
で
は
な
い
し
、
「
え
た
」
と
す
る
本
文
が
「
え
た
な
れ
は
」
で
は
な
く
「
え
た
は
」
と

す
る
も
の
が
何
本
か
あ
る
。
そ
も
そ
も
他
本
に
な
い
語
句
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
、
本
文
の
恣
意
的
改
竄
に
な
り

か
ね
な
い
。
と
は
い
え
、
流
布
本
系
統
の
原
型
が
す
で
に
鎌
倉
時
代
初
期
に
乱
れ
て
い
た
こ
と
（
蔵
中
氏
前
掲
書

「
伝
本
考
―
―
流
布
本
系
統
を
中
心
に
―
―
」
）
も
踏
ま
え
、
句
題
や
構
文
か
ら
、
先
に
示
し
た
文
保
奥
書
本
系

の
本
文
よ
り
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
、
試
み
に
上
記
の
よ
う
に
校
訂
す
る
。 

以
上
の
校
訂
に
基
づ
き
、
一
首
全
体
の
表
現
構
造
を
見
る
と
、
上
句
が
下
句
の
事
態
に
対
す
る
原
因
と
し
て
連

接
す
る
古
今
的
な
パ
タ
ー
ン
と
な
る
が
、
原
因
・
結
果
の
関
係
と
し
て
容
易
に
は
認
め
が
た
い
点
が
あ
る
。 

上
句
の
枝
の
繁
茂
を
原
因
と
す
る
な
ら
ば
、
下
句
に
予
想
さ
れ
る
結
果
は
木
陰
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
下
句
が

「
な
つ
の
か
げ
」
あ
る
い
は
「
か
げ
」
だ
け
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
お
り
で
両
句
は
結
び
付
く
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
「
か
げ
」
が
「
は
な
の
か
げ
」
と
な
る
と
、
現
実
に
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
花
は
す
で
に
散
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
夏
に
花
が
咲
く
木
が
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
枝
が
そ
の
花
を

覆
う
陰
に
な
る
こ
と
を
、
し
か
も
そ
れ
を
美
的
な
こ
と
と
し
て
詠
む
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

そ
う
い
う
矛
盾
を
解
決
す
る
の
が
、
「
か
げ
」
を
面
影
の
意
と
と
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
花
で
は

な
く
幻
想
の
花
と
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 【
比
較
対
照
】 

当
歌
句
題
の
原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
七
言
絶
句
「
樟
亭
双
桜
樹
」
詩
（
巻
二
十
・
一
三
七
○
）
で
あ

り
、
そ
の
承
句
が
句
題
に
相
当
す
る
。 

南
館
西
軒
両
樹
桜 

南
館
の
西
軒
、
両
樹
の
桜
、 

春
條
長
足
夏
陰
成 

春
條
長
じ
足
り
て
、
夏
陰
成
る
。 

素
華
朱
実
今
雖
尽 

素
華
、
朱
実
、
今
尽
き
た
り
と
雖
も
、 

碧
葉
風
来
別
有
情 

碧
葉
、
風
来
り
て
別
し
て
情
有
り
。 

 

た
だ
し
、
承
句
本
文
末
尾
が
、
句
題
で
は
「
盛
」
字
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
原
拠
詩
は
「
成
」
字
で
あ
っ
て
、

異
な
る
。
押
韻
的
に
は
ど
ち
ら
も
成
り
立
ち
う
る
が
、
「
夏
陰
」
と
の
関
係
で
は
「
成
」
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
歌
の
結
句
「
な
り
ま
さ
り
け
る
」
の
「
ま
さ
り
」
と
の
関
係
か
ら
は
、
「
盛
」
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し

く
、
千
里
が
目
に
し
た
の
は
そ
ち
ら
の
本
文
テ
キ
ス
ト
と
想
定
さ
れ
る
。 

 

対
応
関
係
と
し
て
は
、
句
題
の
「
春
」
は
歌
の
「
は
る
」
、
「
條
」
に
は
「
え
だ
」
、
「
長
足
」
に
は
「
さ
か

え
く
」
、
「
成
」
に
代
わ
る
「
盛
」
に
は
「
な
り
ま
さ
る
」
が
対
応
し
、
句
題
の
表
現
は
「
夏
陰
」
以
外
は
満
た

さ
れ
て
い
る
。
「
夏
陰
」
に
相
当
す
る
の
は
「
は
な
の
か
げ
」
し
か
見
出
し
え
な
い
。
歌
に
補
わ
れ
た
の
は
、
初

句
の
「
こ
の
め
は
る
」
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
音
数
律
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
「
は
る
（
春
）
」
と
い
う
同
音
語

を
導
く
と
と
も
に
、
「
條
長
足
」
に
至
る
始
発
の
事
態
を
示
す
表
現
と
し
て
無
理
の
な
い
付
加
で
あ
ろ
う
。 

 

問
題
は
、
「
夏
陰
」
と
「
は
な
の
か
げ
」
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
千
里
は
あ
え
て
変
更
し
た
の
か
。 

原
拠
詩
が
詠
ま
れ
た
時
期
は
「
夏
陰
」
と
い
う
語
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
夏
の
季
節
で
あ
る
。
同
承
句
の
「
春

條
」
か
ら
は
、
春
の
枝
が
夏
に
な
っ
て
さ
ら
に
伸
び
た
こ
と
、
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
に
伴
い
、
結
句
に
あ
る
「
碧

葉
」
も
盛
ん
に
生
い
茂
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
夏
陰
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
歌
で

も
「
な
つ
の
か
げ
」
と
し
て
、
何
の
問
題
も
な
い
。 

し
か
し
、
そ
れ
で
は
当
た
り
前
す
ぎ
て
、
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
夏
歌

の
歌
材
と
し
て
は
取
り
上
げ
る
ま
で
も
な
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
今
集
の
夏
部
の
歌
材
と
し
て
圧
倒
的
に
多
く
詠
ま
れ
た
の
が
時
鳥
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
本
集
夏
部
一
四
首
に
は
時
鳥
歌
が
一
つ
も
な
い
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
（
鶯
歌
は
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
）
。
ま
た
、
時
鳥
以
外
で
も
、
い
か
に
も
夏
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
材
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
春
あ
る
い
は
秋
寄

り
の
歌
材
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
千
里
の
き
わ
め
て
明
確
な
選
択
意
図
が
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
。 「

夏
陰
」
に
「
は
な
の
か
げ
」
を
持
っ
て
来
た
の
は
、
夏
歌
で
あ
り
な
が
ら
も
、
夏
部
冒
頭
歌
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
春
寄
り
の
詠
み
ぶ
り
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
原
拠
詩
の
転
句
に
も
、
春
に
思
い
を
残
す
気
配
が
感
じ
ら
れ
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よ
う
。
そ
れ
を
、
千
里
は
前
景
化
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
春
を
過
ぎ
て
繁
茂
す
る
桜
の
枝
に
、
春
に

堪
能
し
た
花
の
盛
り
を
幻
視
し
た
の
で
あ
る
。 

   
 
 
 
 

鶯
多
過
春
語 

二
三 

う
ぐ
ひ
す
は
す
ぎ
に
し
春
を
を
し
み
つ
つ
な
く
こ
ゑ
お
ほ
き
こ
ろ
に
ぞ
あ
り
け
る 

 

【
通
釈
】 

鶯
は
、
（
じ
つ
は
夏
が
）
、
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
春
を
惜
し
み
な
が
ら
鳴
く
声
が
多
い
頃
で
あ
っ
た
の
だ
な
あ
。 

【
語
釈
】 

う
ぐ
ひ
す
は 

鶯
は
本
集
で
最
も
多
く
詠
ま
れ
る
鳥
（
二
番
歌
【
語
釈
】
参
照
）
で
、
六
例
中
三
例
が
春
部

（
一
・
二
・
七
）
、
二
例
が
夏
部
（
二
三
・
二
五
）
、
一
例
が
詠
懐
部
（
一
二
三
）
に
あ
る
。
全
釈
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
鶯
は
夏
で
も
鳴
き
、
「
う
ぐ
ひ
す
の
（
鸎
之
）
通
ふ
垣
根
の
卯
の
花
の
憂
き
こ
と
あ
れ
や
君
が
来
ま
さ

ぬ
」
（
万
葉
集
・
十
・
夏
の
相
聞
・
一
九
八
八
）
や
「
卯
の
花
を
ち
り
に
し
む
め
に
ま
が
へ
て
や
夏
の
か
き
ね
に

鶯
の
な
く
」
（
拾
遺
集
・
二
・
夏
・
八
九
・
平
公
誠
）
な
ど
の
よ
う
に
、
数
は
少
な
い
が
、
夏
部
の
歌
に
も
詠
ま

れ
て
は
い
る
。 

す
ぎ
に
し
春
を 

動
詞
「
す
（
過
）
ぐ
」
は
本
集
に
一
四
例
、
全
歌
数
の
一
一
・
二
％
に
見
え
る
。
こ
れ
は
、
万

葉
集
の
三
・
六
％
、
三
代
集
の
一
・
○
％
前
後
よ
り
も
明
ら
か
に
出
現
比
率
が
高
く
、
こ
れ
も
本
集
を
特
徴
付
け

る
動
詞
の
一
つ
と
い
え
る
。
し
か
も
、
本
集
で
は
、
過
ぎ
る
の
は
春
が
圧
倒
的
に
多
く
、
お
よ
そ
三
分
の
一
の
五

例
を
占
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
過
ぎ
ゆ
く
も
の
を
哀
惜
す
る
心
情
、
な
か
ん
ず
く
春
を
そ
の
対
象
と
し
て
取
り
上

げ
る
こ
と
の
多
さ
を
示
す
。
「
す
ぎ
に
し
」
は
、
万
葉
集
で
は
、
「
ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
も
み
ち
葉
の
過

ぎ
に
し
君
が
（
過
去
君
之
）
形
見
と
そ
来
し
」
（
万
葉
集
・
一
・
四
七
・
柿
本
人
麻
呂
）
、
「
百
足
ら
ず
八
十
隈

坂
に
手
向
け
せ
ば
過
ぎ
に
し
人
に
（
過
去
人
尓
）
け
だ
し
逢
は
む
か
も
」
（
万
葉
集
・
三
・
四
二
七
・
刑
部
垂
麻

呂
）
の
よ
う
に
、
人
の
亡
く
な
っ
た
こ
と
の
婉
曲
表
現
が
ほ
と
ん
ど
で
、
季
節
の
推
移
に
つ
い
て
の
用
例
は
、

「
春
は
は
や
過
ぎ
に
し
も
の
を
鶯
の
又
な
く
人
の
こ
ひ
し
き
や
な
ぞ
」
（
古
今
和
歌
六
帖
・
一
・
夏
・
う
づ
き
・

七
五
）
、
「
い
か
な
れ
や
は
な
の
に
ほ
ひ
も
か
は
ら
ぬ
を
す
ぎ
に
し
は
る
の
こ
ひ
し
か
る
ら
ん
」
（
後
拾
遺
集
・

十
五
・
雑
一
・
八
九
一
・
具
平
親
王
）
な
ど
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
現
れ
る
。
夏
を
詠
歌
時
と
す
る
古
今
六
帖
歌

（
鶯
も
詠
み
込
む
）
も
、
当
歌
も
、
本
集
二
七
番
歌
も
、
春
は
、
暦
日
に
お
い
て
断
絶
し
た
過
去
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
助
動
詞
「
き
」
が
用
い
ら
れ
、
本
集
春
歌
の
一
五
・
二
○
番
歌
で
「
す
ぎ
ゆ
く
春
」
と
表
現
さ
れ
る
の
と
対

比
的
で
あ
る
。 

を
し
み
つ
つ 

「
を
し
む
」
は
、
「
す
ぎ
に
し
春
」
と
い
う
消
失
し
た
季
節
を
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、
哀
惜
の

意
。
一
七
番
歌
【
語
釈
】
「
を
し
め
ど
も
」
の
項
を
参
照
。
接
続
助
詞
「
つ
つ
」
に
つ
い
て
は
、
二
〇
番
歌
【
語

釈
】
「
な
げ
き
つ
つ
」
の
項
を
参
照
。
そ
の
項
で
も
触
れ
た
問
題
が
当
歌
に
も
あ
る
。
文
脈
的
に
は
、
と
も
に
鶯

に
よ
る
「
を
し
む
」
動
作
と
「
な
く
」
動
作
と
が
並
行
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
わ
け
で
あ
る
が
、
二
つ
の
動

作
は
別
々
に
成
り
立
つ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
を
し
む
」
と
い
う
内
面
的
な
動
作
を
、
人
間
で
は

な
い
鶯
に
認
め
る
の
は
、
そ
れ
が
「
な
く
（
鳴
＝
泣
）
」
と
い
う
外
面
的
動
作
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、

鶯
が
普
通
に
「
な
く
（
鳴
）
」
場
合
に
は
、
そ
の
内
面
ま
で
は
認
め
な
い
。
「
な
く
」
こ
と
と
「
を
し
む
」
こ
と

の
並
行
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
鳴
き
方
が
尋
常
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
下
句
に
あ
る
「
こ
ゑ
お
ほ
き
」

だ
か
ら
で
あ
る
。
「
つ
つ
」
に
逆
接
性
は
あ
っ
て
も
順
接
性
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
当
歌
の
場
合
は
そ
の
方

が
む
し
ろ
受
け
入
れ
や
す
い
。
な
お
、
表
現
上
は
含
意
さ
れ
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
も
の
の
、
「
す
ぎ

に
し
春
を
を
し
」
む
の
は
、
詠
み
手
も
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
詠
み
手
の
そ
の
思
い
が
鶯
に
感
情
移
入
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
鶯
が
惜
し
む
物
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
る
の
は
、
散
る
桜
花
と
い
う
具
体
的
な
物
で
あ
っ

て
、
春
と
い
う
観
念
的
な
物
で
は
な
い
。
「
を
し
み
つ
つ
」
の
用
例
は
多
く
な
い
が
、
「
…
…
…
今
日
だ
に
も 

言
問
ひ
せ
む
と 

惜
し
み
つ
つ
（
乎
之
美
都
〃
） 

悲
し
び
ま
せ
ば
…
…
」
（
万
葉
集
・
二
十
・
防
人
歌
・
四
四

○
八
）
の
よ
う
に
万
葉
集
か
ら
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
春
は
な
ほ
を
し
み
つ
つ
鳴
く
う
ぐ
ひ
す
の
声
に
雲
ゐ
も
に

ほ
ふ
べ
ら
な
り
」
（
元
真
集
・
七
九
）
は
、
当
歌
同
様
に
「
を
し
み
つ
つ
な
く
」
と
「
う
ぐ
ひ
す
」
を
含
ん
で
い

る
。
な
お
、
こ
の
元
真
集
歌
は
、
春
を
惜
し
み
な
が
ら
鳴
く
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
結
句
の
「
に
ほ
ふ
べ
ら

な
り
」
は
春
そ
の
も
の
と
は
考
え
が
た
く
、
何
ら
か
の
花
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

な
く
こ
ゑ
お
ほ
き 

声
に
つ
い
て
「
お
ほ
し
」
を
用
い
る
の
は
、
鶯
や
時
鳥
な
ど
鳥
類
に
は
な
い
よ
う
だ
が
、
虫

に
つ
い
て
は
「
は
な
も
さ
く
も
み
ぢ
も
も
み
づ
む
し
の
ね
も
こ
ゑ
ご
ゑ
お
ほ
く
あ
き
は
ま
さ
れ
り
」
（
宰
相
中
将

君
達
春
秋
歌
合
・
四
）
、
時
代
が
下
っ
て
「
秋
の
夜
は
つ
ら
き
と
こ
ろ
も
さ
ぞ
な
げ
に
お
ほ
か
る
野
べ
の
松
む
し

の
声
」
（
新
後
撰
集
・
五
・
秋
下
・
四
○
二
・
遊
義
門
院
権
大
納
言
）
な
ど
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
多
く

の
虫
が
鳴
く
結
果
と
し
て
声
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
匹
の
虫
が
盛
ん
に
鳴
く
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

鶯
が
群
れ
を
成
す
こ
と
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
当
歌
で
は
一
羽
が
し
き
り
に
鳴
く
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こ
と
を
「
お
ほ
し
」
で
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
本
集
一
番
歌
や
二
五
番
歌
に
お
い
て
、
鶯
の
声
に
関
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ま
れ
ら
」
と
い
う
語
と
対
を
成
す
。 

こ
ろ
に
ぞ
あ
り
け
る 

こ
の
表
現
の
ま
ま
で
結
句
を
成
す
例
は
他
に
見
出
し
が
た
い
が
、
類
似
す
る
「
こ
ろ
に
も

あ
る
か
な
」
は
、
「
か
き
く
ら
し
ふ
る
白
雪
の
し
た
ぎ
え
に
物
思
ふ
こ
ろ
に
も
あ
る
か
な
」
（
古
今
集
・
一
二
・

恋
二
・
五
六
六
・
壬
生
忠
岑
）
、
「
冬
の
池
の
鴨
の
う
は
げ
に
お
く
し
も
の
き
え
て
物
思
ふ
こ
ろ
に
も
あ
る
か

な
」
（
後
撰
集
・
八
・
冬
・
四
六
〇
）
、
「
秋
は
わ
が
心
の
つ
ゆ
に
あ
ら
ね
ど
も
物
な
げ
か
し
き
こ
ろ
に
も
あ
る

か
な
」
（
拾
遺
集
・
一
二
・
恋
二
・
七
七
六
）
な
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
拾
遺
集
歌
は
、
そ
の

「
こ
ろ
」
が
秋
に
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
二
例
は
、
必
ず
し
も
冬
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
詠

み
手
の
今
現
在
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
当
歌
も
同
様
で
あ
る
が
、
「
す
ぎ
に
し
春
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
夏
と

い
う
季
節
の
今
現
在
と
な
る
。
な
お
、
「
に
ぞ
あ
り
け
る
」
の
「
ぞ
」
を
抜
い
た
「
に
あ
り
け
り
」
は
実
質
的
に

は
「
な
り
け
り
」
と
同
じ
で
あ
る
。
十
二
番
歌
の
【
補
注
】
で
、
本
集
の
「
な
り
け
り
」
歌
の
用
例
数
を
九
例
と

し
た
が
、
「
に
こ
そ
な
り
け
れ
」
（
二
三
・
二
八
・
六
二
・
八
○
・
一
○
四
）
の
用
例
を
落
と
し
て
お
り
、
一
四

例
（
一
一
・
二
％
）
の
誤
り
で
あ
っ
て
訂
正
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
底
本
を
異
に
す
る
糸
井
論
文
と
同
数
に
な

り
、
割
合
で
み
れ
ば
八
代
集
の
六
％
程
度
の
お
よ
そ
二
倍
と
な
る
。 

 

【
補
注
】 

 

当
歌
は
、
「
…
…
は
…
…
な
り
け
り
」
と
い
う
構
文
を
と
る
。
本
集
に
は
九
例
あ
り
、
当
歌
を
含
め
四
例
が
名

詞
（
二
八
・
六
二
・
八
○
）
を
、
五
例
（
一
二
・
一
三
・
四
三
・
八
四
・
八
八
）
が
「
と
し
ふ
か
く
お
ひ
ぬ
る
人

の
か
な
し
き
は
さ
け
る
は
な
さ
へ
お
と
る
な
り
け
り
」
（
一
二
・
春
）
、
「
花
を
み
て
か
へ
ら
ん
こ
と
の
わ
す
る

る
は
色
こ
き
は
な
に
よ
り
て
な
り
け
り
」
（
一
三
・
春
）
の
よ
う
に
、
活
用
語
の
連
体
形
を
「
は
」
が
受
け
る
。

た
だ
、
名
詞
と
い
っ
て
も
、
二
例
は
「
め
で
た
き
こ
と
」
（
八
○
）
、
「
み
づ
の
う
へ
」
（
二
八
）
で
あ
っ
て
、

実
体
の
あ
る
物
と
し
て
は
、
当
歌
と
六
二
番
歌
の
「
ひ
と
」
し
か
な
い
。
古
今
集
で
は
、
「
秋
風
に
こ
ゑ
を
ほ
に

あ
げ
て
く
る
舟
は
あ
ま
の
と
わ
た
る
か
り
に
ぞ
あ
り
け
る
」
（
古
今
集
・
四
・
秋
上
・
二
一
二
・
藤
原
菅
根
）
の

「
舟
」
、
「
秋
な
ら
で
お
く
白
露
は
ね
ざ
め
す
る
わ
が
た
枕
の
し
づ
く
な
り
け
り
」
（
古
今
集
・
十
五
・
恋
五
・

七
五
七
）
の
「
白
露
」
の
よ
う
に
、
主
題
が
具
体
的
な
名
詞
で
示
さ
れ
る
場
合
が
半
数
以
上
（
「
も
の
」
は
除

く
）
で
、
本
集
と
は
逆
の
傾
向
を
示
す
。 

ま
た
、
十
二
番
歌
の
【
補
注
】
で
触
れ
た
よ
う
に
、
「
は
」
は
、
先
に
挙
げ
た
一
二
番
歌
の
よ
う
に
、
第
三
句

末
に
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
当
歌
は
初
句
末
に
「
は
」
を
置
く
。
こ
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
「
う
ぐ

ひ
す
」
を
主
題
と
し
、
そ
れ
を
初
句
に
据
え
る
当
歌
は
、
「
…
…
は
…
…
な
り
け
り
」
の
構
文
と
し
て
は
、
特
異

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
う
ぐ
ひ
す
は
」
を
主
語
相
当
と
す
る
と
、
述
語
と
な
る
「
こ
ろ
に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
は

ね
じ
れ
た
関
係
に
な
る
。
一
文
と
し
て
整
合
さ
せ
る
に
は
、
「
う
ぐ
ひ
す
は
」
は
あ
く
ま
で
も
主
題
で
あ
り
、
そ

の
説
明
と
し
て
「
こ
ろ
に
ぞ
あ
り
け
る
」
の
主
語
は
、
夏
の
今
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
省
略
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ

る
。 

 

本
集
で
は
、
鶯
の
囀
り
の
多
寡
に
関
す
る
歌
と
し
て
は
、
【
語
釈
】
「
な
く
こ
ゑ
お
ほ
き
」
の
項
で
触
れ
た
よ

う
に
、
他
に
「
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
」
（
一
・
春
）
、

夏
部
の
「
う
ぐ
ひ
す
は
と
き
な
ら
ば
や
な
く
こ
ゑ
の
い
ま
は
ま
れ
ら
に
な
り
ぬ
べ
ら
な
る
」
（
二
五
・
夏
）
が
あ

る
。
当
歌
を
は
さ
ん
で
、
こ
の
順
番
を
見
れ
ば
、
春
の
最
初
に
稀
だ
っ
た
鶯
の
声
が
、
初
夏
に
は
春
を
惜
し
ん
で

盛
ん
に
鳴
き
、
夏
が
進
む
と
と
も
に
次
第
に
稀
に
な
る
様
が
読
み
取
れ
、
作
者
の
配
列
の
意
図
を
看
取
で
き
る
。 

 

た
だ
し
、
夏
部
の
中
程
に
あ
る
「
か
ぎ
り
と
て
は
る
の
す
ぎ
に
し
時
よ
り
ぞ
な
く
と
り
の
ね
の
い
た
く
き
こ
ゆ

る
」
（
二
七
・
夏
）
の
「
と
り
」
も
鶯
と
す
る
と
、
春
の
典
型
的
な
歌
材
で
あ
る
鶯
が
、
春
部
と
同
じ
く
、
夏
部

に
三
首
も
あ
っ
て
、
部
立
別
の
歌
材
配
分
と
し
て
は
い
か
に
も
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、
い
さ
さ
か
千
里
の
や
り
す
ぎ

感
も
あ
る
。 

当
歌
は
、
赤
人
集
（
四
九
）
に
も
「
う
ぐ
ひ
す
は
す
ぎ
に
し
は
る
を
を
し
み
つ
つ
な
く
こ
ゑ
お
ほ
き
こ
ろ
に
ま

る
か
な
」
の
本
文
で
載
る
。
結
句
の
「
こ
ろ
に
ま
る
か
な
」
は
「
こ
ろ
に
も
あ
る
か
な
」
が
縮
約
し
た
形
で
あ

る
。 

 【
比
較
対
照
】 

原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
五
言
律
詩
「
病
中
書
事
」
詩
（
巻
五
十
三
・
二
三
三
九
）
で
あ
り
、
句
題
は

そ
の
頷
聯
の
第
一
句
で
あ
る
。 

三
載
臥
山
城 

三
載
山
城
に
臥
し
、 

閑
知
節
物
情 
閑
に
節
物
の
情
を
知
る
。 

鶯
多
過
春
語 
鶯
は
多
く
春
を
過
ぎ
て
語
り
、 

蝉
不
待
秋
鳴 

蝉
は
秋
を
待
た
ず
し
て
鳴
く
。 
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気
嗽
因
寒
発 

気
嗽
寒
に
因
つ
て
発
し
、 

風
痰
欲
雨
生 

風
痰
雨
な
ら
む
と
欲
し
て
生
ず
。 

病
身
無
所
用 

病
身
用
ゐ
る
所
無
く
、 

唯
解
卜
陰
晴 
唯
解
く
の
み
、
陰
晴
を
卜
す
を 

こ
の
う
ち
、
歌
に
詠
む
に
ふ
さ
わ
し
い
景
物
が
出
て
く
る
の
は
頷
聯
の
み
で
あ
り
、
そ
の
第
一
句
が
当
歌
、
第

二
句
が
次
の
二
四
番
歌
の
句
題
に
採
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
詩
に
お
い
て
、
鶯
に
せ
よ
蝉
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が

夏
の
景
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
首
聯
に
あ
る
よ
う
に
、
病
床
に
伏
し
て
過
ご
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
気
付
く
自
然
の
実
際
の
変
化
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
の
物
で
あ
る
は
ず
の
鶯
は
む

し
ろ
夏
の
ほ
う
が
よ
く
鳴
き
、
秋
の
物
で
あ
る
は
ず
の
蝉
は
そ
の
前
の
夏
か
ら
鳴
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
原
拠
詩
は
そ
も
そ
も
普
通
に
季
節
を
詠
む
も
の
に
は
ま
っ
た
く
な
っ
て
い
な
い
。 

そ
う
い
う
詩
の
一
句
を
句
題
に
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
季
節
歌
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
定
番
ど
お
り
に
詠

む
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
、
当
然
至
極
で
あ
り
、
い
わ
ば
確
信
犯
的
な
選
択
・
詠
歌
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の

ま
ま
事
実
と
し
て
詠
ん
だ
だ
け
で
は
歌
に
な
ら
な
い
の
で
、
持
ち
込
ん
だ
の
が
惜
春
の
情
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と

て
、
夏
の
歌
に
は
な
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
が
。 

 

「
う
ぐ
ひ
す
は
」
と
い
う
当
歌
の
主
題
が
初
句
に
据
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
後
に
意
外
な
実
態
を
新
情
報
と
し

て
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
。
声
が
も
っ
と
も
多
い
の
は
、
そ
の
季
節
の
春
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
秋
で
も
冬
で
も

な
く
、
じ
つ
は
春
が
終
っ
た
ば
か
り
の
夏
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
省
略
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
謎
解
き
の
よ

う
に
、
暗
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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An Investigation and interpretation of ‘Oeno Chisato-shu’ 

（大江千里集）（6） 
KOIKE Hiroaki*1 and HANZAWA Kan’ichi*2  

This paper is an investigation and interpretation （釈論）  of ‘Oe no Chisato-shu’  （大江千

里集）  which is an anthology of Waka （和歌＝ancient Japanese poems）  by Oe himself. 

In this anthology, as usually called Kudai-waka （句題和歌） , each Waka is given one phrase 

poetic title from Kanshi （漢詩＝ancient Chinese poem）  selected by Oe.  

The authors of this paper think that the mutual relations between expressions in both Waka and 

Kanshi have various patterns. So，the central purpose of our investigation is to concretely explicate 

the actual condition of all these patterns．  And first,this paper treats of Waka No.19～No.23 of

‘Oe no Chisato-shu’. 
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