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〔
前
説
〕 

本
稿
は
、
「
釈
論
大
江
千
里
集
（
一
）
（
二
）
（
四
）
（
六
）
」
（
『
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
、
同
五
四
号
、
二
〇

二
〇
年
六
月
。
い
ず
れ
も
電
子
版
の
み
）
お
よ
び
「
同
（
三
）
（
五
）
（
七
）
」
（
『
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部

紀
要
』
第
六
五
集
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
同
第
六
六
集
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
同
第
六
七
集
、
二
〇
二
一
年
三

月
）
の
続
稿
で
あ
り
、
二
九
番
歌
と
三
〇
番
歌
の
二
首
を
取
り
上
げ
る
。 

 

本
釈
論
全
体
の
目
的
と
意
義
の
詳
細
、
凡
例
や
参
考
文
献
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
釈
論
大
江
千
里
集
（
一
）
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。 

  

枝
空
華
落
稀 (

枝
空
し
く
華
落
つ
る
こ
と
稀
な
り) 

二
九 

ふ
く
風
に
え
だ
も
む
な
し
く
な
り
ゆ
け
ば
お
つ
る
は
な
こ
そ
ま
れ
に
み
え
け
れ 
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【
通
釈
】 

 

吹
く
風
に
（
花
が
散
っ
て
）
枝
も
空
し
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
、
散
る
花
も
ま
れ
に
な
っ
て
見
え
る
の
だ
な
あ
。 

【
語
釈
】 

ふ
く
風
に 

万
葉
集
に
は
見
ら
れ
な
い
句
で
、
古
今
集
に
は
「
吹
く
風
に
あ
つ
ら
へ
つ
く
る
物
な
ら
ば
こ
の
ひ
と

も
と
は
よ
き
よ
と
い
は
ま
し
」
（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
九
九
）
、
「
吉
野
河
岸
の
山
吹
ふ
く
か
ぜ
に
そ
こ
の
影

さ
へ
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」
（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
一
二
四
・
紀
貫
之
）
な
ど
、
四
例
あ
る
。
五
音
な
の
で
、
初

句
・
第
三
句
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
、
後
撰
集
・
拾
遺
集
で
は
、
「
吹
く
風
に
ち
ら
ず
も
あ
ら
な
ん
む

め
の
花
わ
が
狩
衣
ひ
と
よ
や
ど
さ
む
」
（
後
撰
集
・
二
・
春
上
・
二
五
）
「
吹
く
風
に
あ
ら
そ
ひ
か
ね
て
あ
し
ひ

き
の
山
の
桜
は
ほ
こ
ろ
び
に
け
り
」
（
拾
遺
集
・
一
・
春
・
三
九
）
な
ど
、
全
七
例
が
す
べ
て
該
歌
と
同
様
に
初

句
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
花
と
の
関
係
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

え
だ
も
む
な
し
く 

「
む
な
し
」
は
、
そ
こ
に
あ
る
べ
き
中
身
や
実
体
が
な
い
状
態
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
咲
い
て

い
る
花
が
枝
に
花
が
無
い
に
近
い
状
態
を
い
う
。
全
釈
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
今
集
前
後
に

「
枝
」
が
「
む
な
し
」
と
い
う
用
例
は
な
く
、
「
芳
野
山
花
の
古
郷
あ
と
た
え
て
む
な
し
き
え
だ
に
春
風
ぞ
ふ

く
」
（
新
古
今
集
・
二
・
春
下
・
一
四
七
・
藤
原
良
経
）
、
「
秋
か
ぜ
に
あ
へ
ず
ち
り
に
し
な
ら
し
ば
の
む
な
し

き
え
だ
に
し
ぐ
れ
す
ぐ
な
り
」
（
秋
篠
月
清
集
・
九
三
○
）
「
梅
が
か
を
な
が
め
し
袖
に
と
ど
め
お
き
て
む
な
し

き
枝
に
風
ぞ
の
こ
れ
る
」
（
後
鳥
羽
院
御
集
・
一
五
二
二
）
な
ど
、
新
古
今
集
時
代
に
な
っ
て
か
ら
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
例
は
「
む
な
し
き
え
だ
」
の
よ
う
に
連
体
修
飾
関
係
に
あ
り
、
諸
注
は
、
そ
れ

を
漢
語
「
空
枝
」
の
和
訓
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
該
歌
は
句
題
の
そ
れ
に
即
す
形
で
、
主
述
関
係
に
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
本
集
で
「
え
だ
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
に
は
、
四
番
歌
の
「
花
の
え
だ
」
、
五
一
番
歌
の
「
も
み
ぢ
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ば
の
え
だ
」
が
あ
る
。
「
え
だ
も
」
の
「
も
」
と
い
う
係
助
詞
は
、
一
首
の
表
現
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
え
だ
」
と

「
お
つ
る
は
な
」
の
並
列
で
あ
る
が
、
「
こ
そ
」
に
よ
っ
て
「
お
つ
る
は
な
」
の
ほ
う
を
取
り
立
て
て
い
る
こ
と

に
な
る
。 

な
り
ゆ
け
ば 

「
な
り
ゆ
く
」
は
、
次
第
に
あ
る
状
態
に
な
っ
て
い
く
、
だ
ん
だ
ん
か
わ
っ
て
ゆ
く
の
意
。
接
続

助
詞
「
ば
」
は
、
上
句
を
原
因
、
下
句
を
そ
の
結
果
と
し
て
接
続
す
る
。
こ
の
句
は
、
万
葉
集
に
は
見
え
ず
、
三

代
集
に
、
「
…
…
山
あ
ら
し
も 
寒
く
日
ご
と
に 

な
り
ゆ
け
ば
…
…
」
（
古
今
集
・
十
九
・
雑
体
・
一
〇
〇

五
・
凡
河
内
躬
恒
）
、
「
別
れ
ゆ
く
道
の
く
も
ゐ
に
な
り
ゆ
け
ば
と
ま
る
心
も
そ
ら
に
こ
そ
な
れ
」
（
後
撰
集
・

十
九
・
離
別
羈
旅
・
一
三
二
四
）
「
あ
た
ら
し
き
は
る
さ
へ
ち
か
く
な
り
ゆ
け
ば
ふ
り
の
み
ま
さ
る
年
の
雪
か

な
」
（
拾
遺
集
・
四
・
冬
・
二
五
五
・
大
中
臣
能
宣
）
な
ど
の
よ
う
に
、
各
一
例
見
え
る
ほ
か
に
、
古
今
六
帖
・

順
集
・
恵
慶
集
・
能
宣
集
・
公
任
集
に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
が
あ
る
程
度
だ
が
、
本
集
に
は
、
該
歌
も
入
れ
て
三
例

（
三
四
・
六
一
）
見
え
、
千
里
が
好
ん
だ
表
現
ら
し
い
。 

お
つ
る
は
な
こ
そ 

つ
と
に
小
島
憲
之
「
学
事
近
報
」
（
『
上
代
の
文
学
―
―
日
本
文
学
史
１
―
―
』
有
斐
閣
選
書 

一
九
七
六
年
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
花
が
散
る
こ
と
を
、
漢
詩
で
は
、
「
花
散
」
で
は
な
く
「
花
落
」
と

す
る
。
和
歌
で
は
、
「
花
」
は
「
散
る
」
の
で
あ
り
、
該
歌
の
よ
う
に
「
落
つ
」
と
す
る
も
の
は
、
平
安
時
代
ま

で
を
調
査
し
て
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
万
葉
集
に
は
、
「
今
の
ご
と
心
を
常
に
思
へ
ら
ば
ま
づ
咲

く
花
の
地 つ

ち

に
落
ち
め
や
も
（
先
咲
花
乃
地
尓
将
落
八
方
）
」
（
万
葉
集
・
八
・
一
六
五
三
・
県
犬
養
娘
子
）
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
「
去
年
咲
き
し
久
木
今
咲
く
（
久
木
今
開
）
い
た
づ
ら
に
地
に
か
落
ち
む
（
土
哉
将
堕
）
見
る
人

な
し
に
」
（
万
葉
集
・
十
・
一
八
六
三
）
、
「
我
が
門
の
片
山
椿
（
可
多
夜
麻
都
婆
伎
）
ま
こ
と
汝
我
が
手
触
れ

な
な
地
に
落
ち
も
か
も
（
都
知
尓
於
知
母
加
毛
）
」
（
万
葉
集
・
二
十
・
四
四
一
八
・
物
部
広
足
）
と
も
あ
る
よ

う
に
、
「
地
に
落
つ
」
と
い
う
比
喩
的
な
成
句
で
、
む
な
し
く
な
る
こ
と
を
含
意
す
る
、
特
異
な
用
法
で
あ
る
。

ま
た
、
平
安
時
代
に
見
え
る
用
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
東
宮
雅
院
に
て
さ
く
ら
の
花
の
み
か
は
水
に
ち
り
て
な
が

れ
け
る
を
見
て
よ
め
る
／
す
が
の
の
高
世
枝
よ
り
も
あ
だ
に
ち
り
に
し
花
な
れ
ば
お
ち
て
も
水
の
あ
わ
と
こ
そ
な

れ
」
（
古
今
・
二
・
春
下
・
八
一
・
菅
野
高
世
）
、
「
き
く
の
は
な
お
ち
て
な
が
る
る
み
づ
に
さ
へ
な
み
の
し
り

な
き
や
ど
に
ざ
り
け
る
」
（
古
今
六
帖
・
二
・
田
舎
・
や
ど
・
一
三
○
九
・
紀
貫
之
）
、
「
な
れ
に
け
ん
昔
を
忍

ぶ
袖
の
上
に
お
つ
る
花
も
や
露
け
か
る
ら
ん
」
（
頼
政
集
・
六
三
二
）
の
よ
う
に
、
散
り
落
ち
る
場
所
が
決
ま
っ

て
い
る
場
合
や
、
「
ふ
え
の
ね
に
お
つ
る
を
み
れ
ば
む
め
の
は
な
は
る
の
し
ら
べ
と
お
も
ふ
な
る
べ
し
」
（
高
遠

集
・
六
二
）
の
よ
う
に
、
掛
詞
（
花
が
落
ち
る
／
調
律
が
落
ち
る
）
の
よ
う
に
な
る
場
合
、
「
風
ふ
く
と
え
だ
を

は
な
れ
て
お
つ
ま
じ
く
は
な
と
ぢ
つ
け
よ
あ
を
や
ぎ
の
い
と
」
（
山
家
集
・
一
五
一
）
の
よ
う
に
、
言
葉
の
対
応

に
よ
る
限
定
（
挙
例
で
は
「
落
つ
」
に
対
し
て
「
綴
じ
つ
く
」
）
な
ど
、
花
を
「
落
つ
」
と
す
る
用
例
の
ほ
と
ん

ど
は
、
特
殊
な
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
該
歌
に
、
そ
う
し
た
要
素
は
、
句
題
と
の
関
係
以
外
に
は
、
と
く
に
見

当
た
ら
な
い
。
本
集
で
は
、
散
る
花
を
十
一
・
二
六
・
二
九
番
歌
が
詠
む
が
、
「
落
つ
」
と
す
る
も
の
は
、
該
歌

だ
け
で
あ
る
。
十
一
番
歌
は
、
「
落
尽
閑
華
不
見
人
」
と
い
う
句
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
歌
は
「
ち
り

は
つ
る
ま
で
」
と
す
る
。 

ま
れ
に
み
え
け
れ 

「
ま
れ
に
」
が
「
見
ゆ
」
に
か
か
る
用
例
は
、
古
今
集
に
「
け
ぬ
が
う
へ
に
又
も
ふ
り
し
け
春

霞
た
ち
な
ば
み
雪
ま
れ
に
こ
そ
見
め
」
（
古
今
集
・
六
・
冬
・
三
三
三
）
が
あ
る
が
、
た
い
へ
ん
少
な
い
。
花
が

ま
れ
に
見
え
る
と
の
用
例
は
、
鎌
倉
時
代
ま
で
見
て
も
「
よ
も
ぎ
の
み
し
げ
れ
る
庭
と
な
る
や
ど
は
菫
さ
へ
こ
そ

ま
れ
に
み
え
け
れ
」
（
俊
成
祇
園
百
首
・
菫
菜
・
一
六
）
、
「
さ
き
や
ら
ぬ
末
葉
の
花
は
ま
れ
に
み
え
て
夕
露
し

げ
き
庭
の
萩
原
」
（
玉
葉
集
・
四
・
秋
上
・
章
義
門
院
・
四
九
三
）
が
検
索
さ
れ
る
程
度
で
、
三
代
集
時
代
に
当

該
歌
以
外
に
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
当
集
の
「
ま
れ
（
ら
）
に
」
は
二
五
・
二
六
・
二
九
番
歌
に
あ
り
、
す
べ

て
夏
部
に
見
え
る
。
ま
た
、
一
番
歌
の
「
ま
れ
ら
な
り
」
を
含
め
、
落
花
（
二
六
・
二
九
）
と
鶯
の
声
（
一
・
二

五
）
の
状
態
の
表
現
に
限
定
さ
れ
る
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
五
・
二
六
・
二
九
番
歌
の
句
題
そ
れ
ぞ
れ
に

「
稀
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
和
歌
に
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
「
け
れ
」
は
第
四
句
末
「
こ
そ
」
の

結
び
。 

【
補
注
】 

 

一
首
の
組
み
立
て
は
、
「
…
…
ば
（
接
続
助
詞
）
…
…
け
り
」
と
い
う
古
今
的
な
類
型
で
あ
る
。
本
集
は
こ
の

類
型
を
好
み
、
全
体
の
一
割
余
り
、
一
三
例
（
二
二
・
二
九
・
三
九
・
六
一
・
六
五
・
七
○
・
七
九
・
八
九
・
九

四
・
九
五
・
一
○
○
・
一
一
○
・
一
一
三
）
も
あ
り
、
古
今
集
よ
り
も
高
い
割
合
で
あ
る
。
し
か
も
、
ほ
ぼ
す
べ

て
が
該
歌
同
様
、
「
…
…
ば
」
が
上
句
、
「
…
…
け
り
」
が
下
句
で
あ
る
。
例
外
の
一
一
○
番
歌
も
、
「
わ
が
身

を
ば
う
か
べ
る
く
も
に
な
な
さ
れ
ば
ぞ
ゆ
く
か
た
も
な
く
は
か
な
か
り
け
る
」
と
、
第
三
句
末
の
係
助
詞
「
ぞ
」

は
、
「
ば
」
に
下
接
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
類
型
に
準
じ
る
。 

 

「
…
…
ば
…
…
け
り
」
の
「
ば
」
は
、
気
付
き
を
表
わ
す
「
け
り
」
の
性
格
か
ら
、
「
み
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ

き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る
」
（
古
今
集
・
一
・
春
上
・
五
六
・
素
性
）
、
「
花
ち
れ
る
水
の
ま
に
ま
に

と
め
く
れ
ば
山
に
は
春
も
な
く
な
り
に
け
り
」
（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
一
二
九
・
清
原
深
養
父
）
の
よ
う
に
、
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原
因
・
理
由
で
は
な
く
、
偶
然
条
件
と
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
と
い
う
条
件
の
下
で
、
意
外

な
事
柄
の
実
現
に
気
付
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
場
合
、
「
け
り
」
の
認
識
が
統
括
す
る
の
は
、
後
件
の
み
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
該
歌
に
お
け
る
、
枝
に
花
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
と
、
落
花
が
稀
に
見
え
る
こ
と
と
は
、
偶
然

の
結
果
で
は
な
く
、
因
果
関
係
と
し
か
捉
え
よ
う
が
な
い
。
枝
の
花
が
少
な
く
な
れ
ば
散
る
花
も
稀
に
な
る
の

は
、
そ
の
限
り
で
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
外
的
に
同
じ
く
因
果
関
係
に
あ
る
「
と
き
は
な
る
松
の
み
ど
り
も

春
く
れ
ば
今
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け
り
」
（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
二
四
・
源
宗
于
）
、
「
郭
公
人
ま
つ
山
に

な
く
な
れ
ば
我
う
ち
つ
け
に
こ
ひ
ま
さ
り
け
り
」
（
古
今
集
・
三
・
夏
・
一
六
二
・
紀
貫
之
）
な
ど
と
は
違
っ

て
、
こ
と
さ
ら
後
件
の
事
態
に
気
付
く
ま
で
も
な
い
。
本
集
の
配
列
か
ら
見
れ
ば
、
「
ち
り
ま
が
ふ
花
は
こ
の
は

に
か
く
さ
れ
て
ま
れ
に
に
ほ
へ
る
色
ぞ
と
も
な
き
」
（
二
六
）
の
、
盛
ん
に
散
る
花
の
段
階
を
経
過
し
て
、
気
が

付
け
ば
も
は
や
落
花
す
ら
稀
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
希
少
な
落
花
そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ

が
、
該
歌
の
特
色
と
言
え
ば
言
え
よ
う
。 

と
は
い
え
、
そ
の
気
付
き
が
夏
歌
と
し
て
ど
の
よ
う
な
情
感
あ
る
い
は
情
趣
を
伴
う
も
の
か
と
な
る
と
、
疑
問

と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
集
夏
歌
の
冒
頭
歌
「
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
」
（
二
二
）
に
関
し
て
、
本
釈
論
で
は
、
「
な
つ
の
か
げ
」
で
は
な
く
「
は
な
の
か
げ
」
と
い
う

本
文
を
尊
重
し
て
、
こ
れ
を
春
盛
り
の
幻
視
と
み
な
し
た
が
、
夏
歌
の
半
ば
に
至
っ
て
も
な
お
散
る
花
に
惜
春
の

情
を
お
ぼ
え
る
歌
を
載
せ
る
と
は
、
考
え
に
く
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

原
因
に
相
当
す
る
上
句
が
、
風
に
吹
か
れ
て
散
り
、
枝
に
咲
く
花
が
乏
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
態
を
表

す
と
い
う
解
釈
は
動
か
し
が
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
推
移
す
る
事
態
は
、
第
三
句
の
「
な
り
ゆ
け
ば
」
に
よ
り
、

す
で
に
終
わ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
現
在
か
ら
今
後
も
続
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
下
句
に
お
い
て

留
意
す
べ
き
は
、
落
花
が
稀
に
見
え
る
と
い
う
の
は
逆
に
考
え
れ
ば
、
枝
に
残
っ
た
花
の
大
半
は
落
花
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
残
り
の
花
の
数
は
少
な
い
と
し
て
も
。
「
は
な
お
つ
る
こ
と
」
で
は
な
く

「
お
つ
る
は
な
」
と
い
う
表
現
は
、
「
は
な
」
そ
の
も
の
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
下
句
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
花
が
散
る
こ
と
の
ほ
う
で
は
な
く
、
花
が
な
お
枝
に
咲
き
続
け
て
い
る
こ
と

の
ほ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歌
末
の
「
け
り
」
が
表
す
の
は
、
夏
半
ば
に
な
っ
て
も
な
お
、
わ
ず
か
で
は
あ

れ
、
春
花
を
見
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
対
す
る
驚
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
枝
が
空
し
く
な
っ
た
分
だ

け
、
残
り
続
け
る
花
は
か
え
っ
て
目
立
つ
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
の
「
な
り
ゆ
け
ば
」
な
の
で
あ
る
。
上
句
の

「
む
な
し
」
と
下
句
の
「
ま
れ
」
を
同
義
反
復
的
と
と
ら
え
れ
ば
、
因
果
関
係
で
さ
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
咲

い
て
い
る
花
の
目
立
ち
具
合
と
い
う
点
で
は
、
両
者
は
因
果
関
係
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
。 

こ
の
よ
う
な
、
も
う
惜
春
の
情
と
は
離
れ
た
季
節
越
え
の
発
見
に
重
点
を
置
く
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
は
、
あ
る
意

味
で
歌
の
掟
破
り
と
言
え
る
。
以
前
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
季
節
歌
の
定
型
性
を
打
破
せ
ん
と
す
る
千

里
の
挑
戦
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

な
お
、
赤
人
集
に
「
ふ
く
か
ぜ
に
え
だ
の
む
な
し
く
な
り
ゆ
け
ば
お
つ
る
は
な
こ
そ
ま
れ
に
み
え
け
れ
」
（
五

四
）
と
、
第
二
句
を
「
え
だ
の
」
と
し
て
載
る
。 

【
比
較
対
照
】 

 

当
歌
句
題
の
原
拠
詩
は
未
詳
な
の
で
、
五
言
の
句
題
そ
の
も
の
と
比
較
す
る
し
か
な
い
。 

 

表
現
上
、
「
枝
空
」
に
対
し
て
は
第
二
句
の
「
え
だ
も
む
な
し
く
」
、
「
華
落
稀
」
に
対
し
て
は
下
句
の
「
お

つ
る
は
な
こ
そ
ま
れ
に
み
え
け
れ
」
が
語
順
ど
お
り
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
当
歌
は
句
題
を
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
邦
訳
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
質
的
に
付
加
さ
れ
た
の
は
、
初
句
の
「
ふ
く
風
に
」
の
み
で

あ
り
、
枝
が
空
し
く
な
っ
た
理
由
付
け
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
【
語
釈
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
風
は
枝
の
花

を
散
ら
し
、
枝
を
空
し
く
す
る
と
い
う
結
び
付
け
は
歌
に
お
い
て
常
套
的
な
方
法
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
、
細
か
く
見
る
な
ら
ば
、
句
題
で
は
「
枝
空
」
と
「
華
落
稀
」
が
並
列
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
当

歌
で
は
第
三
句
「
な
り
ゆ
け
ば
」
に
よ
っ
て
、
句
題
に
は
な
い
、
時
間
的
な
経
過
を
示
す
と
と
も
に
、
前
件
が
後

件
の
原
因
・
理
由
と
い
う
関
係
付
け
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
付
け
の
仕
方
は
、
一
首
と
し

て
の
表
現
量
を
満
た
す
こ
と
や
全
体
の
ま
と
ま
り
を
付
け
る
こ
と
の
た
め
に
行
わ
れ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
本
集

で
は
よ
く
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。 

原
拠
詩
に
お
け
る
句
題
の
位
置
も
も
と
よ
り
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
状
況
を
描
写
す
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
表
現
だ
け
か
ら
で
は
季
節
も
特
定
し
え
ず
、
そ
も
そ
も
夏
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
実
際
、

当
の
句
題
内
容
は
、
夏
の
風
景
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
れ
を
、
千
里
が
あ
え
て
夏
歌
の
句
題

に
据
え
た
と
す
れ
ば
、
新
た
な
気
付
き
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ
で
な
く
て
も
歌
材
に
乏
し
い
夏
歌
に
、
あ
る
程

度
の
歌
数
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
該
歌
も
ま
た
、
本
集
の
夏
部
に
配
列
さ
れ
ず
、
単
独

で
見
た
な
ら
ば
、
季
節
を
問
い
に
く
か
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
【
語
釈
】
の
「
ま
れ
に
み
え
け
れ
」
の
項
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
「
ま
れ
（
ら
）
」
を
夏
歌
の
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
よ
う
と
目
論
ん
だ
と
推
定
さ
れ
な
く
も
な

い
。 
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鳥
思
残
花
枝 (

鳥
思
ふ
、
残
花
の
枝) 

三
〇 

な
く
と
り
の
こ
ゑ
ふ
か
く
の
み
き
こ
ゆ
る
は
の
こ
れ
る
は
な
の
し
た
を
わ
ぶ
る
か 

 

【
通
釈
】 

鳴
く
鳥
の
声
が
心
に
深
く
聞
こ
え
る
ば
か
り
な
の
は
、
残
花
の
下
を
つ
ら
く
思
う
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。 

【
語
釈
】 

な
く
と
り
の 

「
な
く
と
り
の
」
と
い
う
句
は
、
万
葉
集
に
集
中
し
て
十
首
ほ
ど
あ
り
、
そ
の
う
ち
該
歌
の
よ
う

に
「
声
」
に
か
か
る
用
例
が
六
例
あ
る
。
短
歌
で
は
、
「
佐
保
渡
り
我
家

わ
ぎ
へ

の
上
に
鳴
く
鳥
の
声
（
鳴
鳥
之
音
）
な

つ
か
し
き
愛 は

し
き
妻
の
児 こ

」
（
万
葉
集
・
四
・
六
六
三
・
安
都
宿
祢
年
足
）
、
「
恋
衣
着 き

奈
良

な

ら

の
山
に
鳴
く
鳥
の

（
鳴
鳥
之
）
間
な
く
時
な
し
我
が
恋
ふ
ら
く
は
」
（
万
葉
集
・
十
二
・
三
〇
八
八
）
の
よ
う
に
、
第
三
句
に
「
な

く
と
り
の
」
が
あ
り
、
第
二
句
は
句
末
に
格
助
詞
「
に
」
を
置
き
、
鳥
が
鳴
く
場
所
を
示
す
と
い
う
、
構
文
上
の

類
型
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
該
歌
で
は
、
初
句
に
「
な
く
と
り
の
」
が
置
か
れ
、
そ
れ
が
第
二
句
冒
頭

の
「
声
」
に
係
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
集
二
七
番
歌
に
も
見
ら
れ
、
「
ね
（
音
）
」
を
修
飾
す
る
が
、
第
四
句
に

位
置
し
て
い
て
、
ど
ち
ら
も
万
葉
集
と
は
異
な
る
。 

こ
ゑ
ふ
か
く
の
み 

「
ふ
か
く
」
は
鳴
く
鳥
の
声
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
聞
こ
え
方
の
あ
り
よ
う
、
言
い
換
え

れ
ば
、
聞
く
主
体
の
心
情
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
（
二
七
番
歌
【
語
釈
】
「
い
た
く
き
こ
ゆ
る
」
の
項
を
参

照
）
。
「
声
」
が
「
ふ
か
く
き
こ
ゆ
」
と
い
う
用
例
は
稀
で
あ
る
が
、
す
で
に
全
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
う

り
ふ
や
ま
も
み
ぢ
の
な
か
に
鳴
く
鹿
の
声
は
ふ
か
く
も
き
こ
え
く
る
か
な
」
（
元
真
集
・
一
六
六
）
が
あ
る
。
副

助
詞
「
の
み
」
に
つ
い
て
は
、
一
五
番
歌
【
語
釈
】
「
あ
か
で
の
み
」
で
も
触
れ
た
が
、
上
接
語
の
「
ふ
か
く
」

を
取
り
立
て
る
の
で
は
な
く
、
句
全
体
つ
ま
り
「
な
く
と
り
の
こ
ゑ
ふ
か
く
き
こ
ゆ
る
」
と
い
う
事
態
に
対
す
る

限
定
を
表
し
、
し
か
も
そ
れ
は
そ
の
事
態
が
一
回
で
は
な
く
複
数
回
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
も
表
わ
す
と
み
な
さ

れ
る
（
小
柳
智
一
「
限
定
の
と
り
た
て
の
歴
史
的
変
化
」
沼
田
善
子
・
野
田
尚
史
『
日
本
語
の
と
り
た
て
』
く
ろ

し
お
出
版 

二
○
○
三
年
、
小
田
勝
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』
和
泉
書
院 

二
○
一
五
年
な
ど
参
照
）
。
つ

ま
り
、
「
こ
ゑ
ふ
か
く
き
こ
ゆ
る
」
と
い
う
事
態
が
、
こ
れ
ま
で
も
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

き
こ
ゆ
る
は 

初
・
第
二
句
を
受
け
、
「
な
く
こ
ゑ
の
ふ
か
く
き
こ
ゆ
る
」
全
体
が
、
当
句
末
の
提
題
の
係
助
詞

「
は
」
に
よ
り
、
一
首
の
主
題
と
な
り
、
下
句
が
そ
れ
に
対
す
る
説
明
に
相
当
す
る
。
【
補
注
】
参
照
。 

の
こ
れ
る
は
な
の 

「
の
こ
れ
る
は
な
」
は
、
「
…
…
し
づ
え
に 

の
こ
れ
る
は
な
は 

し
ま
し
く
は 

ち
り
な
ま

が
ひ
そ
…
…
」
（
万
葉
集
・
九
・
一
七
四
七
）
と
万
葉
集
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
用
例
数
は
少
な
い
。
「
の
こ
れ
る

は
な
」
は
、
二
六
番
歌
の
「
ち
り
ま
が
ふ
花
」
、
二
九
番
歌
の
稀
な
落
花
を
経
た
段
階
で
あ
り
、
枝
に
わ
ず
か
に

残
る
状
態
の
花
で
あ
る
。 

し
た
を
わ
ぶ
る
か 

「
し
た
（
下
）
」
を
「
え
だ
（
枝
）
」
と
す
る
本
文
が
多
い
が
、
校
訂
は
必
要
最
少
限
に
す
る

と
い
う
、
当
釈
論
の
方
針
か
ら
底
本
の
ま
ま
と
し
て
お
く
。
「
は
な
の
し
た
」
と
「
は
な
の
え
だ
」
と
で
は
、
当

然
な
が
ら
、
何
の
ど
ん
な
状
態
を
「
わ
ぶ
る
」
か
が
異
な
る
。
「
わ
ぶ
」
は
、
思
い
通
り
に
い
か
ず
に
気
落
ち
す

る
、
辛
く
思
う
の
意
。
本
集
で
は
他
に
、
「
わ
び
て
ふ
る
や
ど
に
も
か
り
の
く
れ
ゆ
け
ば
ふ
く
か
ぜ
の
み
ぞ
と
ざ

し
な
り
け
る
」
（
七
〇
）
の
一
例
が
あ
る
。
「
わ
ぶ
」
と
同
源
の
「
わ
び
し
」
と
い
う
形
容
詞
を
用
い
た
、
該
句

に
類
似
す
る
例
と
し
て
は
、
「
花
の
ち
る
こ
と
や
わ
び
し
き
春
霞
た
つ
た
の
山
の
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
」
（
古
今

集
・
二
・
春
上
・
一
○
八
・
藤
原
千
蔭
）
や
「
う
ぐ
ひ
す
の
す
み
か
の
は
な
や
ち
り
ぬ
ら
む
わ
び
し
き
こ
ゑ
に

（
侘
敷
音
丹
）
う
ち
は
へ
て
な
く
」
（
新
撰
万
葉
集
・
三
九
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
花
が
散
る
こ
と
を
、
鶯
が

「
わ
び
し
」
と
思
い
鳴
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
該
歌
は
、
「
の
こ
れ
る
は
な
の
し

た
」
を
「
わ
ぶ
」
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
表
現
上
は
、
花
が
散
る
こ
と
に
対
し
て
で
は
な
い
と
い
う
点
で

異
な
る
。
ま
た
、
該
歌
で
は
、
「
わ
ぶ
」
の
主
体
が
鳥
で
あ
る
こ
と
も
明
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
【
補
注
】
参
照
。
句
末
か
つ
歌
末
に
位
置
す
る
終
助
詞
「
か
」
は
、
本
集
に
他
に
例
が
な
い
。 

【
補
注
】 

該
歌
に
も
認
め
ら
れ
る
「
…
…
は
…
…
か
」
と
い
う
構
文
は
、
万
葉
集
と
八
代
集
の
範
囲
で
調
査
す
る
と
、

「
ひ
さ
か
た
の
雨
に
は
着
ぬ
を
怪
し
く
も
我
が
衣
手
は
（
吾
袖
者
）
干
す
時
な
き
か
（
干
時
無
香
）
」
（
万
葉

集
・
七
・
一
三
七
一
）
、
「
わ
が
た
め
に
お
き
に
く
か
り
し
は
し
た
か
の
人
の
て
に
有
り
と
き
く
は
ま
こ
と
か
」

（
後
撰
集
・
十
七
・
雑
三
・
一
二
一
五
）
、
「
わ
た
つ
海
の
お
き
な
か
に
ひ
の
は
な
れ
い
で
て
も
ゆ
と
見
ゆ
る
は

あ
ま
の
い
さ
り
か
」
（
拾
遺
集
・
七
・
物
名
・
三
五
八
・
伊
勢
）
の
よ
う
に
、
万
葉
集
か
ら
見
ら
れ
る
。
こ
の
構

文
で
は
、
歌
末
の
「
か
」
は
、
詠
嘆
（
万
葉
集
の
挙
例
）
の
場
合
も
、
疑
問
（
後
撰
集
・
拾
遺
集
の
挙
例
）
の
場
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合
も
あ
る
。
万
葉
集
歌
は
、
衣
の
袖
が
乾
か
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
一
方
、
後
撰
集
歌
の
噂
が
本
当
か
ど
う
か
、

拾
遺
集
歌
の
沖
に
燃
え
る
火
が
漁
り
火
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
詠
歌
成
立
の
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
こ
と
が
、

「
か
」
の
解
釈
の
違
い
と
な
る
。
検
索
の
範
囲
全
体
と
し
て
は
、
後
者
が
圧
倒
的
に
多
い
。 

該
歌
は
、
上
句
で
提
示
さ
れ
た
事
態
に
つ
い
て
、
下
句
が
そ
の
成
立
す
る
理
由
を
疑
い
の
気
持
ち
で
述
べ
る
と

い
う
構
成
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鳥
の
声
が
心
に
深
く
聞
こ
え
る
事
態
を
主
題
と
し
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
と
は
違

う
こ
と
の
理
由
を
疑
問
と
と
も
に
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
【
語
釈
】
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
理
由
の
内
容

や
示
し
方
に
お
い
て
、
類
例
と
は
二
つ
の
点
で
大
き
く
異
な
る
。
一
つ
は
、
「
わ
ぶ
」
対
象
は
散
る
花
あ
る
い
は

花
が
散
る
こ
と
で
あ
る
と
は
し
て
い
な
い
点
、
も
う
一
つ
は
、
「
わ
ぶ
」
主
体
が
鳥
で
あ
る
と
は
し
て
い
な
い
点

で
あ
る
。 

第
一
点
に
関
し
て
は
、
「
の
こ
れ
る
は
な
の
し
た
」
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。
「
わ
ぶ
」
の
が
枝
に
わ

ず
か
に
残
る
花
に
対
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
下
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
残
花
と
対
比
的
に
想
定
さ
れ
る
の
は
、
圧

倒
的
な
数
の
、
す
で
に
地
に
散
り
落
ち
た
花
で
あ
ろ
う
。
直
前
の
二
九
番
歌
が
枝
に
散
り
残
っ
た
、
わ
ず
か
な
花

に
注
目
し
た
の
と
は
、
「
散
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
は
さ
ん
で
、
そ
の
前
と
そ
の
後
を
詠
ん
だ
と
い
う
点
で
、

続
け
て
配
列
さ
れ
た
両
歌
は
、
見
事
に
対
照
的
で
あ
る
。 

第
二
点
に
関
し
て
は
、
「
ふ
か
く
き
こ
ゆ
」
が
聞
く
主
体
の
心
情
の
あ
り
よ
う
を
表
し
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
わ
ぶ
」
と
い
う
心
情
と
結
び
付
く
の
で
あ
っ
て
、
鳥
の
鳴
き
声
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
鳴
き
声
は
以
前
と
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
受
け
止
め
方
が
こ
の
ご
ろ
変

わ
っ
た
こ
と
に
疑
問
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
枝
に
咲
く
花
か
ら
地
に
散
り
敷
い

た
花
に
目
を
転
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
お
び
た
だ
し
い
数
の
、
そ
の
無
惨
と
も
言
え
る
花
の
あ
り
よ
う
を
「
わ
ぶ
」

と
い
う
心
情
で
受
け
止
め
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
取
り
上
げ
詠
む
こ
と
が
、
当
時
の

歌
の
常
識
か
ら
は
ひ
ど
く
か
け
離
れ
て
い
た
と
し
て
も
。 

配
列
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、
該
歌
は
、
夏
部
で
別
々
に
詠
ま
れ
て
き
た
鳥
（
鶯
）
（
二
三
・
二
五
・
二
七
）

と
、
花
（
二
二
・
二
六
・
二
九
。
た
だ
し
、
二
八
番
歌
の
開
花
す
る
蓮
は
除
く
）
と
が
、
一
首
に
ま
と
め
て
詠
ま

れ
る
と
と
も
に
、
以
後
、
夏
部
に
鳥
も
花
も
詠
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
夏
部
の
配
列
上
の
区
切
り
の
一
つ

と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
。 

【
比
較
対
照
】 

 

原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
五
言
排
律
「
首
夏
同
諸
校
正
遊
開
元
観
、
因
宿
翫
月
」
（
巻
第
五
・
○
一
七

八
）
で
あ
り
、
句
題
は
そ
の
第
一
二
句
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

  
 

我
与
二
三
子 

策
名
在
京
師 

 

我
、
二
三
子
と
、
策
名
し
て
京
師
に
在
り
。 

 
 

官
小
無
職
事 

閑
於
為
客
時 

 

官
小
に
し
て
職
事
無
く
、
客
と
為
る
時
よ
り
も
閑
な
り
。 

 
 

沉
沉
道
観
中 

心
賞
期
在
茲 

 

沉
沉
た
る
道
観
の
中
、
心
賞
、
期
す
る
こ
と
茲
に
在
り
。 

 
 

到
門
車
馬
廻 

入
院
巾
杖
随 

 

門
に
到
り
車
馬
廻
り
、
院
に
入
り
て
巾
杖
随
ふ
。 

 
 

清
和
四
月
初 

樹
木
正
華
滋 

 

清
和
、
四
月
の
初
め
、
樹
木
、
正
に
華
滋
す
。 

 
 

風
清
新
葉
影 

鳥
恋
残
花
枝 

 

風
は
清
し
、
新
葉
の
影
。
鳥
は
恋 し

た

ふ
、
残
花
の
枝
。 

 
 

向
夕
天
又
晴 

東
南
余
霞
披 

 

夕
に

向
な
ん
な

ん
と
し
て
天
又
晴
れ
、
東
南
、
余
霞
披
く
。 

 
 

置
酒
西
廊
下 

待
月
盃
行
遅 

 

酒
を
西
廊
の
下
に
置
き
、
月
を
待
ち
て
盃
行 め

ぐ

る
こ
と
遅
し
。 

 
 

須
臾
金
魄
生 

若
与
吾
徒
期 

 

須
臾
に
し
て
金
魄
生
じ
、
吾
が
徒
と
期
す
る
が
ご
と
し
。 

 
 

光
華
一
照
耀 

楼
殿
相
参
差 

 

光
華
、
一
た
び
照
耀
し
て
、
楼
殿
、
相
参 し

ん

差 し

た
り
。 

 
 

終
夜
清
景
前 

笑
歌
不
知
疲 

 

終
夜
、
清
景
の
前
、
笑
歌
し
て
疲
れ
を
知
ら
ず
。 

 
 

長
安
名
利
地 

此
興
幾
人
知 

 

長
安
、
名
利
の
地
、
此
の
興
、
幾
人
か
知
る
。 

  

巻
五
に
は
閑
適
の
詩
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
詩
も
永
貞
元
（
八
○
五
）
年
四
月
に
、
白
氏
が
校
書
郎
の
同

僚
と
、
暇
に
任
せ
て
道
教
の
寺
で
あ
る
開
元
観
に
泊
し
て
、
月
見
を
し
た
折
の
も
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
閑
適
詩

ら
し
く
、
詩
全
体
が
の
び
や
か
な
初
夏
の
風
趣
に
包
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
句
題
に
採
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る

「
鳥
恋
残
花
枝
」
も
、
新
釈
漢
文
大
系
（
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
二 

上
』
明
治
書
院 

二
○
○
七
年
）
が
「
鳥
は

枝
に
散
り
残
る
花
を
慕
っ
て
囀
っ
て
い
る
」
と
通
釈
す
る
よ
う
に
、
対
と
な
る
「
風
清
新
葉
影
」
と
と
も
に
、
初

夏
ら
し
い
情
景
の
一
つ
を
描
写
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
興
趣
を
覚
え
こ
そ
す
れ
、
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
は
ま

っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
。 
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な
お
、
本
集
の
句
題
は
「
鳥
思
残
花
枝
」
で
あ
り
、
第
二
字
が
原
拠
詩
の
「
恋
」
と
異
な
る
。
本
集
諸
本
に
お

い
て
も
両
字
の
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
意
味
に
大
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
全
釈
に
よ
れ
ば
、
『
白
居
易
集
箋

校
』
で
は
、
宋
本
・
何
校
本
に
「
鳥
思
」
と
あ
り
、
「
千
里
が
見
た
文
集
は
「
鳥
思
」
で
可
能
性
は
あ
る
」
と
す

る
。 句

題
と
歌
と
の
表
現
上
の
対
応
関
係
を
見
て
み
る
と
、
「
鳥
」
と
「
と
り
」
、
「
残
花
」
と
「
の
こ
れ
る
は

な
」
が
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
の
み
で
あ
り
、
句
題
が
短
い
五
言
句
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
歌
一
首
と
成
す
た
め

に
、
付
加
さ
れ
た
の
が
自
立
語
レ
ベ
ル
で
、
順
に
「
な
く
」
「
こ
ゑ
」
「
ふ
か
く
」
「
き
こ
ゆ
」
「
し
た
」
「
わ

ぶ
」
の
よ
う
に
、
は
る
か
に
多
い
。 

句
題
で
残
さ
れ
た
「
思
」
に
は
、
内
面
的
行
為
と
し
て
は
「
わ
ぶ
」
が
一
見
対
応
し
そ
う
で
あ
る
が
、
【
補

注
】
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
と
し
た
ら
、
内
実
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
句
題
の
「
思
」
が
鳥
の
鳴
き
声
か
ら
想
像

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
対
応
す
る
の
は
む
し
ろ
「
な
く
」
で
あ
り
、
「
鳥
」
「
と
り
」
と
の
位
置
関
係
と
し
て
も
、

そ
の
ほ
う
が
無
理
が
な
い
。
ま
た
、
「
枝
」
に
つ
い
て
は
、
本
集
に
お
け
る
本
文
異
同
の
問
題
が
あ
り
、
底
本
の

「
し
た
」
な
ら
ば
、
対
応
さ
せ
が
た
い
。 

 

該
歌
に
お
い
て
は
、
句
題
を
含
む
原
拠
詩
の
閑
適
詩
と
し
て
の
趣
は
ま
っ
た
く
見
出
し
が
た
い
。
あ
え
て
言
え

ば
、
該
歌
も
、
花
や
鳥
を
観
察
あ
る
い
は
鑑
賞
し
続
け
る
時
間
的
な
余
裕
が
背
景
に
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
も
の

で
は
あ
る
が
。
た
だ
一
つ
、
本
集
夏
部
に
お
け
る
該
歌
の
位
置
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
、
原
拠
詩
が
「
首
夏
」
で

あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
該
歌
も
夏
歌
で
あ
る
こ
と
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
句
題
で
あ

れ
、
該
歌
で
あ
れ
、
表
現
自
体
の
み
か
ら
は
季
節
は
特
定
し
え
な
い
。 

 

原
拠
詩
に
お
け
る
自
然
描
写
と
し
て
の
句
題
が
歌
に
お
い
て
心
情
表
現
の
一
部
と
化
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本

集
の
通
例
パ
タ
ー
ン
と
も
言
え
る
が
、
該
歌
の
場
合
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
他
歌
と
は
大
き
く
異

な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
表
現
上
の
焦
点
を
、
鳥
か
ら
人
つ
ま
り
詠
み
手
に
切
り
替
え
た
点
で
あ
る
。
同
パ
タ
ー

ン
の
他
歌
に
お
い
て
は
、
歌
材
と
詠
み
手
の
あ
り
よ
う
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
重
ね
合
わ
せ
る
方
法
を
採
っ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
該
歌
は
巧
み
に
そ
の
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が
ら
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
じ
つ
は
あ
く
ま

で
も
詠
み
手
自
身
中
心
に
切
り
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
点
か
ら
は
、
歌
末
の
「
か
」
の
示
す
疑
問
も
、
疑
問
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
鳥
に
向
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
「
ふ
か
く
の
み
き
こ
ゆ
る
」
こ
と
の
理
由
が
、
一
般
的
に
挙
げ
ら
れ
る
鳥

の
鳴
き
声
の
あ
り
よ
う
な
の
で
は
な
く
、
自
身
の
気
持
の
あ
り
よ
う
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
、
い
わ
ば
ア
ン
チ
・

テ
ー
ゼ
の
よ
う
に
表
わ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
時
、
該
歌
は
、
句
題
さ
ら
に
原
拠
詩
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
境
地
を
目
指
し
た
こ
と
に
な
る
。 
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An Investigation and interpretation of ‘Oeno Chisato-shu’ 

（大江千里集）(８) 

 
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.29～No.30 of

‘Oe no Chisato-shu’. 
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