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〔
前
説
〕 

本
稿
は
、
以
下
に
示
す
論
文
の
続
校
で
あ
る
。 

「
釈
論
大
江
千
里
集
（
一
）
（
二
）
（
四
）
（
六
）
（
八
）
」
（
『
長
野
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
五
一
号 

 

～
五
五
号
、
二
〇
一
七
年
～
二
〇
二
一
年
。
い
ず
れ
も
電
子
版
の
み
） 

「
釈
論
大
江
千
里
集
同
（
三
）
（
五
）
（
七
）
（
九
）
」
（
『
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
』
第
六
五
集
～ 

 

第
六
八
集
、
二
〇
一
九
年
～
二
〇
二
二
年
） 

今
回
は
、
秋
部
の
三
六
番
歌
～
四
〇
番
歌
の
五
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
。 

  

〔
釈
論
〕 

秋
来
只
識
此
身
哀 (

秋
来
り
て
只
識
る
、
此
の
身
の
哀
し
き
を) 

三
六 

お
ほ
か
た
の
あ
き
く
る
か
ら
に
我
身
こ
そ
か
な
し
き
も
の
と
お
も
ひ
し
み
ぬ
れ 
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【
通
釈
】 

例
年
ど
お
り
に
秋
が
来
る
と
（
決
ま
っ
て
悲
し
い
が
、
今
年
は
）
他
な
ら
ぬ
我
が
身
が
、
（
い
つ
も
以
上
に
、

秋
を
）
悲
し
い
も
の
と
思
い
沁
み
る
こ
と
で
あ
る
よ
。 

【
語
釈
】 

お
ほ
か
た
の 

「
お
ほ
か
た
」
は
名
詞
で
、
特
殊
で
は
な
く
て
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
。
万
葉
集
に
は
、

「
お
ほ
か
た
は
（
凡
者
）
誰
が
見
む
か
と
も
ぬ
ば
た
ま
の
我
が
黒
髪
を
な
び
け
て
居
ら
む
」
（
万
葉
集
・
十
一
・

二
五
三
二
）
、
「
何
時
ま
で
に
生
か
む
命
そ
お
ほ
か
た
は
（
凡
者
）
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
死
ぬ
る
ま
さ
れ
り
」

（
万
葉
集
・
十
二
・
二
九
一
三
）
「
お
ほ
か
た
は
（
大
方
者
）
な
に
か
も
恋
ひ
む
言
挙
げ
せ
ず
妹
に
寄
り
寝
む
年

は
近
き
を
」
（
万
葉
集
・
十
二
・
二
九
一
八
）
の
三
例
、
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
恋
歌
で
、
「
お
ほ
か
た
」
は
人

に
関
し
て
で
あ
り
、
係
助
詞
「
は
」
に
よ
っ
て
、
対
比
的
に
、
詠
み
手
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
「
お

ほ
か
た
の
」
と
い
う
連
体
修
飾
句
の
形
は
古
今
集
前
後
か
ら
見
ら
れ
、
当
歌
と
同
じ
く
「
秋
」
を
修
飾
す
る
例
が

最
も
多
く
、
「
お
ほ
か
た
の
秋
く
る
か
ら
に
わ
が
身
こ
そ
か
な
し
き
物
と
思
ひ
し
り
ぬ
れ
」
（
古
今
集
・
四
・
秋

上
・
一
八
五
）
と
い
う
、
当
歌
と
同
じ
歌
を
は
じ
め
、
「
お
ほ
か
た
の
秋
の
そ
ら
だ
に
わ
び
し
き
に
物
思
ひ
そ
ふ 

る
君
に
も
あ
る
か
な
」
（
後
撰
集
・
七
・
秋
下
・
右
近
・
四
二
三
）
、
「
お
ほ
か
た
の
秋
に
心
は
よ
せ
し
か
ど
花

見
る
時
は
い
づ
れ
と
も
な
し
」
（
拾
遺
集
・
九
・
雑
下
・
と
し
子
・
五
一
○
）
の
よ
う
に
、
そ
の
後
も
類
型
的
に

現
れ
る
。
こ
の
句
は
当
歌
以
前
に
用
例
を
見
出
し
が
た
い
の
で
、
当
歌
句
が
後
世
に
享
受
さ
れ
た
結
果
と
見
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
本
集
と
は
関
係
な
く
、
古
今
集
の
歌
と
し
て
の
享
受
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
お
ほ
か
た
の
あ
き
」
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は
、
本
集
四
○
番
歌
に
も
、
同
じ
く
初
句
に
見
え
る
。
「
お
ほ
か
た
の
秋
」
の
解
釈
と
し
て
、
全
釈
で
は
、
当
歌

に
つ
い
て
は
「
誰
に
で
も
お
と
ず
れ
る
（
た
だ
で
さ
え
悲
し
い
季
節
で
あ
る
）
秋
」
、
四
〇
番
歌
に
つ
い
て
は

「
秋
を
悲
し
む
の
は
世
の
人
皆
そ
う
な
の
だ
が
」
と
し
て
い
る
。
古
今
集
所
載
の
当
歌
に
つ
い
て
も
、
現
行
の
諸

注
釈
書
は
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
お
ほ
か
た
」
は
人
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
続
の
「
我
身
」
と
の
対
比
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
も
っ
と
も
な
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
「
お
ほ
か
た
の
秋
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
「
誰
に
で
も
お
と
ず
れ
る
秋
」
と
い
う
解
が
は
た
し
て

そ
の
ま
ま
引
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
単
純
に
考
え
れ
ば
、
一
般
的
な
秋
つ
ま
り
例
年
と
変
わ
り
な
い
秋
、
で

は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
「
お
ほ
か
た
の
」
の
「
の
」
は
す
ぐ
後
に
続
く
の
が
名
詞
「
あ
き
」
で
あ
る
か
ら
、
連

体
修
飾
関
係
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
「
例
の
」
と
い
う
表
現
が
、
「
日
暮
る
る
ほ
ど
、
例
の

集
ま
り
ぬ
」
（
竹
取
物
語
）
、
「
中
将
、
例
の
う
な
づ
く
」
（
源
氏
物
語
・
帚
木
）
な
ど
の
よ
う
に
、
副
詞
的
に

も
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
あ
き
く
る
」
と
い
う
動
詞
句
を
連
用
修
飾
し
て
い
る
と
み
な
す
こ

と
も
で
き
よ
う
。
右
記
の
類
例
も
そ
の
よ
う
に
と
っ
て
、
解
釈
に
差
し
支
え
な
い
。
詳
し
く
は
【
補
注
】
参
照
。 

あ
き
く
る
か
ら
に  

句
末
の
「
か
ら
に
」
は
、
原
因
・
理
由
の
格
助
詞
「
か
ら
」
に
格
助
詞
「
に
」
が
付
き
、
接

続
助
詞
的
に
、
そ
の
前
後
が
原
因
と
結
果
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
、
已
然
形
＋
「
ば
」
に
比
べ
れ

ば
、
因
果
関
係
と
し
て
の
結
び
付
け
は
弱
く
、
「
吹
く
か
ら
に
秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
む
べ
山
か
ぜ
を
あ
ら
し

と
い
ふ
ら
む
」
（
古
今
集
・
五
・
秋
下
・
文
屋
康
秀
・
二
四
九
）
、
「
ち
は
や
ぶ
る
神
や
き
り
け
む
つ
く
か
ら
に

ち
と
せ
の
坂
も
こ
え
ぬ
べ
ら
な
り
」
（
古
今
集
・
七
・
賀
・
遍
照
・
三
四
八
）
な
ど
で
は
、
接
続
助
詞
の
「
と
」

に
近
く
、
因
果
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
前
後
の
動
作
・
現
象
の
継
起
的
な
生
起
を
表
わ
す
と
と
れ
る
例
も
あ
る
。

当
歌
も
、
秋
が
来
た
の
で
悲
し
く
な
る
と
い
う
、
単
純
な
因
果
関
係
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
示
す
ま
で
も
な
く
、

「
お
ほ
か
た
の
」
も
「
我
身
こ
そ
」
も
不
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
う
い
う
常
識
的

な
因
果
関
係
を
越
え
た
と
こ
ろ
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
当
歌
に
お
い
て
「
か

ら
に
」
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
秋
が
来
る
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
お
ほ
か
た
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
今
年
だ
け
は
通
常
の
因
果
関
係
と
は
異
な
る
と
い
う
、
逆
接
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
関
係
で
も
あ
る
こ
と

を
示
そ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。 

我
身
こ
そ 

「
我
身
（
わ
が
み
）
」
は
本
集
に
八
例
あ
り
、
千
里
が
比
較
的
好
ん
で
使
用
し
た
と
見
ら
れ
る
。
一

九
番
歌
【
語
釈
】
「
わ
が
身
の
み
こ
そ
」
の
項
を
参
照
。
「
我
身
」
と
表
現
す
る
だ
け
で
も
、
他
の
（
一
般
の
）

人
と
の
対
比
が
含
意
さ
れ
る
が
、
当
歌
で
は
さ
ら
に
そ
れ
が
「
こ
そ
」
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
例

は
他
に
も
、
「
か
す
が
の
は
な
の
み
な
り
け
り
わ
が
身
こ
そ
と
ぶ
ひ
な
ら
ね
ど
も
え
わ
た
り
け
れ
」
（
後
拾
遺

集
・
十
四
・
恋
四
・
藤
原
兼
家
・
八
二
四
）
、
「
わ
が
身
こ
そ
い
つ
と
も
し
ら
ね
な
か
な
か
に
む
し
は
あ
き
を
ぞ

か
ぎ
る
べ
ら
な
る
」
（
好
忠
集
・
二
四
四
）
な
ど
、
見
出
せ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
で
対
比
さ
れ
る
の
は
、
人
で

は
な
く
、
春
日
野
（
の
飛
火
）
や
秋
の
虫
で
あ
る
。 

か
な
し
き
も
の
と 

「
か
な
し
き
も
の
」
は
、
万
葉
集
に
「
…
… 

思
へ
ど
も 

悲
し
き
も
の
は
（
悲
物
者
） 

世
間

よ
の
な
か

に
そ
あ
る 

世
間

よ
の
な
か

に
そ
あ
る
」
（
万
葉
集
・
十
三
・
挽
歌
・
三
三
三
六
）
の
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
平
安
時

代
以
降
は
、
「
し
か
す
が
に
か
な
し
き
も
の
は
よ
の
な
か
を
う
き
た
つ
ほ
ど
の
こ
こ
ろ
な
り
け
り
」
（
後
拾
遺

集
・
十
七
・
雑
三
・
馬
内
侍
・
一
○
二
一
）
、
「
お
も
ひ
い
で
の
か
な
し
き
も
の
は
人
し
れ
ぬ
心
の
う
ち
の
わ
か

れ
な
り
け
り
」
（
重
之
集
・
二
九
）
の
よ
う
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
、
「
か
な
し
き
も
の
は
」

と
い
う
形
で
、
一
首
全
体
の
主
題
と
な
り
、
歌
末
を
「
な
り
け
り
」
で
結
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
「
な
り
け
り
」
構
文
を

構
成
す
る
こ
と
が
多
い
。
当
歌
の
「
か
な
し
き
も
の
」
は
格
助
「
と
」
を
下
接
し
、
「
お
も
ひ
し
む
」
内
容
を
示

す
引
用
句
と
す
る
が
、
類
例
は
少
な
く
「
別
を
ば
悲
し
き
物
と
聞
き
し
か
ど
う
し
ろ
や
す
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か

な
」
（
後
撰
集
・
九
・
恋
一
・
五
七
三
）
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
り
、
こ
の
歌
で
の
引
用
句
は
「
別
を
ば
悲
し
き

物
」
の
部
分
で
あ
る
。
「
か
な
し
」
単
独
で
は
な
く
、
「
か
な
し
き
も
の
」
と
す
る
の
は
、
「
も
の
」
に
よ
っ

て
、
そ
の
感
情
を
概
念
化
す
る
、
つ
ま
り
一
時
的
で
は
な
く
、
不
可
変
な
感
情
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
た
め
で
あ

ろ
う
。
当
歌
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
な
る
の
は
、
全
釈
で
は
「
我
が
身
こ
そ
か
な
し
い
も
の
だ
」
と
あ
り
、
古
今

集
所
載
の
同
歌
に
つ
い
て
も
、
「
わ
が
身
を
こ
そ
、
悲
し
い
存
在
な
の
だ
」
（
新
日
本
古
典
大
系
本
）
と
あ
り
、

我
が
身
と
す
る
説
が
大
勢
を
占
め
る
。
こ
れ
は
「
我
身
こ
そ
か
な
し
き
も
の
」
と
い
う
表
現
の
ま
と
ま
り
を
優
先

す
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
省
略
さ
れ
て
い
る
秋
を
対
象
と
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
【
補
注
】
参
照
。 

お
も
ひ
し
み
ぬ
れ 

「
お
も
ひ
し
む
」
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
に
「
心
に
し
み
こ
む
ほ
ど
に
思
う
。
深

く
思
い
を
か
け
る
」
と
あ
り
、
落
窪
物
語
・
枕
草
子
・
源
氏
物
語
な
ど
の
用
例
が
載
る
。
和
歌
の
用
例
は
稀
で
、

平
安
時
代
ま
で
で
は
、
「
た
な
ば
た
の
ふ
た
た
び
と
だ
に
あ
ひ
み
ね
ば
わ
れ
は
か
な
し
と
お
も
ひ
し
み
に
き
」

（
道
済
集
・
一
三
二
）
、
「
…
…
人 

に
こ
と
な
る 

ふ
し
し
ば
は 

は
か
な
き
事
も 

さ
も
ぞ
た
だ 

た
め
し

も
な
き
と 
思
ひ
し
む 

こ
と
の
お
ほ
さ
は
…
…
」
（
艶
詞
・
七
八
）
し
か
検
索
し
え
な
い
。
異
本
系
書
陵
部
本

の
結
句
は
「
お
も
ひ
し
り
ぬ
れ
」
と
あ
り
、
古
今
集
所
載
の
同
歌
も
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
「
思
ひ
知
る
」
と
い
う

語
の
ほ
う
が
、
「
思
ひ
沁
む
」
よ
り
も
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
蔵
中
校
本
に
よ
れ
ば
、
流
布
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本
系
統
の
本
文
は
、
「
し
み
ぬ り

イ

れ
」
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
本
）
、
「
し
み
ぬ り

れ
」
（
多
和
文
庫
本
）
な

ど
の
よ
う
に
傍
書
は
あ
る
も
の
の
、
本
行
本
文
で
「
お
も
ひ
し
り
ぬ
れ
」
と
す
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
解

釈
も
可
能
な
の
で
、
底
本
の
ま
ま
と
す
る
。
「
お
も
ひ
し
む
」
に
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
が
下
接
す
る
の
は
、
そ

の
内
容
を
深
く
認
識
し
お
お
せ
た
こ
と
を
表
わ
す
。
歌
末
の
「
ぬ
れ
」
は
、
第
三
句
末
の
「
こ
そ
」
の
結
び
と
と

る
の
が
順
当
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
我
身
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
に
よ
っ
て
、
問
題
が
生
じ
る
。
す

な
わ
ち
、
前
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
「
我
身
こ
そ
か
な
し
き
も
の
」
の
全
体
を
引
用
句
と
み
な
す
と
、
結
び
は
流

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
ぬ
れ
」
が
結
び
と
な
る
の
は
、
係
り
結
び
の
法
則
に
反
す
る
。
た
だ
し
、
「
な
ほ
い

み
じ
き
人
と
き
こ
ゆ
れ
ど
、
『
こ
よ
な
く
や
つ
れ
て
こ
そ
ま
う
づ
』
と
知
り
た
れ
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

枕
草
子
・
一
一
四
段
）
の
よ
う
に
引
用
句
中
に
係
助
詞
が
あ
り
、
そ
の
外
に
あ
る
「
と
＋
動
詞
（
助
動
詞
）
」

が
、
結
び
と
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
例
外
も
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
小
田
勝
『
古
代
日
本
語
文
法
』

ち
く
ま
学
芸
文
庫 

二
○
二
○
年
）
。
当
歌
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
例
外
と
と
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、

「
我
身
」
を
引
用
句
外
で
、
「
お
も
ひ
し
む
」
の
主
格
相
当
と
し
、
「
我
身
こ
そ
『
か
な
し
き
も
の
』
と
お
も
ひ

し
み
ぬ
れ
」
と
す
れ
ば
、
ご
く
普
通
の
係
り
結
び
が
成
立
す
る
。
そ
の
場
合
、
か
な
し
き
も
の
と
思
う
対
象
の
表

現
は
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
「
我
身
」
な
の
か
「
秋
」
な
の
か
が
改
め
て
問
わ
れ
る
。
「
お
も

ひ
し
む
」
の
主
語
と
し
て
は
「
我
身
」
よ
り
も
「
我
」
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
「
お
も
ひ
し
む
」
の
「
し

む
」
に
は
「
身
」
を
付
す
ほ
う
が
似
つ
か
わ
し
か
ろ
う
。 

【
補
注
】 

古
今
集
の
同
歌
に
つ
い
て
、
金
子
元
臣
『
古
今
和
歌
集
評
釈 

昭
和
新
版
』
（
明
治
書
院 

一
九
二
七
年
）

は
、
契
沖
以
来
、
「
わ
が
身
こ
そ
秋
を
．
．
悲
し
き
も
の
と
思
ひ
知
る
」
（
傍
点
金
子
）
と
さ
れ
て
き
た
解
釈
を
、
本

集
の
句
題
「
秋
来
只
識
此
身
哀
」
を
根
拠
に
否
定
し
、
一
首
の
大
意
を
「
世
間
一
統
の
秋
が
来
る
に
つ
け
て
、
自

分
は
悲
し
く
感
ず
る
の
に
、
他
人
は
さ
ほ
ど
に
も
思
は
ぬ
の
を
見
る
と
、
秋
の
為
悲
し
い
の
で
は
な
く
、
素 モ

ト

か
ら

の
自
分
が

．
．
．
サ
、
悲
し
い
も
の
ぞ
と
思
ひ
知
つ
た
わ
」
（
傍
点
筆
者
）
と
し
（
た
だ
し
、
す
で
に
竹
岡
正
夫
『
古
今

和
歌
集
全
評
釈
』
（
右
文
書
院
、
一
九
七
六
年
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
契
沖
の
古
今
余
材
抄
に
一
八
五
番
歌
に

関
す
る
注
は
全
く
な
い
）
、
そ
れ
以
後
こ
れ
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。 

通
説
と
な
る
に
は
、
句
題
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
係
り
結
び
の
問
題
も
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
我
身
こ

そ
か
な
し
き
も
の
」
を
一
ま
と
ま
り
の
引
用
句
と
す
る
見
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
古
今
集
の
同
歌
は
、
よ
み
人
知
ら
ず
、
題
知
ら
ず
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
秋
歌
上

の
部
立
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
秋
の
為
悲
し
い
の
で
は
な
く
」
と
い
う
金
子
の
解
釈
は
、
古
今
集
編

者
の
意
図
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

翻
っ
て
、
当
歌
も
本
集
秋
歌
の
三
番
目
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
秋
と
い
う
季
節
を
主
題
あ

る
い
は
契
機
と
す
る
歌
と
し
て
、
千
里
が
詠
作
・
配
列
し
た
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
古
今
集
の
秋
歌
上

に
は
、
千
里
歌
と
し
て
「
月
見
れ
ば
ち
ぢ
に
物
こ
そ
か
な
し
け
れ
わ
が
身
ひ
と
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね
ど
」
（
古
今

集
・
四
・
秋
歌
上
・
一
九
三
）
と
い
う
、
悲
秋
歌
の
典
型
と
さ
れ
る
歌
も
あ
る
。
こ
の
歌
の
「
わ
が
身
ひ
と
つ
の

秋
に
は
あ
ら
ね
ど
」
が
、
古
今
集
の
同
歌
お
よ
び
本
集
の
当
歌
の
解
釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
影
響
の
バ
イ
ア
ス
が
、
「
わ
が
身
ひ
と
つ
」
の
ほ
う
に
掛
か
っ
て
い
る
か
、
「
秋
に
は

あ
ら
ね
ど
」
の
ほ
う
か
に
よ
っ
て
、
解
釈
が
分
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

部
立
お
よ
び
初
句
の
「
お
ほ
か
た
の
」
の
修
飾
関
係
お
よ
び
係
り
結
び
の
関
係
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
当
歌
の
言

わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
直
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。 

秋
と
い
う
季
節
そ
の
も
の
は
今
年
も
例
年
ど
お
り
に
来
る
。
秋
に
は
物
悲
し
い
気
分
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
た

だ
、
例
年
ど
お
り
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
年
の
秋
は
物
悲
し
い
気
分
が
、
な
ぜ
か
私
に
は
自
分
の
体
に
し
み

い
る
ほ
ど
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
よ
。 

ち
な
み
に
、
古
今
集
に
は
大
江
千
里
名
で
一
〇
首
が
入
集
し
て
い
る
が
、
九
九
八
番
の
「
あ
し
た
づ
の
ひ
と
り

お
く
れ
て
な
く
こ
ゑ
は
雲
の
う
え
ま
で
き
こ
え
つ
が
な
む
」
（
本
集
一
二
〇
番
歌
）
の
一
首
以
外
は
、
ど
れ
も
本

集
に
は
見
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
残
り
の
九
首
は
本
集
以
外
の
資
料
か
ら
採
録
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
あ
る
い
は
九
九
八
番
歌
も
た
ま
た
ま
本
集
に
も
あ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
古
今
集
編
集
の
際
に
、
本
集

は
採
録
資
料
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
当
歌
を
句
題
和
歌
と
し
て
で
は
な
く
、
よ

み
人
知
ら
ず
、
題
知
ら
ず
と
す
る
の
も
、
何
ら
か
の
憚
り
が
あ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
単
に
、
和
歌
だ

け
を
載
せ
る
別
の
資
料
か
ら
採
ら
れ
た
せ
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
歌
が
、
赤
人
集
に
「
お
ほ
か
た
の
秋
く
る

か
ら
に
わ
が
み
こ
そ
か
な
し
き
も
の
と
お
も
ひ
し
り
ぬ
れ
」
（
赤
人
集
・
六
一
）
、
猿
丸
集
に
「
お
ほ
か
た
の
あ

き
く
る
か
ら
に
わ
が
身
こ
そ
か
な
し
き
も
の
と
お
も
ひ
し
り
ぬ
れ
」
（
猿
丸
集
・
三
七
）
の
本
文
で
載
る
の
に

も
、
同
様
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
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【
比
較
対
照
】 

原
拠
詩
は
、
次
に
挙
げ
る
、
白
氏
文
集
の
七
言
律
詩
「
新
秋
早
起
、
有
懐
元
少
尹
」
（
巻
第
十
九
・
一
二
四

三
）
で
あ
り
、
句
題
は
首
聯
の
第
一
句
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
。
確
定
的
に
言
い
が
た
い
の
は
、
本
集
句
題
と
の
異

同
が
目
に
付
く
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

秋
来
転
覚
此
身
衰 

秋
来
り
て
転 う

た

た
覚
ゆ
、
此
の
身
の
衰
へ
た
る
を
、 

 
 

晨
起
臨
階
盥
嗽
時 

晨
あ
し
た

に
起
き
、
階
に
臨
み
て
、
盥

嗽

く
わ
ん
さ
う

す
る
時
。 

 
 

漆
匣
鏡
明
頭
尽
白 

漆
匣

し
つ
か
ふ

、
鏡
明
ら
か
に
し
て
、
頭
尽
く
白
く
、 

 
 

銅
瓶
水
冷
歯
先
知 

銅
瓶
、
水
冷
か
に
し
て
、
歯
先
づ
知
る
。 

 
 

光
陰
縦
惜
留
難
住 

光
陰
は
縦
ひ
惜
し
む
も
、
留
め
て
住 と

ど

め
難
く
、 

 
 

官
職
雖
栄
得
已
遅 

官
職
は
栄
ゆ
と
雖
も
、
得
る
こ
と
已
に
遅
し
。 

 
 

老
去
相
逢
無
別
計 

老
い
去
り
て
、
相
逢
ふ
も
別
計
無
し
、 

 
 

強
開
笑
口
展
愁
眉 

強
ひ
て
笑
口
を
開
き
て
愁
眉
を
展 の

ぶ 

  

句
題
で
は
、
第
三
字
の
「
転
」
が
「
只
」
に
、
第
四
字
の
「
覚
」
が
「
識
」
に
、
そ
し
て
末
字
の
「
衰
」
が

「
哀
」
に
な
っ
て
い
る
。
蔵
中
校
本
に
よ
れ
ば
、
底
本
を
は
じ
め
流
布
本
系
で
は
、
注
記
に
「
秋
来
転
覚
此
身

衰
」
と
す
る
も
の
一
本
、
見
せ
消
ち
で
そ
れ
と
傍
書
す
る
も
の
一
本
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
以
外
は
す
べ
て
「
秋
来

只
識
此
身
哀
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
句
全
体
の
内
容
の
類
似
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
だ
け
用
字
が
異
な

る
と
、
そ
も
そ
も
千
里
が
参
看
し
た
テ
キ
ス
ト
と
の
違
い
が
想
定
さ
れ
る
が
い
ま
だ
確
認
し
え
な
い
の
で
、
底
本

の
ま
ま
に
し
て
お
く
。 

 

当
詩
は
、
白
詩
な
じ
み
の
嘆
老
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
詩
由
来
と
さ
れ
る
悲
秋
の
観
念
そ
の
も
の
を
主

題
と
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
句
以
降
で
の
老
衰
の
実
感
は
、
秋
冷
ゆ
え
に
生
じ
た
と
見
れ
ば
、
季
節
と

無
関
係
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
実
感
が
最
終
句
の
「
愁
眉
」
と
も
結
び
付
き
、
「
哀
」
と
い
う
感

情
と
結
び
付
け
る
の
も
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

表
現
上
の
対
応
関
係
を
見
る
と
、
句
題
の
「
秋
来
」
に
は
そ
の
ま
ま
歌
の
「
あ
き
く
る
」
、
「
此
身
」
に
は

「
我
身
」
、
「
哀
」
に
は
「
か
な
し
き
」
が
対
応
し
、
「
只
識
」
に
は
、
そ
の
意
味
を
汲
ん
で
「
こ
そ
」
と
「
お

も
ひ
し
み
ぬ
れ
」
が
セ
ッ
ト
で
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

つ
ま
り
、
当
句
題
の
本
文
で
あ
る
限
り
は
、
当
歌
は
そ
の
す
べ
て
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
し
、
表
現
同
士
の
関
係
と
し
て
は
、
句
題
の
「
此
身
」
が
「
識
」
で
は
な
く
「
哀
」
と
結
び
付
く
の
は
明
ら
か

で
あ
る
。 

 

歌
の
ほ
う
か
ら
見
た
場
合
、
付
加
さ
れ
た
の
は
「
お
ほ
か
た
の
」
と
「
か
ら
に
」
と
「
も
の
」
で
あ
る
。
「
も

の
」
に
つ
い
て
は
【
語
釈
】
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
「
か
ら
に
」
は
、
原
拠
詩
に
対
応
語
が
見
出
し
が
た

く
、
お
そ
ら
く
和
歌
に
お
け
る
関
係
付
け
の
一
環
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

「
お
ほ
か
た
の
」
も
、
句
題
か
ら
も
、
原
拠
詩
当
該
句
か
ら
も
導
か
れ
が
た
い
が
、
指
摘
し
う
る
の
は
、
次
の

二
点
で
あ
る
。 

 

一
つ
は
、
原
拠
詩
全
体
を
見
渡
し
て
も
、
他
の
人
た
ち
と
の
比
較
は
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ

は
、
原
拠
詩
後
半
か
ら
は
、
老
い
は
急
に
で
は
な
く
次
第
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
示

唆
す
る
の
は
、
「
お
ほ
か
た
」
が
一
般
的
な
人
の
こ
と
で
は
な
く
、
長
年
過
ご
し
て
来
た
秋
の
こ
と
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

嘆
老
の
詩
を
秋
の
歌
と
し
て
主
題
を
転
換
す
る
の
は
、
三
五
番
歌
で
も
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
異
例
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
句
題
の
直
訳
と
し
て
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
嘆
老
を
主
題
と
す
る
な
ら
ば
、
本
集

で
も
述
懐
の
部
立
が
あ
り
、
そ
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
他
な
ら
ぬ
「
我
身
こ
そ
」
な
の
か

は
、
受
け
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
白
氏
の
原
拠
詩
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の

で
は
な
い
が
、
秋
な
ら
で
は
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
私
的
な
事
情
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。 

  

霜
草
多
枯
虫
思
怱(

霜
草
は
多
く
枯
れ
、
虫
の
思
ひ
怱
た
り) 

三
七 
お
く
し
も
に
く
さ
の
か
れ
ゆ
く
と
き
よ
り
ぞ
な
く
む
し
の
ね
も
た
か
く
き
こ
ゆ
る 

 

【
通
釈
】 
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置
く
霜
の
せ
い
で
草
が
枯
れ
て
ゆ
く
時
（
す
な
わ
ち
秋
）
か
ら
、
ま
さ
に
鳴
く
虫
の
音
も
高
く
聞
こ
え
る
こ
と

で
あ
る
よ
。 

【
語
釈
】 

お
く
し
も
に 

霜
は
、
「
…
… 

み
雪
ふ
る 

冬
に
至
れ
ば 

霜
置
け
ど
（
霜
於
気
騰
母
） 

そ
の
葉
も
枯
れ
ず

（
其
葉
毛
可
礼
受
） 

い
や
さ
か
ば
え
に 

…
…
」
（
万
葉
集
・
十
八
・
大
伴
家
持
・
四
一
一
一
）
、
「
忘
草
か

れ
も
や
す
る
と
つ
れ
も
な
き
人
の
心
に
し
も
は
お
か
な
む
」
（
古
今
集
・
十
五
・
恋
五
・
源
宗
于
・
八
○
一
）
の

よ
う
に
、
植
物
を
枯
ら
せ
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
冬
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
秋
に
詠
ま
れ
る
場

合
は
、
「
霜
の
た
て
つ
ゆ
の
ぬ
き
こ
そ
よ
わ
か
ら
し
山
の
錦
の
お
れ
ば
か
つ
ち
る
」
（
古
今
集
・
五
・
秋
下
・
藤

原
関
雄
・
二
九
一
）
、
「
く
れ
て
ゆ
く
秋
の
か
た
み
に
お
く
物
は
わ
が
も
と
ゆ
ひ
の
し
も
に
ぞ
有
り
け
る
」
（
拾

遺
集
・
三
・
秋
・
平
兼
盛
・
二
一
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
晩
秋
の
景
物
と
な
る
。
霜
の
発
生
は
、
静
態
的
な
動
詞

「
お
く
（
置
）
」
か
、
動
態
的
な
動
詞
「
ふ
る
（
降
）
」
で
表
わ
さ
れ
、
万
葉
集
で
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
が
、
八

代
集
で
は
、
圧
倒
的
に
「
お
く
」
が
多
い
と
い
う
（
半
澤
幹
一
・
津
田
潔
『
対
釈
新
撰
万
葉
集
』
勉
誠
出
版 

二

○
一
四
年
）
。
本
集
で
も
、
「
お
く
」
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌

枕
大
辞
典
』
（
角
川
書
店 

一
九
九
九
年
）
の
「
霜
」
の
項
に
は
、
「
漢
詩
の
霜
の
世
界
に
対
す
る
好
尚
と
質
が

千
里
集
や
和
漢
朗
詠
集
に
見
ら
れ
る
」
（
山
田
洋
嗣
執
筆
）
と
あ
る
。
た
し
か
に
、
霜
の
用
例
数
は
、
古
今
集
一

○
例
に
対
し
、
本
集
九
例
（
三
一
・
三
五
・
三
七
・
四
一
・
四
八
・
四
九
・
六
一
・
六
五
・
一
一
六
）
で
あ
る
か

ら
、
本
集
で
好
ま
れ
た
素
材
の
一
つ
と
い
え
る
。
ま
た
、
古
今
集
で
は
、
半
数
が
恋
部
で
四
季
部
に
は
秋
に
一
例

の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
集
で
は
詠
懐
の
一
一
六
番
歌
を
除
き
、
残
り
は
す
べ
て
四
季
部
に
あ
り
、
夏
部
に

一
例
（
た
だ
し
比
喩
と
し
て
）
、
秋
部
に
当
歌
を
含
め
五
例
、
冬
部
に
二
例
、
見
ら
れ
、
秋
が
中
心
で
あ
る
。
句

末
の
「
に
」
は
格
助
詞
で
、
次
句
の
「
か
れ
ゆ
く
」
の
原
因
を
表
わ
し
、
置
く
霜
の
せ
い
で
草
が
枯
れ
ゆ
く
こ
と

を
示
す
。 

く
さ
の
か
れ
ゆ
く  

「
く
さ
の
」
の
「
の
」
は
、
「
く
さ
（
草
）
」
が
「
か
れ
ゆ
く
」
の
主
格
で
あ
る
こ
と
を
示

す
。
「
か
れ
ゆ
く
」
の
「
ゆ
く
」
は
、
前
項
動
詞
「
か
る
（
枯
）
」
が
継
続
・
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
。

「
か
れ
ゆ
く
」
は
、
万
葉
集
に
一
例
、
「
…
…
雨
降
ら
ず 

日
の
重
な
れ
ば 

植
ゑ
し
田
も 

蒔
き
し
畠
も 

朝

ご
と
に 

凋
み
枯
れ
行
く
（
可
礼
由
苦
）
…
…
」
（
万
葉
集
・
十
八
・
大
伴
家
持
・
四
一
二
二
）
あ
る
が
、
古
今

集
前
後
か
ら
用
例
は
増
え
、
「
さ
と
人
の
事
は
夏
の
の
し
げ
く
と
も
か
れ
行
く
き
み
に
あ
は
ざ
ら
め
や
は
」
（
古

今
集
・
十
四
・
恋
四
・
七
○
四
）
、
「
時
す
ぎ
て
か
れ
ゆ
く
を
の
の
あ
さ
ぢ
に
は
今
は
思
ひ
ぞ
た
え
ず
も
え
け

る
」
（
古
今
集
・
十
五
・
恋
五
・
小
町
が
姉
・
七
九
○
）
な
ど
の
よ
う
に
、
恋
歌
に
お
い
て
「
枯
れ
」
と
「
離

れ
」
の
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
目
立
つ
。 

と
き
よ
り
ぞ 

「
と
き
（
時
）
」
は
初
句
・
第
二
句
の
連
体
修
飾
句
を
受
け
る
。
つ
ま
り
、
無
限
定
の
「
と
き
」

で
は
な
く
、
「
お
く
し
も
に
く
さ
の
か
れ
ゆ
く
」
と
い
う
特
定
の
状
態
に
あ
る
時
を
表
わ
す
。
格
助
詞
「
よ
り
」

は
、
動
作
の
起
点
を
表
わ
し
、
「
と
き
」
に
下
接
す
る
こ
と
か
ら
、
時
間
的
な
意
味
で
の
起
点
で
あ
る
。
当
歌
の

場
合
、
霜
の
せ
い
で
草
が
し
だ
い
に
枯
れ
て
ゆ
く
と
い
う
事
態
に
な
る
時
が
起
点
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を

起
点
と
す
る
動
作
が
、
「
む
し
の
ね
の
た
か
く
き
こ
ゆ
る
」
で
あ
る
。
な
お
、
「
よ
り
」
に
は
比
較
や
理
由
の
用

法
も
あ
る
が
、
当
歌
で
は
と
り
が
た
い
。
「
と
き
よ
り
」
の
用
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
「

橡
つ
る
ば
み

の
衣
は
人

皆
事
な
し
と
言
ひ
し
時
よ
り
（
曰
師
時
従
）
着き

欲ほ

し
く
思
ほ
ゆ
」
（
万
葉
集
・
七
・
一
三
一
一
）
、
「
屏
風
の
ゑ

な
る
花
を
よ
め
る
／
さ
き
そ
め
し
時
よ
り
の
ち
は
う
ち
は
へ
て
世
は
春
な
れ
や
色
の
つ
ね
な
る
」
（
古
今
集
・
十

七
・
雑
上
・
紀
貫
之
・
九
三
一
）
な
ど
あ
り
、
こ
れ
ら
で
注
意
す
べ
き
は
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
で
統
括
さ
れ

る
連
体
修
飾
句
が
上
接
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
後
続
の
動
作
の
起
点
と
な
る
時
点
で
、
そ

れ
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
関
連
付
け
ら
れ
る
動
作
は
過
去
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、
後
続
の
動
作
の
生
じ
る
現
在

に
は
及
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
集
に
は
、
も
う
一
例
「
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
）
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
「
す
ぎ
に
し
」
の
よ
う
に
「
き
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
歌
に
お
い
て
は
、
「
と
き
」
の
直
前
に
、
「
き
」
と
は
対
極
的
な
「
か
れ
ゆ

く
」
と
い
う
、
継
起
性
を
示
す
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
【
補
注
】
参
照
。 

な
く
む
し
の
ね
も 

単
独
語
と
し
て
の
「
む
し
（
虫
）
」
は
、
万
葉
集
で
は
、
「
こ
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
む

世
に
は
虫
（
蟲
）
に
も
鳥
に
も
我
は
な
り
な
む
」
（
万
葉
集
・
三
・
大
伴
旅
人
・
三
四
八
）
の
一
例
の
み
。
複
合

語
と
し
て
も
「
…
…
望
月
の 

足
れ
る
面
わ
に 

花
の
ご
と 

笑
み
て
立
て
れ
ば 

夏
虫
（
夏
蟲
）
の 

火
に
入

る
が
ご
と
」
（
万
葉
集
・
九
・
一
八
○
七
）
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
当
歌
の
よ
う
な
、
秋
に
鳴
く
虫
で

は
な
い
。
そ
れ
が
、
本
集
で
は
、
当
歌
を
含
め
「
む
し
」
が
四
例
（
三
七
・
四
五
・
五
○
・
五
五
）
あ
り
、
す
べ

て
秋
に
鳴
く
虫
で
あ
る
（
た
だ
し
、
五
五
番
歌
は
「
な
く
せ
み
」
も
詠
み
込
ま
れ
る
）
。
「
な
く
む
し
の
ね
」
と

い
う
句
は
、
「
草
村
の
そ
こ
ま
で
月
の
て
ら
せ
ば
や
な
く
む
し
の
ね
の
か
く
れ
ざ
る
ら
ん
」
（
順
集
・
二
五
○
）
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く
ら
い
ま
で
下
ら
な
い
と
、
見
ら
れ
な
い
。
句
末
の
「
も
」
に
は
並
列
の
含
意
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
詠

嘆
を
表
わ
す
と
見
ら
れ
る
。 

た
か
く
き
こ
ゆ
る 
虫
の
音
声
に
つ
い
て
「
た
か
し
（
高
）
」
を
用
い
る
例
と
し
て
は
、
「
く
さ
む
ら
に
な
く
む
し

よ
り
は
た
か
け
れ
ど
よ
く
も
き
こ
え
ぬ
か
り
の
ひ
と
こ
ゑ
」
（
相
如
集
・
四
三
）
「
す
ず
む
し
の
あ
き
の
や
ど
り

は
く
さ
む
ら
に
つ
ゆ
や
お
く
ら
む
こ
ゑ
た
か
く
な
く
」
（
三
条
左
大
臣
殿
前
栽
歌
合
・
一
五
）
な
ど
が
検
索
し
う

る
が
、
稀
少
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
と
、
「
夜
を
か
さ
ね
こ
ゑ
よ
わ
り
ゆ
く
む
し
の
ね
に
秋
の
く
れ
ぬ
る
ほ
ど
を

し
る
か
な
」
（
千
載
集
・
五
・
秋
下
・
藤
原
公
能
）
、
「
む
し
の
ね
の
よ
わ
る
の
み
か
は
暮
る
る
秋
を
を
し
む
わ

が
身
ぞ
先
消
え
ぬ
べ
き
」
（
後
葉
集
・
十
七
・
雑
二
・
近
衛
院
・
四
九
五
）
、
「
霜
が
れ
の
浅
ぢ
が
も
と
に
さ
夜

ふ
け
て
ほ
の
に
き
こ
ゆ
る
松
む
し
の
こ
ゑ
」
（
相
模
集
〔
書
陵
部
蔵
五
○
一
・
四
五
〕
・
一
九
）
な
ど
の
よ
う

に
、
そ
の
声
が
高
く
で
は
な
く
、
逆
に
、
小
さ
く
、
弱
く
な
る
さ
ま
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

【
補
注
】 

【
語
釈
】
「
と
き
よ
り
ぞ
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
と
き
よ
り
」
が
示
す
起
点
と
い
う
点
に
着
目
す
れ

ば
、
助
動
詞
「
き
」
が
そ
れ
に
上
接
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
の
対
し
て
、
当
歌
で
は
な
ぜ
そ
う
表
現
し
な
か
っ

た
か
が
問
題
に
な
ろ
う
。
「
く
さ
の
か
れ
ゆ
く
」
と
「
な
く
む
し
の
ね
の
た
か
く
き
こ
ゆ
る
」
が
同
時
並
行
的
な

事
態
と
す
る
な
ら
ば
、
「
と
き
よ
り
ぞ
」
と
い
う
起
点
表
示
が
意
味
を
成
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

草
が
枯
れ
る
の
は
総
体
と
し
て
見
れ
ば
、
漸
次
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
く
さ
の
か
れ
ゆ
く
」
と
表
現
さ
れ
る

継
起
的
な
事
態
で
あ
る
。
そ
の
事
態
は
、
霜
が
発
生
す
る
秋
に
な
っ
て
か
ら
生
じ
、
か
つ
ま
だ
す
べ
て
が
枯
れ
果

て
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
夏
で
も
冬
で
も
な
く
、
秋
の
推
移
に
と
も
な
っ
て
「
か
れ
ゆ
く
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
「
お
く
し
も
に
く
さ
の
か
れ
ゆ
く
と
き
」
と
い
う
の
は
、
秋
と
い
う
季
節
全
体

の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
過
去
の
助
動
詞
の
「
き
」
を
用
い
れ
ば
、
そ
れ
は
秋
の
終
わ
り
あ
る
い
は
冬
の

初
め
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
歌
意
と
し
て
は
、
虫
の
声
が
高
く
聞
こ
え
る
の
は
ま
さ
に
秋
と
い
う
時
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
よ
り
」
が
起
点
を
表
わ
す
こ
と
と
も
、
「
お
く
し
も
に
く
さ
の
か
れ
ゆ

く
」
と
「
な
く
む
し
の
ね
も
た
か
く
き
こ
ゆ
る
」
が
同
時
並
行
的
な
事
態
で
あ
る
こ
と
と
も
矛
盾
し
な
い
。
さ
ら

に
、
「
と
き
よ
り
ぞ
」
の
「
ぞ
」
の
強
調
は
秋
と
い
う
「
と
き
よ
り
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
虫
の
声
の
あ
り

よ
う
に
気
付
く
時
期
と
し
て
際
立
た
せ
て
い
る
と
言
え
る
。 

草
が
枯
れ
る
の
を
、
虫
が
鳴
く
こ
と
に
関
連
づ
け
た
例
と
し
て
は
、
「
あ
き
く
れ
ば
む
し
と
と
も
に
ぞ
な
か
れ

ぬ
る
ひ
と
も
草
ば
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
」
（
是
貞
親
王
家
歌
合
・
三
三
）
、
「
あ
き
か
ぜ
に
す
む
よ
も
ぎ
ふ
の
か

れ
ゆ
け
ば
こ
ゑ
の
こ
と
ご
と
む
し
ぞ
な
く
な
る
」
（
是
貞
親
王
家
歌
合
・
四
五
）
「
く
さ
が
れ
の
ほ
ど
ち
か
け
れ

ば
あ
き
の
む
し
や
ど
も
あ
ら
は
に
な
き
よ
わ
る
か
な
」
（
恵
慶
集
・
一
一
○
）
、
「
く
さ
が
れ
の
秋
に
や
た
へ
ぬ

な
く
む
し
の
よ
ぶ
か
く
な
り
て
こ
ゑ
の
う
ら
む
る
」
（
道
済
集
・
二
七
六
）
な
ど
が
あ
り
、
両
者
は
因
果
関
係
に

あ
る
同
士
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
赤
人
集
所
載
の
同
歌
に
関
し
て
も
、
和
歌
文
学
大
系
本
は
、
霜
枯
れ
と
虫

の
声
と
の
関
係
を
、
「
晩
秋
に
虫
た
ち
の
鳴
く
声
が
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
高
く
聞
こ
え
る
の
を
草
が
枯
れ
て
ゆ

く
の
を
怨
み
悲
し
ん
で
鳴
い
て
い
る
と
考
え
る
」
と
説
明
す
る
。 

本
歌
の
表
現
は
、
二
つ
の
事
態
を
因
果
関
係
と
し
て
捉
え
ず
、
「
よ
り
」
に
よ
っ
て
、
時
間
的
な
関
係
と
し
て

い
る
。
と
は
い
え
、
一
首
に
た
ま
た
ま
当
該
の
二
つ
の
事
態
を
取
り
上
げ
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
あ
っ
て
、
時

間
的
な
関
係
の
み
な
ら
ず
、
両
者
さ
ら
に
は
詠
み
手
の
心
情
も
含
め
て
、
何
ら
か
の
関
係
を
認
め
る
解
釈
も
成
り

立
ち
え
よ
う
。 

た
だ
し
、
「
お
く
し
も
に
く
さ
の
か
れ
ゆ
く
と
き
」
と
い
う
表
現
が
秋
と
い
う
季
節
の
推
移
を
象
徴
的
に
表
わ

す
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
当
歌
の
主
眼
は
虫
の
声
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
上
の
草
と
虫
を
関
係
付
け
て
い
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
和
歌
文
学
大
系
本
の
「
虫
た
ち
の
鳴
く
声
が
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
高
く
聞
こ
え

る
」
の
よ
う
に
、
草
枯
れ
の
進
行
に
と
も
な
う
虫
の
声
の
程
度
の
上
昇
ま
で
は
、
読
み
取
り
え
な
い
。
「
な
く
む

し
の
た
か
く
き
こ
ゆ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
あ
く
ま
で
も
秋
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
秋
の
深
ま
り
ま
で
は
関
与
し
て
い
な
い
。 

そ
も
そ
も
、
本
集
に
お
け
る
季
節
部
の
歌
の
配
列
は
必
ず
し
も
時
系
列
に
即
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
も
の

の
、
秋
部
二
二
首
の
う
ち
の
五
番
目
に
位
置
す
る
当
歌
を
晩
秋
の
歌
と
み
な
す
に
は
疑
問
が
残
る
。 

な
お
、
赤
人
集
に
「
お
く
し
も
に
く
さ
の
か
れ
ゆ
く
と
き
よ
り
ぞ
む
し
の
な
く
ね
も
た
か
く
き
こ
ゆ
る
」
（
赤

人
集
・
六
二
）
の
本
文
で
載
る
。 

【
比
較
対
照
】 

原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
七
言
律
詩
「
答
夢
得
秋
庭
独
座
見
贈
」
（
巻
第
六
十
六
・
三
二
八
七
）
で
あ

り
、
句
題
は
頷
連
の
第
一
句
に
よ
る
。 

  
 

林
悄
穏
映
夕
陽
残 
林
悄
、
穏
映
と
し
て
夕
陽
残
り
、 
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庭
際
蕭
疎
夜
気
寒 

庭
際
、
蕭
疎
と
し
て
夜
気
寒
し
。 

 
 

霜
草
欲
枯
虫
思
急 

霜
草
は
枯
れ
む
と
欲
し
て
虫
の
思
ひ
急
た
り
、 

 
 

風
枝
未
定
鳥
棲
難 

風
枝
は
未
だ
定
ま
ら
ず
し
て
鳥
の
棲
む
こ
と
難
し
。 

 
 

容
衰
見
鏡
同
惆
悵 
容
は
衰
へ
、
鏡
を
見
れ
ば
惆
悵
を
同
じ
く
す
る
も
、 

 
 

身
健
逢
盃
且
喜
歓 
身
は
健
や
か
に
し
て
、
盃
に
逢
へ
ば
且
し
喜
歓
す
。 

 
 

応
是
天
教
相
煖
熱 

応
に
是
れ
天
の
相
煖 だ

ん

熱 ね
つ

せ
し
め
、 

 
 

一
時
垂
老
与
閑
官 

一
時
に
老
い
を
垂
れ
、
閑
官
に
与
る
べ
し
。 

 

た
だ
し
、
底
本
の
句
題
は
「
霜
草
多
枯
虫
思
忽
」
で
あ
っ
て
、
右
に
示
し
た
原
拠
詩
と
は
、
三
字
目
の
「
多
」

と
「
欲
」
、
七
字
目
の
「
怱
」
と
「
急
」
で
異
な
る
。
全
釈
は
誤
写
と
見
て
、
原
拠
詩
に
従
っ
て
い
る
。 

た
し
か
に
、
当
歌
の
表
現
か
ら
見
れ
ば
、
「
多
」
よ
り
原
拠
詩
の
「
欲
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
「
た
か
く
」
も
、

底
本
「
忽
」
（
た
ち
ま
ち
、
突
然
）
よ
り
、
原
拠
詩
の
「
急
」
（
気
ぜ
わ
し
い
）
の
ほ
う
が
し
っ
く
り
こ
よ
う
。

し
か
し
、
と
も
に
解
釈
に
関
わ
る
決
定
的
な
違
い
と
ま
で
は
言
え
な
い
の
で
、
本
釈
論
の
原
則
ど
お
り
、
底
本
の

ま
ま
と
し
て
お
く
。 

原
拠
詩
は
、
そ
の
題
に
あ
る
と
お
り
、
秋
の
季
節
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
秋
の
ど
の
時
点
か
ま
で
特
定

さ
れ
な
い
。
前
半
の
自
然
の
四
句
の
ど
れ
も
が
秋
歌
の
句
題
と
な
り
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
当
句
が
選
ば
れ
た
の

は
、
草
と
虫
を
詠
む
点
で
和
歌
に
な
じ
み
や
す
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

表
現
の
対
応
関
係
と
し
て
は
、
句
題
の
「
霜
草
」
に
は
歌
の
「
お
く
し
も
」
と
「
く
さ
」
、
「
枯
」
に
「
か

れ
」
、
「
虫
」
に
「
む
し
」
が
対
応
し
て
い
る
。
句
題
の
「
多
」
に
は
、
歌
の
「
か
れ
ゆ
く
」
こ
と
の
結
果
が
関

連
し
、
「
思
怱
」
に
は
、
歌
の
「
ね
も
た
か
く
き
こ
ゆ
る
」
こ
と
の
理
由
と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
程

度
の
関
連
の
さ
せ
方
は
、
句
題
の
直
訳
で
は
な
い
本
集
歌
に
お
い
て
決
し
て
珍
し
く
な
い
。 

和
歌
に
新
た
に
付
加
さ
れ
た
の
は
、
関
係
付
け
の
表
現
で
、
第
三
句
の
「
と
き
よ
り
ぞ
」
は
第
一
・
二
句
と
第

四
・
五
句
を
時
間
的
な
前
後
関
係
と
し
て
結
び
付
け
、
ま
た
初
句
の
「
お
く
し
も
に
」
の
「
に
」
は
【
語
釈
】
に

述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
句
の
「
く
さ
の
か
れ
ゆ
く
」
と
、
原
因
結
果
の
関
係
と
し
て
結
び
付
け
て
い
る
。
ど
ち
ら

も
、
句
題
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
付
け
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
を
、
一
首
の
和
歌
と
し
て
の
文
脈
を
構
成
す
る
た

め
の
表
現
操
作
で
あ
る
。
と
く
に
「
と
き
よ
り
ぞ
」
の
付
加
は
、
句
題
に
お
け
る
単
な
る
並
列
と
は
異
な
る
関
係

付
け
に
よ
っ
て
、
句
題
に
は
な
い
、
秋
と
い
う
季
節
を
取
り
立
て
る
、
和
歌
独
自
の
季
節
歌
ら
し
い
意
図
を
示
し

て
い
る
。 

 

今
宵
織
女
渡
天
河(

今
宵
、
織
女
、
天
河
を
渡
る) 

三
八 

ひ
と
と
せ
に
た
だ
こ
よ
ひ
こ
そ
た
な
ば
た
の
あ
ま
の
か
は
ら
を
わ
た
る
と
い
ふ
な
れ 

 

【
通
釈
】 

 

一
年
の
う
ち
、
た
だ
今
宵
だ
け
、
（
か
の
唐
で
は
）
「
（
彦
星
で
は
な
く
）
織
女
が
天
の
河
を
渡
る
」
の
だ
そ

う
だ
が
な
あ
（
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
逢
い
に
来
た
私
に
、
あ
な
た
は
つ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る

よ
）
。 

【
語
釈
】 

ひ
と
と
せ
に 

「
ひ
と
と
せ
」
は
、
本
集
に
三
例
（
二
一
・
三
八
・
五
八
）
あ
る
。
万
葉
集
に
四
例
、
八
代
集
で

は
最
も
多
い
古
今
集
で
四
例
し
か
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
集
で
の
比
率
は
高
く
、
す
べ
て
格
助
詞
「
に
」
を

下
接
す
る
。
「
ひ
と
と
せ
に
」
は
、
一
年
の
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
。
二
一
番
歌
【
語
釈
】
該
項
を
参
照
。
そ
の
典
型
的
な
出
来
事
が
当
歌
の
素
材
と
な
る
七
夕
で
あ
り
、
「
一

年
に
（
一
年
尓
）
七
日
の
夜
の
み
逢
ふ
人
の
恋
も
過
ぎ
ね
ば
夜
は
更
け
ゆ
く
も
」
（
万
葉
集
・
十
・
二
○
三

二
）
、
「
ひ
と
と
せ
に
ひ
と
よ
と
お
も
へ
ど
た
な
ば
た
の
あ
ひ
見
む
秋
の
限
な
き
か
な
」
（
拾
遺
集
・
三
・
秋
・

紀
貫
之
・
一
五
○
）
、
「
一
年
に
一
夜
の
み
あ
ふ
た
な
ば
た
を
立
ち
な
か
く
し
そ
あ
ま
の
か
は
ぎ
り
」
（
清
正

集
・
二
六
）
な
ど
、
万
葉
集
か
ら
用
例
が
あ
る
。
こ
の
句
は
、
意
味
・
文
法
的
に
は
次
句
の
「
た
だ
こ
よ
ひ
こ

そ
」
と
と
も
に
、
第
四
句
の
「
わ
た
る
」
を
修
飾
す
る
と
見
ら
れ
る
が
、
「
こ
そ
」
の
係
り
結
び
と
の
関
係
か
ら

は
、
そ
の
よ
う
に
は
と
り
が
た
い
。
【
補
注
】
参
照
。 

た
だ
こ
よ
ひ
こ
そ  

「
こ
よ
ひ
」
は
、
秋
歌
で
も
あ
る
か
ら
、
七
月
七
日
の
当
夜
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
程
度

の
副
詞
「
た
だ
」
は
事
柄
や
数
量
を
限
定
し
て
、
わ
ず
か
に
、
た
っ
た
の
意
。
係
助
詞
「
こ
そ
」
と
あ
い
ま
っ
て

「
こ
よ
ひ
」
を
、
織
姫
と
彦
星
の
逢
瀬
が
一
年
の
う
ち
で
七
月
七
日
の
今
夜
だ
け
と
限
定
す
る
。
「
た
だ
こ
よ

ひ
」
は
、
す
で
に
万
葉
歌
の
七
夕
詠
に
「
た
だ
今
夜
（
直
今
夜
）
逢
ひ
た
る
児
ら
に
言
問
ひ
も
い
ま
だ
せ
ず
し
て

さ
夜
明
け
に
け
る
」
（
万
葉
集
・
十
・
二
○
六
○
）
が
あ
る
が
、
平
安
時
代
以
降
（
特
に
院
政
期
以
降
）
は
当
歌

の
よ
う
に
、
「
あ
ら
た
ま
の
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
た
だ
今
宵
こ
そ
に
ひ
ま
く
ら
す
れ
」
（
伊
勢
物
語
・
五
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二
）
、
「
わ
た
し
守
ふ
な
ど
よ
み
す
な
七
夕
の
と
し
に
あ
ふ
夜
は
た
だ
今
夜
の
み
」
（
堀
河
百
首
・
七
夕
・
藤
原

仲
実
・
五
八
三
）
と
、
「
の
み
」
「
こ
そ
」
を
下
接
す
る
用
例
が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
一
六
・
二
一
番

歌
【
語
釈
】
を
参
照
。
句
末
の
「
こ
そ
」
の
結
び
に
つ
い
て
は
【
補
注
】
参
照
。 

た
な
ば
た
の 

「
た
な
ば
た
」
は
織
姫
と
彦
星
の
ど
ち
ら
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
述
語
と
な
る
「
あ
ま
の
か
は

ら
を
わ
た
る
」
の
主
格
に
相
当
す
る
の
は
、
和
歌
に
お
い
て
は
、
男
の
彦
星
の
ほ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
歌
に

関
し
て
は
、
そ
れ
が
当
て
は
ま
ら
な
い
。
【
比
較
対
照
】
参
照
。 

あ
ま
の
か
は
ら
を 

「
あ
ま
の
か
は
ら
」
は
、
天
の
河
の
河
原
。
「
河
原
」
は
、
「
川
辺
の
水
が
か
れ
て
、
砂
、
小

石
の
多
い
平
地
。
川
沿
い
の
平
地
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
で
あ
っ
て
、
川
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

万
葉
集
に
は
、
「
…
…
ひ
さ
か
た
の 

天
の
川
原
に
（
天
河
原
尓
） 

天
飛
ぶ
や 

領
巾
片
敷
き 

ま
玉
手
の 

玉
手
さ
し
交
へ 

あ
ま
た
夜
も 

寝
ね
て
し
か
も 
秋
に
あ
ら
ず
と
も
」
（
万
葉
集
・
八
・
山
上
憶
良
・
一
五
二

○
）
、
「
我
が
恋
ふ
る
丹
の
穂
の
面
わ
今
夜

こ
よ
ひ

も
か
天
の
川
原
に
（
天
漢
原
）
石 い

そ

枕
ま
く
ら

ま
く
」
（
万
葉
集
・
十
・
二

○
○
三
）
「
…
…
ひ
さ
か
た
の 

天
つ
し
る
し
と 

定
め
て
し 

天
の
河
原
に
（
天
之
河
原
尓
） 

あ
ら
た
ま
の 

月
重
な
り
て 

妹
に
逢
ふ 

時
さ
も
ら
ふ
と 

立
ち
待
つ
に
…
…
」
（
万
葉
集
・
十
・
二
○
九
二
）
と
、
そ
の
と

お
り
の
意
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
「
い
つ
し
か
と
ま
た
く
心
を
は
ぎ
に
あ
げ
て
あ

ま
の
か
は
ら
を
け
ふ
や
わ
た
ら
む
」
（
古
今
集
・
十
九
・
雑
躰
・
藤
原
兼
輔
・
一
○
一
四
）
、
「
け
ふ
よ
り
は
あ

ま
の
河
原
は
あ
せ
な
な
ん
そ
こ
ひ
と
も
な
く
た
だ
わ
た
り
な
ん
」
（
後
撰
集
・
五
・
秋
上
・
紀
友
則
・
二
四
一
）

の
よ
う
に
、
天
の
河
と
同
義
と
見
ら
れ
る
用
例
が
散
見
す
る
。
当
歌
も
そ
の
早
い
例
の
一
つ
。 

わ
た
る
と
い
ふ
な
れ 

「
わ
た
る
」
場
所
は
前
項
に
示
し
た
「
あ
ま
の
か
は
ら
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
の

は
天
の
川
を
「
わ
た
る
」
こ
と
も
含
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
。
格
助
詞
「
と
」
は
、
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
初
句

｢

ひ
と
と
せ
に｣

か
ら
「
わ
た
る
」
ま
で
を
引
用
す
る
と
見
ら
れ
る
が
、
表
現
上
の
ね
じ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
【
補

注
】
参
照
。
「
と
い
ふ
」
の
「
い
ふ
」
は
実
際
の
誰
か
の
発
話
で
は
な
く
、
こ
れ
自
体
が
伝
聞
を
表
わ
し
、
下
接

の
助
動
詞｢

な
り｣

の
意
と
重
な
る
。
「
と
い
ふ
な
り
」
は
、
万
葉
集
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
古
今
集
以
降
は
類
型

化
し
て
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
、｢

み
ち
の
く
に
有
り
と
い
ふ
な
る
な
と
り
河
な
き
な
と
り

て
は
く
る
し
か
り
け
り｣

（
古
今
集
・
十
三
・
恋
三
・
六
二
八
・
壬
生
忠
岑
）
、｢

思
ふ
事
な
る
と
い
ふ
な
る
す
ず

か
山
こ
え
て
う
れ
し
き
さ
か
ひ
と
ぞ
き
く｣

（
拾
遺
集
・
八
・
雑
上
・
四
九
四
・
村
上
天
皇
）
の
よ
う
に
、
第
二
句

末
に
「
と
い
ふ
な
る
」
の
形
で
位
置
し
、
そ
の
後
に
続
く
体
言
の
連
体
修
飾
句
と
な
る
パ
タ
ー
ン
、
も
う
一
つ

は
、
「
す
み
よ
し
と
あ
ま
は
つ
ぐ
と
も
な
が
ゐ
す
な
人
忘
草
お
ふ
と
い
ふ
な
り
」
（
古
今
集
・
十
七
・
雑
上
・
壬

生
忠
岑
・
九
一
七
）
、
「
み
な
月
の
な
ご
し
の
は
ら
へ
す
る
人
は
千
と
せ
の
い
の
ち
の
ぶ
と
い
ふ
な
り
」
（
拾
遺

集
・
五
・
賀
・
二
九
二
）
と
結
句
に
置
か
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
挙
例
の
よ
う
に
、
「
と
い
ふ
な

り
」
と
伝
聞
の
形
で
、
あ
る
物
事
（
前
者
は
「
…
…
と
い
ふ
な
る
」
が
係
る
体
言
）
に
つ
い
て
の
、
一
般
的
、
普

遍
的
内
容
を
述
べ
る
。
伝
聞
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
の
一
般
性
、
普
遍
性
を
請
け
合
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。 

【
補
注
】 

本
釈
論
で
は
、
【
通
釈
】
末
尾
に
カ
ッ
コ
書
き
で
示
し
た
よ
う
に
、
当
歌
の
主
意
は
、
七
夕
の
夜
に
女
の
も
と

を
訪
れ
た
も
の
の
、
女
に
拒
ま
れ
た
男
の
ぼ
や
き
を
歌
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。 【

語
釈
】
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
格
助
詞
「
と
」
は
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
初
句
か
ら
「
わ
た
る
」
ま
で

す
べ
て
を
引
用
す
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
係
り
結
び
を
優
先
す
る
な
ら
ば
、
「
た
な
ば
た
の
あ
ま
の

か
は
ら
を
わ
た
る
」
の
部
分
の
み
が
引
用
と
な
る
。
問
題
は
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
の
解
釈
が
可
能
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。 

 

ポ
イ
ン
ト
は
、
「
た
だ
こ
よ
ひ
こ
そ
」
と
「
と
い
ふ
な
れ
」
が
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
ら
れ
る
か
で
あ
る
。

「
い
ふ
」
を
発
話
動
詞
と
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
主
体
や
状
況
を
考
え
る
と
、
つ
な
が
り
が
不
自
然
で
あ
る
。

今
夜
だ
け
そ
れ
を
言
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
た
だ
こ
よ
ひ
こ
そ
」
が
特
定
す
る
の
は
「
あ
ま
の
か
は

ら
を
わ
た
る
」
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
こ
で
、
一
首
の
表
現
と
し
て
、
次
の
二
点
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。 

一
つ
は
、
当
歌
は
「
こ
そ
…
…
已
然
形
」
と
い
う
一
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
ひ
さ
か
た
の
天
つ
み
空
に
照
る
月
の
失
せ
な
む
日
こ
そ
（
将
失
日
社
）
我
が
恋
止
ま
め
（
吾
恋
止
目
）
」
（
万

葉
集
・
十
二
・
三
○
○
四
）
、
「
相
坂
の
ゆ
ふ
つ
け
鳥
に
あ
ら
ば
こ
そ
君
が
ゆ
き
き
を
な
く
な
く
も
見
め
」
（
古

今
集
・
十
四
・
恋
四
・
七
四
○
）
の
よ
う
な
例
は
、
結
び
の
後
に
、
逆
接
の
含
み
を
も
っ
て
相
手
に
対
す
る
心
の

内
を
言
外
に
表
わ
す
。
当
歌
も
、
織
姫
と
彦
星
の
年
に
一
度
だ
け
逢
え
る
七
月
七
日
の
今
宵
な
の
に
、
あ
な
た
は

つ
れ
な
い
と
、
言
外
に
恨
み
を
含
む
の
で
は
な
い
か
。 

 

も
う
一
つ
は
、
「
い
ふ
な
り
」
と
い
う
伝
聞
表
現
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
七
夕
伝
説
が
周
知
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
「
…
…
と
い
ふ
な
り
」
と
言
う
の
は
、
あ
き
ら
か
に
お
か
し
い
。
あ
え
て
そ
の
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必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
で
の
で
は
な
く
、
中
国
で
の
あ
り
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
で
は
、
天

の
川
を
渡
る
の
が
彦
星
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
織
女
が
天
の
川
を
渡
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
周
知
で

は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
の
「
と
い
ふ
な
れ
」
と
い
う
伝
聞
表
現
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
二
点
を
ふ
ま
え
た
時
、
引
用
さ
れ
た
内
容
を
表
現
す
る
た
め
の
係
り
結
び
と
す
れ
ば
、
「
ひ
と
と
せ
に
た

だ
こ
よ
ひ
こ
そ
た
な
ば
た
の
あ
ま
の
か
は
ら
を
わ
た
れ
と
い
ふ
な
り
」
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
詠
み
手
自
身

の
心
境
を
表
わ
す
、
逆
接
の
含
意
か
つ
当
歌
の
本
意
を
示
す
た
め
に
は
、
係
り
結
び
に
お
け
る
意
味
的
な
整
合
性

よ
り
も
、
歌
末
を
「
い
ふ
な
れ
」
と
い
う
已
然
形
に
す
る
ほ
う
を
優
先
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
心
境
は
ま
さ
に
「
ひ
と
と
せ
に
た
だ
こ
よ
ひ
こ
そ
」
と
い
う
限
定
に
お
い
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

赤
人
集
に
は
、
「
ひ
と
と
せ
に
た
だ
こ
よ
ひ
こ
そ
た
な
ば
た
の
あ
ま
の
か
は
ら
を
わ
た
る
て
ふ
な
れ
」
（
赤
人

集
・
六
三
）
の
本
文
で
載
る
。 

【
比
較
対
照
】 

こ
の
句
は
、
現
存
の
白
氏
文
集
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
本
集
の
句
題
と
し
て
初
め
て
登
場
す
る
が
、
新
撰
朗
詠

集
（
秋
・
七
夕
・
一
九
四
）
で
も
、
同
句
を
含
む
二
句
を
挙
げ
、
白
氏
作
と
す
る
。
ず
い
ぶ
ん
後
に
、
室
町
後
期

の
三
条
西
実
隆
の
家
集
で
あ
る
雪
玉
集
、
実
隆
男
の
実
条
の
家
集
で
あ
る
称
名
院
集
に
も
同
じ
句
題
が
見
ら
れ

る
。 や

む
な
く
新
撰
朗
詠
集
の
二
句
を
示
す
。 

  

今
宵
織
女
渡
天
河 

今
宵
、
織
女
、
天
河
を
渡
る
。 

 

朧
月
微
雲
一
似
羅 

朧
月
、
微
雲
、
一
ら
に
羅
に
似
た
り
。 

  

こ
の
二
句
は
、
柳
澤
良
一
『
新
撰
和
漢
朗
詠
集
全
注
釈
二
』
（
新
典
社 

二
○
一
一
年
）
は
、
七
言
絶
句
ま
た

は
七
言
律
詩
の
第
一
・
二
句
と
推
測
し
て
い
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
「
朧
月
」
は
「
隴
月
」
が
正
し
く
、
国
境
の

山
に
か
か
る
月
の
意
で
あ
り
、
第
二
句
は
、
国
境
の
山
に
か
か
っ
た
か
す
か
な
雲
を
、
織
女
星
が
着
て
い
る
薄
絹

の
衣
と
見
立
て
た
も
の
で
あ
る
。 

 

本
集
に
こ
れ
が
句
題
と
し
て
採
ら
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
秋
季
の
行
事
と
し
て
の
七
夕
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

句
題
と
和
歌
の
対
応
関
係
は
き
わ
め
て
密
で
あ
る
。
「
今
宵
」
に
「
こ
よ
ひ
」
、
「
織
女
」
に
「
た
な
ば

た
」
、
「
渡
」
に
「
わ
た
る
」
、
「
天
河
」
に
「
あ
ま
の
か
は
ら
」
の
よ
う
に
、
句
題
の
語
す
べ
て
を
和
歌
は
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
に
和
語
に
置
き
換
え
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
句
題
の
直
訳
に
近
い
と
も
言
え
よ
う
。 

和
歌
で
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
順
に
「
ひ
と
と
せ
」
「
た
だ
」
「
こ
そ
」
「
と
い
ふ
な
れ
」
で
あ
る
が
、
前

三
者
は
、
「
こ
よ
ひ
」
に
重
き
を
置
く
た
め
の
措
辞
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
最
後
の
「
と
い
ふ
な
れ
」
だ
け
は
、

単
に
音
数
を
満
た
す
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
詠
歌
独
自
の
意
図
に
関
わ
る
付
加
で
あ
り
、
そ
こ
に
単
な
る
直
訳
を

越
え
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。 

そ
の
意
図
と
は
、
【
補
注
】
に
述
べ
た
よ
う
な
、
詠
み
手
自
身
の
恋
愛
事
情
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
そ
れ
は
句
題
内
容
か
ら
は
到
底
、
導
か
れ
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
と
い
ふ
な
れ
」
と
い
う
伝
聞
表

現
は
、
日
中
の
差
異
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
思
い
を
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。 

  

 
 

心
情
逢
秋
一
似
灰(

心
情
、
秋
に
逢
う
て
一
に
灰
に
似
た
り) 

三
九 

も
の
を
お
も
ふ
心
の
あ
き
に
な
り
ぬ
れ
ば
す
べ
て
人
こ
そ
み
え
わ
た
り
け
れ 

 

【
通
釈
】 

 

物
思
い
す
る
（
と
い
う
）
心
の
秋
に
な
っ
た
の
で
、
（
目
に
付
く
）
す
べ
て
に
あ
の
人
が
ず
っ
と
見
え
続
け
る

こ
と
だ
な
あ
。 

【
語
釈
】 

も
の
を
お
も
ふ 

物
思
い
に
ふ
け
る
、
思
い
悩
む
の
意
。
「
も
の
」
は
、
自
ら
の
力
で
は
変
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
運
命
、
宿
命
が
本
来
的
な
意
味
で
あ
り
、
「
も
の
お
も
ふ
」
は
、
「
人
間
の
逃
れ
が
た
い
な
り
ゆ
き
と
知
り
つ

つ
、
思
い
わ
づ
ら
う
」
意
と
な
る
（
大
野
晋
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
）
。
こ
こ
で
は
、
格
助
詞
「
を
」
が
、
「
も

の
」
と
「
お
も
ふ
」
を
関
係
づ
け
る
が
、
同
義
と
し
て
よ
い
。
「
も
の
（
を
）
思
ふ
」
は
、
本
集
に
四
例
（
三

九
・
四
二
・
六
○
・
一
○
三
）
あ
り
、
古
今
集
に
は
一
四
例
あ
る
（
「
も
の
ぞ
思
ふ
」
な
ど
係
助
詞
が
あ
る
場
合

も
含
む
）
。
割
合
か
ら
す
れ
ば
、
本
集
は
古
今
集
の
約
三
倍
に
な
る
。
な
お
、
「
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
二
四
番

歌
【
語
釈
】
「
物
な
ら
ば
」
参
照
。
こ
の
句
は
、
二
句
目
の
「
心
の
あ
き
」
に
係
る
。
次
項
参
照
。 
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心
の
あ
き
に  

「
心
の
あ
き
」
は
、
「
も
の
を
お
も
ふ
」
と
い
う
状
態
の
心
を
「
あ
き
（
秋
）
」
に
た
と
え
た
も

の
で
あ
り
、
悲
秋
を
前
提
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
万
葉
集
に
は
な
く
、
当
歌
が
、
「
名
に
し
お
へ
ば

し
ひ
て
た
の
ま
ん
女
郎
花
は
な
の
心
の
秋
は
う
く
と
も
」
（
後
撰
集
・
六
・
秋
中
・
三
四
三
・
紀
貫
之
、
初
出
は

是
貞
親
王
家
歌
合
三
七
番
歌
「
な
に
し
お
は
ば
し
ひ
て
た
の
ま
む
を
み
な
へ
し
ひ
と
の
こ
こ
ろ
の
あ
き
は
う
く
と

も
」
）
と
と
も
に
、
最
初
期
の
用
例
で
あ
る
。
古
今
集
に
は
、
「
は
つ
か
り
の
な
き
こ
そ
わ
た
れ
世
中
の
人
の
心

の
秋
し
う
け
れ
ば
」
（
古
今
集
・
一
五
・
恋
五
・
紀
貫
之
・
八
○
四
）
、
「
し
ぐ
れ
つ
つ
も
み
づ
る
よ
り
も
事
の

は
の
心
の
秋
に
あ
ふ
ぞ
わ
び
し
き
」
（
古
今
集
・
一
五
・
恋
五
・
八
二
○
）
が
あ
る
。
全
釈
は
「
（
私
の
）
心
は

秋
に
な
る
と
い
う
と
」
と
訳
し
、
格
助
詞
「
の
」
を
主
格
と
と
る
よ
う
だ
が
、
挙
例
は
す
べ
て
連
体
修
飾
格
を
表

わ
す
。
こ
れ
は
、
「
風
ふ
け
ば
な
び
く
浅
茅
は
な
に
な
れ
や
人
の
こ
こ
ろ
の
秋
を
し
ら
す
る
」
（
村
上
天
皇
御

集
・
六
六
）
、
「
わ
す
れ
ゆ
く
心
の
秋
の
つ
ら
け
れ
ば
我
こ
そ
さ
が
の
は
な
を
だ
に
み
む
」
（
赤
染
衛
門
集
・
三

六
三
）
の
よ
う
に
、
古
今
集
以
後
の
平
安
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
用
例
も
同
様
で
あ
る
。
当
歌
も
、
「
心
の
」
は

「
秋
」
の
連
体
修
飾
語
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
の
用
例
の
「
心
」
は
、
自
分
以
外
の
人
（
多
く
は
恋
の

相
手
）
の
そ
れ
で
あ
り
、
「
秋
」
に
「
飽
き
」
を
掛
け
る
が
、
詠
み
手
自
身
の
「
心
」
を
詠
む
当
歌
で
は
、
こ
の

掛
詞
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

な
り
ぬ
れ
ば 

「
な
る
」
（
動
詞
）
＋
「
ぬ
」
（
助
動
詞
）
＋
「
ば
」
（
接
続
助
詞
）
。
「
な
り
ぬ
れ
ば
」
は
、

「
草
枕
旅
に
久
し
く
な
り
ぬ
れ
ば
（
成
宿
者
）
汝
を
こ
そ
思
へ
な
恋
ひ
そ
我
妹
」
（
万
葉
集
・
四
・
六
二
二
・
佐

伯
宿
祢
東
人
）
、
「
た
ま
か
づ
ら
は
ふ
木
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
た
え
ぬ
心
の
う
れ
し
げ
も
な
し
」
（
古
今
集
・

十
四
・
恋
四
・
七
○
九
）
、
「
き
み
を
い
の
る
と
し
の
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
れ
ば
お
い
の
さ
か
ゆ
く
つ
ゑ
ぞ
う
れ
し

き
」
（
後
拾
遺
集
・
七
・
賀
・
慶
暹
・
四
二
九
）
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
が
当
歌
同
様
、
第
三
句
に
位
置
す
る
。

「
な
り
ぬ
れ
ば
」
は
、
本
集
に
は
、
他
に
「
く
ろ
か
み
の
し
ろ
く
に
は
か
に
な
り
ぬ
れ
ば
は
る
の
は
な
と
ぞ
み
え

わ
た
り
け
る
」
（
一
一
三
）
が
あ
る
。
第
三
句
に
位
置
す
る
と
と
も
に
、
歌
末
が
助
動
詞
「
け
り
」
で
あ
る
こ
と

も
、
当
歌
と
共
通
す
る
。
「
み
え
わ
た
り
け
れ
」
の
項
目
と
【
補
注
】
参
照
。 

す
べ
て
人
こ
そ 

異
本
系
統
書
陵
部
桂
宮
本
は
「
す
へ
て
は
ひ
と
そ
」
と
あ
る
が
、
藏
中
校
本
に
よ
れ
ば
、
流
布

本
系
は
み
な
、
こ
の
同
一
本
文
で
あ
る
。
本
文
の
校
訂
は
で
き
る
か
ぎ
り
し
な
い
と
い
う
、
本
釈
論
の
方
針
に
従

い
、
こ
こ
も
底
本
の
ま
ま
と
す
る
。
「
人
」
は
、
下
句
の
原
因
を
表
す
上
句
か
ら
、
人
一
般
で
は
な
く
、
特
定
の

人
（
お
そ
ら
く
恋
の
相
手
）
で
あ
ろ
う
。
詳
細
は
、
【
補
注
】
参
照
。
副
詞
「
す
べ
て
」
は
、
「
み
え
わ
た
り
け

れ
」
に
係
る
。
「
す
べ
て
人
こ
そ
」
と
い
う
句
は
他
に
用
例
が
見
出
し
が
た
く
、
「
す
べ
て
」
が
「
見
え
わ
た

る
」
ま
た
は
「
見
ゆ
」
に
係
る
用
例
も
同
様
で
あ
る
。
「
人
」
と
「
み
え
わ
た
り
け
れ
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

次
項
参
照
。 

み
え
わ
た
り
け
れ 

「
み
え
わ
た
り
け
り
」
の
句
は
、
万
葉
集
に
は
用
例
は
な
い
。
平
安
時
代
ま
で
の
用
例
を
見

る
と
、
「
秋
霧
の
立
ち
ぬ
る
時
は
く
ら
ぶ
山
お
ぼ
つ
か
な
く
ぞ
見
え
渡
り
け
る
」
（
後
撰
集
・
六
・
秋
中
・
紀
貫

之
・
二
七
一
）
、
「
浦
ち
か
く
た
つ
秋
ぎ
り
は
も
し
ほ
や
く
煙
と
の
み
ぞ
見
え
わ
た
り
け
る
」
（
後
撰
集
・
六
・

秋
中
・
二
七
三
）
、
「
お
し
な
べ
て
さ
く
し
ら
ぎ
く
は
や
へ
や
へ
の
は
な
の
し
も
と
ぞ
み
え
わ
た
り
け
る
」
（
後

拾
遺
集
・
十
七
・
雑
三
・
藤
原
公
任
・
九
八
二
）
の
よ
う
に
、
結
句
に
あ
っ
て
、
「
Ａ
は
、
Ｂ
ぞ
（
こ
そ
）
、

み
え
わ
た
り
け
る
（
け
れ
）
」
の
構
文
で
、
Ｂ
は
「
見
え
わ
た
り
け
り
」
の
連
用
修
飾
語
、
特
に
ニ
格
、
ト
格

と
い
っ
た
補
語
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
挙
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
る
状
況
の
も
と
に
あ
る
（
そ
の
状
況
は

Ａ
の
連
体
修
飾
語
で
示
さ
れ
る
）
主
題
Ａ
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況
下
で
は
意
外
な
様
に
見
え
続
け
る
（
あ
る
い

は
一
面
に
見
え
る
）
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
を
表
わ
す
。
作
者
の
工
夫
の
焦
点
は
、
係
助
詞
が
下
接
す
る
Ｂ
に

あ
る
。
し
か
し
、
「
み
え
わ
た
り
け
り
」
の
最
初
期
の
用
例
で
あ
る
（
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
七
九
番
歌
を
初
出

と
す
る
後
撰
集
二
七
三
番
歌
も
同
時
期
）
当
歌
は
、
「
…
…
ば
、
…
…
こ
そ
み
え
わ
た
り
け
れ
」
の
構
文
で
、

特
殊
で
あ
る
。
本
集
に
は
、
同
様
の
表
現
は
他
に
二
例
見
え
、
「
お
き
べ
よ
り
ふ
き
く
る
風
は
し
ら
な
み
の
は

な
と
の
み
こ
そ
み
え
わ
た
り
け
れ
」
（
六
八
）
は
、
一
般
的
な
構
文
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
く
ろ
か
み
の
し

ろ
く
に
は
か
に
な
り
ぬ
れ
ば
は
る
の
は
な
と
ぞ
み
え
わ
た
り
け
る
」
（
一
一
三
）
は
、
当
歌
と
似
た
構
文
で
あ

る
。
「
人
」
と
「
み
え
わ
た
り
け
れ
」
と
の
関
係
は
、
格
助
詞
「
に
」
「
と
」
の
省
略
は
考
え
に
く
く
、
「
人

ガ
み
え
わ
た
り
け
れ
」
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
「
主
語
＋
み
え
わ
た
り
け
り
」
の
用
例
は
稀
少
な
が
ら
、

「
世
中
を
い
と
ひ
て
あ
ま
の
す
む
方
も
う
き
め
の
み
こ
そ
見
え
わ
た
り
け
れ
」
（
後
撰
集
・
十
八
・
雑
四
・
小

町
姉
・
一
二
九
○
）
、
「
そ
ら
は
る
と
や
み
の
よ
る
よ
る
な
が
む
れ
ば
あ
は
れ
に
も
の
ぞ
見
え
わ
た
り
け
る
」

（
増
基
法
師
集
・
一
○
六
）
が
あ
る
。
ま
た
、
補
助
動
詞
「
わ
た
る
」
に
は
、
時
間
的
と
空
間
的
な
意
味
が
あ

り
、
こ
こ
で
は
い
ず
れ
と
も
解
し
う
る
が
、
上
句
「
…
…
な
り
ぬ
れ
ば
」
が
時
間
的
経
過
を
表
わ
し
て
い
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
も
時
間
的
継
続
を
表
す
と
す
る
の
が
よ
い
か
。
助
動
詞
「
け
れ
」
は
、
「
こ
そ
」
の
結

び
。
【
補
注
】
参
照
。 

【
補
注
】 

 

下
句
の
「
人
こ
そ
み
え
わ
た
り
け
れ
」
は
、
句
題
と
の
対
応
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
は
ひ
と
そ
み
え
わ
た
り

け
る
」
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
お
そ
ら
く
「
す
へ
て
は
ひ
と
そ
」
と
い
う
文
字
連
続
に
お
い
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て
、
書
写
の
際
に
、
和
歌
に
は
な
じ
み
の
薄
い
「
は
ひ
（
灰
）
」
と
い
う
語
が
分
節
さ
れ
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
の
結
果
、
「
ひ
と
」
と
い
う
つ
な
が
り
を
認
め
、
「
す
べ
て
は
／
ひ
と
ぞ
」
と
分
節
し
、
「
は
」
を
不

要
と
見
て
か
、
音
数
律
を
整
え
る
た
め
に
、
「
ひ
と
」
の
後
に
「
こ
」
を
補
い
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
結
句
を
連

体
形
か
ら
已
然
形
に
変
え
た
と
想
像
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
ひ
と
」
を
「
人
」
と
漢
字
表
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
本
文
が
確
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

同
じ
こ
と
は
、
六
〇
番
歌
「
も
の
を
思
こ
こ
ろ
は
こ
ひ
と
く
だ
く
れ
ど
あ
つ
き
た
き
に
は
お
よ
ば
ざ
り
け
り
」

に
も
当
て
は
ま
り
、
第
三
句
の
「
こ
ひ
」
を
、
異
本
系
書
陵
部
本
本
文
で
は
、
「
心
灰
不
及
燠
中
火
」
と
い
う
句

題
に
対
応
さ
せ
る
よ
う
に
、
「
は
ひ
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
こ
の
本
文
で
も
解
釈
し
う
る
か
、
し
う
る
と
す
れ

ば
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
解
釈
で
き
な
け
れ
ば
、
単
な
る
誤
写
と
し
て
処
理
す
る
し
か
な
い

が
、
本
集
の
和
歌
が
句
題
の
直
訳
で
は
な
い
と
い
う
、
本
釈
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
句
題
と
の
対
応
関
係
を
優

先
す
る
こ
と
の
み
で
、
本
文
を
校
訂
す
る
こ
と
は
し
な
い
。 

解
釈
上
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、
上
句
の
「
心
の
秋
に
な
り
ぬ
れ
ば
」
で
あ
る
。
こ
の

「
の
」
と
い
う
助
詞
は
、
【
語
釈
】
に
記
し
た
ご
と
く
「
心
の
秋
」
と
い
う
名
詞
句
を
構
成
す
る
、
連
体
格
と
と

る
。
つ
ま
り
、
「
も
の
を
お
も
ふ
」
と
い
う
状
態
は
、
普
通
の
「
心
」
で
は
な
く
「
心
の
秋
」
だ
か
ら
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
は
、
下
句
で
あ
る
。
上
句
が
下
句
の
原
因
・
理
由
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
も
の
を
お
も
ふ
」
と

い
う
心
の
状
態
を
考
え
れ
ば
、
「
す
べ
て
人
こ
そ
み
え
わ
り
け
れ
」
は
、
何
を
見
て
も
、
そ
の
思
う
相
手
の
こ
と

が
目
に
浮
か
ぶ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
人
」
は
【
語
釈
】
で
示
し
た
よ
う
に
、
人
一
般

で
は
な
く
、
特
定
の
人
の
こ
と
で
あ
る
。
初
句
の
「
も
の
を
お
も
ふ
」
の
も
、
そ
の
人
の
せ
い
に
他
な
ら
な
い
。 

悲
秋
と
い
う
観
念
は
、
悲
し
い
と
い
う
感
情
が
人
事
的
な
事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
、
秋
と
い
う
季
節
そ
の
も
の

に
起
因
す
る
こ
と
を
い
う
。
当
歌
上
句
は
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
の
表
現
で
あ
り
、
「
も
の
を
お
も

ふ
」
＝
「
秋
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
心
」
に
対
す
る
比
喩
関
係
と
み
な
せ
ば
、
実
際
に
季
節
が
秋
で

な
く
て
も
成
り
立
ち
え
よ
う
が
、
と
り
わ
け
秋
な
ら
ば
「
も
の
を
お
も
ふ
」
こ
と
が
否
応
な
く
募
る
は
ず
で
あ

る
。 

和
歌
に
お
い
て
「
も
の
を
お
も
ふ
」
理
由
の
最
た
る
も
の
は
、
恋
と
く
に
は
忍
ぶ
恋
で
あ
る
。
そ
の
状
態
に
あ

る
と
き
は
、
寝
て
も
覚
め
て
も
相
手
の
こ
と
を
想
い
、
何
を
見
聞
き
し
て
も
、
そ
の
相
手
が
浮
か
ぶ
。
そ
れ
が
下

句
の
表
す
「
す
べ
て
人
こ
そ
み
え
わ
た
り
け
れ
」
な
の
で
あ
る
。 

な
お
、
当
歌
は
、
赤
人
集
に
「
も
の
お
も
ふ
こ
こ
ろ
の
あ
き
に
な
り
ぬ
れ
ば
す
べ
て
は
ひ
と
ぞ
み
え
わ
た
り

け
る
」
（
六
四
）
の
本
文
で
載
る
。 

 【
比
較
対
照
】 

原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
七
言
律
詩
「
百
花
亭
晩
望
夜
帰
」
（
巻
第
十
六
・
○
九
四
九
）
で
あ
り
、
句

題
は
頸
聯
の
第
二
句
に
よ
る
。 

 

 
 

百
花
亭
上
晩
徘
徊
、 

 

百
花
亭
上
、
晩
に
徘
徊
す
れ
ば
、 

 
 

雲
影
陰
晴
掩
復
開
。 

 

雲
影
、
陰
晴
、
掩 お

ほ

う
て
復
た
開
く
。 

 
 

日
色
悠
揚
映
山
尽
、 

 

日
色
悠
揚
と
し
て
、
山
に
映
じ
て
尽
き
、 

 
 

雨
声
蕭
颯
渡
江
来
。 

 

雨
声
蕭
颯

せ
う
さ
つ

と
し
て
、
江
を
渡
り
て
来 き

た

り
。 

 
 

鬢
毛
遭
病
双
如
雪
、 

 

鬢
毛
、
病
に
遭
う
て
双
つ
な
が
ら
雪
の
如
く
、 

 
 

心
緒
逢
秋
一
似
灰
。 

 

心
緒
、
秋
に
逢
う
て
、
一
に
灰
に
似
た
り
。 

 
 

向
夜
欲
帰
愁
未
了
、 

 

夜
に

向
な
ん
な

ん
と
し
て
、
帰
ら
む
と
欲
し
て
愁
ひ
未
だ
了
ら
ず
、 

 
 

満
湖
明
月
小
船
廻
。 

 

満
湖
の
名
月
、
小
船
廻 か

へ

る
。 

  
頸
聯
二
句
が
自
ら
の
老
い
を
描
写
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
第
二
句
は
そ
れ
が
心
の
あ
り
よ
う
に
も
及

ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
心
緒
」
を
「
灰
」
に
た
と
え
る
の
は
、
「
心
灰
」
と
い
う
語
も
あ
る
く
ら
い

で
あ
り
、
老
病
の
身
の
せ
い
で
、
心
が
冷
え
切
っ
た
状
態
に
な
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。 

こ
の
詩
の
季
節
が
秋
で
あ
る
と
知
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
句
の
「
逢
秋
」
と
い
う
表
現
か
ら
で
あ
っ
て
、
千

里
が
句
題
と
し
て
選
ん
だ
の
も
、
そ
れ
が
理
由
で
あ
ろ
う
。 
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当
歌
を
底
本
本
文
に
即
し
て
、
句
題
と
の
関
係
を
見
れ
ば
、
表
現
上
対
応
し
そ
う
な
の
は
、
「
心
緒
逢
秋
」
に

対
す
る
「
心
の
あ
き
に
な
り
ぬ
れ
ば
」
と
い
う
上
句
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
違
い
は
あ
る
。
句
題
で
は
、
「
心

緒
」
が
「
秋
」
と
い
う
別
物
に
「
逢
ふ
」
の
に
対
し
て
、
当
歌
で
は
、
心
そ
の
も
の
が
秋
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
心
も
秋
に
な
る
と
、
物
思
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
句
題
と
は
違
っ
て
、
心
一
般
あ
る
い
は
平
常
の

心
で
は
な
い
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
当
歌
下
句
は
、
異
本
系
書
陵
部
本
の
「
ひ
と
つ
は
ひ
と
ぞ
み
え
わ
た
り
け
る
」
な
ら
ば
、
句

題
の
「
一
」
が
「
ひ
と
つ
」
に
、
「
似
灰
」
は
、
「
と
見
ゆ
」
が
和
歌
の
見
立
て
表
現
で
も
あ
る
の
で
、
「
ひ
と

つ
は
ひ
と
ぞ
み
え
わ
た
り
け
る
」
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
対
応
し
て
い
て
、
上
句
と
合
わ
せ
て
、
句
題
全
体
に
お
お
よ

そ
即
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
底
本
本
文
で
は
句
題
と
は
対
応
さ
せ
よ
う
が
な
く
、
当
詩

全
体
の
表
現
を
見
て
も
、
つ
な
が
り
は
認
め
ら
れ
そ
う
に
な
く
、
和
歌
独
自
の
展
開
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

あ
え
て
つ
な
が
り
を
見
る
と
す
れ
ば
、
尾
聯
第
一
句
内
の
「
愁
未
了
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
秋
夜
の
景
色
を
堪

能
す
る
こ
と
に
よ
り
心
を
慰
め
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
愁
」
す
な
わ
ち

「
も
の
を
お
も
ふ
」
状
態
が
な
お
続
い
た
ま
ま
帰
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
異
な
る
も
の
の
、
当
歌

に
お
け
る
詠
み
手
も
同
じ
状
態
に
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。 

 

当
歌
は
、
和
歌
一
般
か
ら
す
れ
ば
、
秋
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
秋
の
風
物
を
い
っ
さ
い
取
り
上
げ
る
こ
と
な
く
、

し
か
も
恋
歌
の
趣
が
強
い
と
い
う
点
で
明
ら
か
に
異
色
で
あ
る
が
、
本
集
に
お
い
て
は
決
し
て
珍
し
く
な
い
。
当

歌
に
お
い
て
見
る
べ
き
は
、
悲
秋
と
い
う
観
念
を
、
秋
と
い
う
季
節
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
「
も
の
を
お
も

ふ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
恋
に
も
及
ぼ
そ
う
と
し
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

  

 

秋
悲
不
到
貴
人
心(

秋
の
悲
し
き
は
、
貴
人
の
心
に
到
ら
ず) 

四
○ 

お
ほ
か
た
の
あ
き
を
か
な
し
と
み
る
こ
と
に
あ
だ
な
る
人
は
し
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る 

 

【
通
釈
】 

（
私
は
）
例
年
ど
お
り
に
、
秋
を
悲
し
い
と
思
う
こ
と
な
の
に
、
い
い
加
減
な
人
は
（
秋
が
悲
し
い
と
は
）
ま

っ
た
く
気
付
か
な
い
で
い
る
こ
と
だ
よ
。 

【
語
釈
】 

お
ほ
か
た
の 

三
六
番
歌
に
同
じ
。
【
語
釈
】
該
項
を
参
照
。 

あ
き
を
か
な
し
と  

「
あ
き
を
か
な
し
」
の
句
は
ご
く
少
な
く
、
三
代
集
ま
で
に
は
用
例
を
検
索
し
が
た
い
。
平

安
時
代
末
期
に
な
っ
て
「
さ
を
し
か
も
秋
を
か
な
し
と
お
も
へ
ば
や
と
き
し
も
声
を
た
て
て
鳴
く
ら
ん
」
（
太
皇

太
后
宮
亮
平
経
盛
朝
臣
家
歌
合
・
鹿
・
二
五
・
藤
原
重
家
）
、
ま
た
動
詞
「
悲
し
む
」
の
例
と
し
て
「
夏
ふ
か
き

も
り
の
木
ず
ゑ
に
か
ね
て
よ
り
秋
を
か
な
し
む
せ
み
の
こ
ゑ
か
な
」
（
六
百
番
歌
合
・
夏
下
・
寂
蓮
・
三
○
○
）

が
見
ら
れ
る
。 

み
る
こ
と
に 

「
あ
き
を
か
な
し
と
み
る
こ
と
」
は
、
中
国
由
来
で
あ
る
悲
秋
の
観
念
に
よ
る
句
。
「
み
る
」
の

本
来
の
意
味
は
、
視
覚
の
は
た
ら
き
で
物
事
を
知
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
、
主
体
が
何
ら
か
の
判
断
を
下

す
こ
と
を
表
わ
す
よ
う
に
も
な
っ
た
。
該
歌
の
「
…
…
を
…
…
と
み
る
」
は
、
「
春
の
野
に
霧
立
ち
渡
り
降
る
雪

と
（
布
流
由
岐
得
）
人
の
見
る
（
美
流
）
ま
で
梅
の
花
散
る
」
（
万
葉
集
・
五
・
八
三
九
）
、
「
い
た
づ
ら
に
世

に
ふ
る
物
と
高
砂
の
松
も
我
を
や
友
と
見
る
ら
ん
」
（
拾
遺
集
・
雑
上
・
紀
貫
之
・
四
六
三
）
、
「
夏
の
夜
は
と

も
す
ほ
た
る
の
む
ね
の
火
を
を
し
も
た
え
た
る
玉
と
み
る
か
な
」
（
古
今
六
帖
・
六
・
ほ
た
る
・
紀
貫
之
・
四
○

一
二
）
な
ど
、
見
立
て
も
含
め
て
、
「
（
見
て
）
思
う
」
「
判
断
す
る
」
を
表
わ
す
こ
と
が
多
い
（
大
野
晋
『
古

典
基
礎
語
辞
典
』
）
。
「
こ
と
」
は
形
式
名
詞
で
、
上
句
を
名
詞
化
し
、
秋
を
悲
し
く
思
う
状
態
を
表
わ
す
。

「
み
る
こ
と
」
と
い
う
表
現
は
、
万
葉
集
に
は
な
い
が
、
平
安
時
代
以
後
は
「
も
の
思
ふ
に
つ
き
み
る
こ
と
は
た

え
ね
ど
も
な
が
め
て
の
み
も
あ
か
し
つ
る
か
な
」(

道
信
集
・
三
六) 

、
「
く
に
も
せ
に
つ
ね
に
あ
ふ
な
は
た
つ
め

れ
ど
あ
ひ
見
る
事
は
た
だ
こ
よ
ひ
な
り
」(

古
今
六
帖
・
一
・
七
日
の
夜
・
一
三
七)

な
ど
、
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
句
末
の
助
詞
「
に
」
に
つ
い
て
は
、
「
し
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
」
の
項
を
参
照
。 

あ
だ
な
る
人
は 

全
釈
は
、
「
あ
た
な
る
」
を
誤
写
と
し
て
「
あ
て
な
る
」
に
校
訂
す
る
。
蔵
中
校
本
で
も
流
布

本
系
で
「
あ
て
な
る
」
と
す
る
本
文
が
複
数
あ
り
、
「
た
」
に
傍
記
し
て
「
て
」
と
す
る
も
の
も
複
数
あ
る
（
異

本
系
書
陵
部
桂
宮
本
は
「
あ
た
な
る
人
」
）
。
こ
の
よ
う
な
校
訂
は
、
【
比
較
対
照
】
に
示
す
よ
う
に
、
句
題
の

「
貴
人
」
に
対
応
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
釈
も
言
う
よ
う
に
、
和
歌
に
「
あ
て
な
る
人
」
の
用
例
は

検
索
し
が
た
く
、
そ
も
そ
も
「
あ
て
な
り
」
自
体
が
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
あ

だ
な
り
」
は
、
歌
に
多
数
詠
ま
れ
、
「
あ
だ
な
る
人
」
の
用
例
も
見
え
る
。
こ
の
本
文
で
歌
意
も
通
る
の
で
、
底

本
の
ま
ま
と
す
る
。
「
あ
だ
な
る
人
」
は
、
歌
に
詠
ま
れ
る
場
合
、
「
い
と
と
く
も
う
つ
ろ
ひ
ぬ
る
か
さ
く
ら
ば

な
あ
だ
な
る
人
も
み
て
こ
り
ぬ
べ
し
」
（
忠
岑
集
・
一
七
）
、
「
花
な
ら
で
花
な
る
も
の
は
し
か
す
が
に
あ
だ
な
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る
人
の
心
な
り
け
り
」
（
貫
之
集
・
八
八
八
）
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
が
男
女
関
係
に
お
い
て
不
実
な
、
浮
気
な
人
の

意
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
第
二
句
の
「
あ
き
」
が
「
秋
」
と
「
飽
き
」
と
の
掛
詞
と
み
な
す
こ
と
に

も
つ
な
が
る
。 

し
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る 
「
し
る
（
知
）
」
内
容
が
、
「
お
ほ
か
た
の
あ
き
を
か
な
し
と
み
る
こ
と
」
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
両
者
の
関
係
を
示
す
の
は
「
を
」
で
あ
っ
て
、
当
歌
の
よ
う
な
「
に
」
で
は
な
い
。
「
し
る
」
内
容
が

省
略
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
「
お
ほ
か
た
の
あ
き
を
か
な
し
と
」

「
し
る
」
と
い
う
関
係
以
外
に
は
な
い
。
「
に
」
は
、
～
に
対
し
て
と
い
う
対
比
を
表
わ
し
、
「
お
ほ
か
た
の

あ
き
を
か
な
し
と
み
る
」
の
に
対
し
て
「
お
ほ
か
た
の
あ
き
を
か
な
し
と
し
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
対
比
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
は
、
後
者
が
「
あ
だ
な
る
人
」
と
明
示
さ
れ
る
が
、
前
者
は
非
明
示
で
あ
る
。
和

歌
に
お
け
る
非
明
示
の
主
体
は
た
い
て
い
詠
み
手
自
身
で
あ
り
、
当
歌
に
も
当
て
は
ま
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
初
句
の
「
お
ほ
か
た
の
」
か
ら
、
人
一
般
と
は
な
ら
な
い
。 

【
補
注
】 

 

「
あ
だ
な
る
人
」
は
、
【
語
釈
】
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
和
歌
で
は
男
女
関
係
に
お
い
て
使
わ
れ
る
の
が
普
通

で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連
づ
け
れ
ば
、
「
を
み
な
へ
し
花
の
心
の
あ
だ
な
れ
ば
秋
に
の
み
こ
そ
あ
ひ
わ
た
り
け
れ
」

（
後
撰
集
・
六
・
秋
中
・
二
七
六
）
、
「
あ
だ
な
り
と
我
は
見
な
く
に
も
み
ぢ
ば
を
色
の
か
は
れ
る
秋
し
な
け
れ

ば
」
（
後
撰
集
・
七
・
秋
下
・
三
九
○
）
、
「
む
す
び
け
む
人
の
こ
こ
ろ
は
あ
だ
な
れ
や
み
だ
れ
て
あ
き
の
か
ぜ

に
ち
る
ら
ん
」
（
伊
勢
集
・
二
五
八
）
な
ど
の
よ
う
に
、
恋
歌
で
は
な
く
秋
歌
で
あ
っ
て
も
、
「
秋
」
に
「
飽

き
」
が
掛
け
て
い
る
と
読
み
取
れ
よ
う
。 

 

悲
秋
の
観
念
の
受
容
と
定
着
は
、
平
安
初
期
の
嵯
峨
天
皇
御
製
「
重
陽
節
神
泉
苑
賦
秋
可
哀
」
と
応
制
八
首

（
経
国
集
巻
一
）
に
お
け
る
悲
秋
の
漢
詩
の
集
団
的
模
倣
か
ら
、
古
今
集
所
収
の
よ
み
人
知
ら
ず
歌
や
、
初
期
歌

合
の
場
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
（
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学 

下
』
塙
書
房 

一
九
六
五

年
、
鈴
木
日
出
男
「
悲
秋
の
詩
歌
―
―
万
葉
と
古
今
の
間
―
―
」
『
古
代
和
歌
史
論
』 

一
九
九
○
年
東
京
大
学

出
版
会
、
渡
辺
秀
夫
「
立
秋
詩
歌
の
周
辺
」
『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
勉
誠
社 

一
九
九
一
年
な
ど
参

照
）
。
本
集
成
立
の
寛
平
六
（
八
九
四
）
年
は
、
そ
の
よ
う
な
、
和
歌
に
お
け
る
悲
秋
の
観
念
の
定
着
途
上
の
頃

で
あ
る
。 

 

単
に
「
秋
は
か
な
し
」
で
は
な
く
、
「
お
ほ
か
た
の
あ
き
を
か
な
し
と
み
る
こ
と
」
と
い
う
、
一
種
持
っ
て
回

っ
た
よ
う
な
、
当
歌
の
言
い
回
し
は
、
悲
秋
と
い
う
捉
え
方
が
和
歌
的
な
実
感
と
し
て
は
ま
だ
十
分
に
定
着
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
当
歌
に
お
け
る
「
あ
だ
な
る
人
」
と
の
対
比
は
、

「
飽
き
」
に
対
す
る
恋
愛
当
事
者
の
感
受
性
の
差
を
う
た
う
恋
歌
の
体
裁
を
借
用
し
て
、
秋
に
対
す
る
悲
し
み
の

感
じ
方
の
差
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

な
お
、
当
歌
は
、
赤
人
集
に
、
「
お
ほ
か
た
の
秋
を
あ
は
れ
と
み
る
こ
と
も
あ
て
な
る
人
は
し
ら
ず
ぞ
あ
り
け

る
」
（
赤
人
集
・
六
五
）
の
本
文
で
載
る
。 

  

【
比
較
対
照
】 

句
題
の
原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
七
言
絶
句
「
早
入
皇
城
、
贈
王
留
守
僕
射
」
（
巻
第
六
十
八
・
三
四

七
一
）
で
あ
り
、
当
句
題
は
そ
の
結
句
に
位
置
す
る
。 

 

 
 

津
橋
残
月
暁
沉
沉 

津
橋
の
残
月
、
暁
、
沉
沉
、 

 
 

風
露
淒
清
禁
署
深 

風
露
、
淒
清
、
禁
署
深
し
。 

 
 

城
柳
宮
槐
謾
搖
落 

城
柳
、
宮
槐
、
謾 み

だ

り
に
搖
落

え
う
ら
く

す
る
も
、 

 
 

悲
愁
不
到
貴
人
心 

悲
愁
は
到
ら
ず
、
貴
人
の
心
。 

 

詩
後
半
の
「
城
柳
宮
槐
謾
搖
落 

悲
愁
不
到
貴
人
心
」
の
二
句
は
、
千
載
佳
句
（
秋
興
・
一
六
二
）
、
和
漢
朗

詠
集
（
落
葉
・
三
○
九
）
に
も
採
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
「
悲
愁
」
の
語
は
、
両
集
に
も
「
秋
悲
」
と
す
る
本
文
が

あ
り
、
本
集
諸
本
も
、
蔵
中
校
本
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
「
秋
悲
」
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
千
里
が
見
た
白
詩
文
集

は
句
題
ど
お
り
「
秋
悲
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

結
句
の
「
貴
人
」
は
、
詩
題
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
詩
を
送
っ
た
相
手
の
王
留
守
僕
射
で
あ
ろ
う
。
皇
城
の
中
に

の
み
い
て
、
外
の
秋
の
様
子
を
知
ら
な
い
こ
と
を
皮
肉
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
を
汲
ん
で
、
句
題

と
し
て
選
ん
だ
と
は
考
え
が
た
い
。
お
そ
ら
く
眼
目
は
「
秋
悲
」
に
あ
り
、
こ
れ
を
句
題
と
し
て
採
る
段
階
で
、

「
貴
人
」
に
対
し
て
、
そ
の
ま
ま
の
「
あ
て
な
る
人
」
で
は
な
く
、
音
も
近
い
「
あ
だ
な
る
人
」
を
想
定
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。 
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そ
れ
以
外
で
は
、
句
題
内
容
を
当
歌
は
ほ
ぼ
満
た
し
て
い
る
。
「
秋
悲
」
に
対
し
て
は
初
句
か
ら
第
三
句
ま
で

が
、
「
不
到
」
に
対
し
て
は
結
句
が
相
当
し
、
「
心
」
に
対
し
て
は
結
句
内
の
「
し
る
（
知
）
」
が
関
連
し
て
い

よ
う
。
た
だ
し
、
構
文
が
異
な
り
、
句
題
の
主
題
が
「
秋
悲
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
歌
で
は
「
あ
だ
な
る
人
」

が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。 

そ
の
う
え
で
、
表
現
と
し
て
歌
に
加
え
ら
れ
た
の
は
、
初
句
の
「
お
ほ
か
た
の
」
、
第
三
句
の
「
み
る
こ
と

に
」
、
そ
し
て
結
句
の
「
ぞ
…
…
け
る
」
と
い
う
係
り
結
び
で
あ
る
。
強
調
の
係
り
結
び
は
、
主
題
の
移
行
に
と

も
な
っ
て
、
「
あ
だ
な
る
人
」
の
ほ
う
に
、
よ
り
焦
点
を
置
く
た
め
で
あ
ろ
う
。
第
三
句
も
そ
れ
と
関
わ
っ
て
、

「
秋
悲
」
が
秋
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
秋
に
対
す
る
人
の
内
面
的
な
行
為
の
結
果
と
し
て
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
初
句
の
「
お
ほ
か
た
の
」
は
三
六
番
歌
と
同
様
、
「
あ
き
を
か
な
し
と
み
る
こ
と
」
が
た
ま
た

ま
そ
の
年
だ
け
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
毎
年
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
原
拠
詩
の
三
句
目
ま
で
に
描
か
れ
る
早
朝

の
情
景
も
、
そ
れ
に
反
く
も
の
で
は
な
い
。 

秋
歌
と
し
て
考
え
れ
ば
、
句
題
と
同
じ
く
、
「
秋
悲
」
を
主
題
と
す
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
あ
え
て
「
あ
だ
な
る
人
」
の
ほ
う
を
主
題
と
し
た
の
は
、
【
補
注
】
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
観
念
の
未

定
着
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
感
得
し
う
る
の
が
詠
み
手
す
な
わ
ち
千
里
で
あ
り
、
「
あ
だ
な
る
人
」
と

い
う
の
が
周
囲
の
歌
詠
み
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
原
拠
詩
と
同
じ
く
、
そ
の
人
々
に
対
す
る
皮
肉
を
含
ん
で
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。 
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An Investigation and interpretation of ‘Oeno Chisato-shu’ 

（大江千里集）(10) 

 

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.36～No.40 of

‘Oe no Chisato-shu’. 
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