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橘
曙
覧
「
独
楽
吟
」
の
表
現
形
式
と
漢
詩
受
容
の
可
能
性

―
―
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首
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と
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係
を
め
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っ
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―
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暁
瑞

近
世
後
末
期
の
越
前
国
福
井
（
現
福
井
県
）
出
身
の
歌
人
橘
曙
覧
が
詠
ん
だ
五
二
首
か
ら
な
る
連
作
詠
「
独
楽
吟
」
は
、
す
べ
て
初
句
が
「
楽
し
み
は
」、
末
句
が
「
時
」

で
揃
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
の
和
歌
に
見
ら
れ
な
い
独
特
な
表
現
形
式
と
さ
れ
、
そ
の
形
成
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
、「
く
つ
か
む
り
」
の
方
式
な
ど

が
作
者
の
発
想
と
構
成
を
促
し
た
、
あ
る
い
は
俳
諧
歌
や
狂
歌
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
す
る
も
の
な
ど
、
日
本
の
韻
文
に
関
連
し
た
指
摘
が
多
く
あ
る
が
、
十
分
に
納
得
の
い

く
具
体
的
な
説
明
は
い
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
前
川
幸
雄
氏
が
、
論
文
「
橘
曙
覧
作
「
日
本
建
国
之
吟
」
考
」（『
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
』
第
五
二
号
、

二
〇
〇
一
年
十
二
月
）
に
お
い
て
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
を
北
宋
の
邵
雍
の
詩
作
に
関
連
付
け
、
さ
ら
に
、
論
文
「
橘
曙
覧
と
邵
雍
と
―
「
独
楽
吟
」
と
「
首
尾
吟
」
の
関
係

に
つ
い
て
―
」（『
国
語
国
文
学
』
第
五
〇
号
、
福
井
大
学
言
語
文
化
学
会
編
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
に
お
い
て
、「
独
楽
吟
」
と
邵
雍
の
連
作
詩
「
首
尾
吟
」
と
の
関
係
、
即
ち

作
者
の
人
生
、
処
世
観
、
作
品
の
構
成
（
形
式
上
の
）、
作
品
の
思
想
上
の
類
似
性
、
共
通
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
れ
は
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
を
考
え
る
上
で
非
常
に
示

唆
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
首
尾
吟
」
と
は
、
邵
雍
の
詩
集
『
伊
川
撃
壤
集
』
巻
二
十
に
収
め
ら
れ
る
連
作
詩
で
あ
り
、
各
詩
の
首
句
と
尾
句
が
「
堯
夫
非
是
愛
吟
詩
」
と
い
う
同
じ
句
で
統
一
さ
れ

て
お
り
、
従
来
、
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
漢
詩
の
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
連
作
の
各
詩
の
首
聯
は
、
例
え
ば
「
堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
閑
観
蔬
圃
時
」（「
首
尾
吟
」

第
六
五
首
の
も
の
）
の
よ
う
に
、
首
句
が
「
堯
夫
非
是
愛
吟
詩
」
と
い
う
同
じ
句
で
統
一
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
第
二
句
「
詩
是
閑
観
蔬
圃
時
」
の
句
尾
も
「
…
時
」

と
い
う
詞
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。『
伊
川
撃
壤
集
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
詩
が
一
三
五
首
連
続
し
て
並
ん
で
お
り
、
連
作
の
全
体
に
音
律
的
リ
ズ
ム
を
与
え
て
い
る
。
本

稿
で
は
、
こ
う
し
た
首
聯
で
の
表
現
形
式
と
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
の
表
現
形
式
と
の
相
似
性
に
焦
点
を
あ
て
て
、
両
者
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、「
首

尾
吟
」
は
、
そ
の
表
現
内
容
に
お
い
て
も
、
自
然
や
田
園
、
生
活
や
家
庭
の
楽
な
ど
身
近
な
楽
し
み
を
詠
み
上
げ
て
い
る
が
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
に
も
「
首
尾
吟
」
の
発
想

や
趣
向
を
と
り
な
し
た
と
み
ら
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。　

キ
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は
じ
め
に

橘
曙
覧
の
連
作
詠
「
独
楽
吟
」
は
、各
歌
の
初
句
を
「
楽
し
み
は
」
と
歌
い
出
し
、

末
句
を
「
時
（
と
き
）」
で
結
ぶ
と
い
う
、伝
統
的
な
和
歌
の
表
現
に
は
見
ら
れ
な
い
、

独
特
な
表
現
の
形
式
を
持
っ
て
い
る
。
当
時
の
福
井
藩
主
松
平
春
嶽
を
は
じ
め
、
正

岡
子
規
や
齋
藤
茂
吉
な
ど
に
よ
っ
て
倣
っ
て
詠
じ
ら
れ
、
多
く
の
歌
人
に
影
響
を
与

え
た
。
そ
の
表
現
の
形
式
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
、「
く
つ
か
む
り
」
の
方
式

な
ど
が
作
者
の
発
想
と
構
成
を
促
し
た
、
あ
る
い
は
俳
諧
歌
や
狂
歌
か
ら
影
響
を
受

け
て
い
る
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
、
日
本
の
韻
文
に
関
わ
っ
て
の
指
摘
が

多
く
あ
る
が
、
十
分
に
納
得
の
い
く
具
体
的
な
説
明
は
い
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
前
川
幸
雄
氏
が
、
論
文
「
橘
曙
覧
作
「
日
本
建
国
之
吟
」
考
」（
１
）
に
お

い
て
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
を
宋
の
邵
雍
の
詩
作
に
関
連
付
け
て
触
れ
、
さ
ら
に
、

論
文
「
橘
曙
覧
と
邵
雍
と
―
「
独
楽
吟
」
と
「
首
尾
吟
」
の
関
係
に
つ
い
て
―
」（
2
）

に
お
い
て
、「
独
楽
吟
」
を
邵
雍
の
連
作
詩
「
首
尾
吟
」
と
比
べ
、
両
者
に
つ
い
て
、

作
者
の
人
生
、
処
世
観
と
作
品
の
構
成
（
形
式
）
及
び
作
品
の
思
想
上
の
類
似
性
、

共
通
性
か
ら
考
察
し
た
。
こ
れ
は
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
を
考
え
る
上
で
非
常
に
示

唆
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
首
尾
吟
」
と
は
、
邵
雍
の
詩
集
『
伊
川
撃
壤
集
』
巻
二
十
に
収
め
ら
れ
る
連
作
詩

で
あ
り
、
各
詩
の
初
句
と
末
句
が
「
堯
夫
非
是
愛
吟
詩
」（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を

愛
す
る
に
あ
ら
ず
）
と
い
う
同
じ
句
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
従
来
、
見
ら
れ
な
い
特

殊
な
漢
詩
の
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
首
尾
吟
」
各
詩
の
首
聯
は
、例
え
ば
「
堯

夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
閑
観
蔬
圃
時
」（
詩
の
全
体
は
後
文
に
示
す
）
の
よ
う
に
、
初

句
が
「
堯
夫
非
是
愛
吟
詩
」
と
い
う
同
じ
句
で
統
一
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

第
二
句
「
詩
是
閑
観
蔬
圃
時
」
の
句
尾
も
「
…
…
時
」
と
い
う
詞
で
統
一
さ
れ
、
連

作
一
三
五
首
の
全
体
に
音
律
的
リ
ズ
ム
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
首
聯
で
の
表
現

形
式
は
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
と
非
常
に
相
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
首
尾

吟
」
は
、
そ
の
表
現
内
容
に
お
い
て
も
、
自
然
・
田
園
・
学
問
・
生
活
・
家
庭
の
楽

な
ど
、人
生
の
身
近
な
楽
し
み
を
詠
み
上
げ
て
い
る
が
、曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
に
は
「
首

尾
吟
」
の
発
想
や
趣
向
を
と
り
な
し
た
と
み
ら
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
、数
度
口
頭
発
表
の
形
で
所
見
を
発
表
し
て
き
た（
3
）。

本
稿
で
は
、こ
れ
ま
で
の
考
え
を
整
理
し
て
、「
独
楽
吟
」
の
表
現
形
式
と
「
首
尾
吟
」

各
詩
の
首
聯
の
表
現
形
式
と
の
比
較
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
そ
の
受
容
の
可
能
性
を

め
ぐ
っ
て
論
じ
て
み
た
い
。

一
、
橘
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」

「
独
楽
吟
」
は
、
曙
覧
の
家
集
『
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
』
の
第
三
集
『
春
明
草
』
に

収
め
ら
れ
る
五
二
首
の
連
作
歌
で
あ
る
。
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
初
句
を
「
楽
し
み
は
」

と
歌
い
出
し
，
末
句
を
「
時
（
と
き
）」
で
結
ぶ
と
い
う
点
が
、
従
来
の
和
歌
に
見

ら
れ
な
い
独
特
な
表
現
形
式
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
学
問
、
友
人
、
家
族
、

飲
食
、
田
園
、
自
然
風
物
な
ど
か
ら
取
材
し
、
平
明
な
語
を
用
い
て
日
常
の
生
活
を

詠
み
こ
な
し
た
も
の
が
多
い
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
括
弧
内
の
歌

番
号
は
『
橘
曙
覧
全
歌
集
』（
4
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

た
の
し
み
は
草
の
い
ほ
り
の
莚
敷
き
ひ
と
り
こ
こ
ろ
を
静
め
を
る
と
き（

五
五
三
）

た
の
し
み
は
す
び
つ
の
も
と
に
う
ち
倒
れ
ゆ
す
り
起
す
も
知
ら
で
寝
し
時

（
五
五
四
）

は
じ
め
に

一
、
橘
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」

二
、
邵
雍
と
『
伊
川
撃
壤
集
』

三
、「
首
尾
吟
」
に
つ
い
て

四
、「
首
尾
吟
」
の
影
響
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た
の
し
み
は
珍
し
き
書
人
に
か
り
始
め
一
ひ
ら
ひ
ろ
げ
た
る
時
（
五
五
五
）

こ
う
し
た
特
色
の
あ
る
表
現
形
式
を
持
ち
な
が
ら
、
自
然
に
流
露
す
る
感
情
を
そ

の
ま
ま
写
し
た
よ
う
な
庶
民
的
な
風
格
の
歌
群
は
、
当
時
か
ら
、
福
井
藩
主
で
あ
る

松
平
春
嶽
の
歌
作
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
春
嶽
は
、曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
を
倣
っ

て
、「
た
の
し
め
る
歌
」
と
題
し
て
、
五
〇
首
を
詠
ん
で
い
る
。
例
と
し
て
は
、

た
の
し
み
は
旱
の
後
に
雨
ふ
り
て
民
の
嬉
し
と
い
ふ
を
聞
く
時

た
の
し
み
は
人
も
と
ひ
来
ず
人
き
て
も
は
や
く
か
え
り
て
文
を
見
る
時

た
の
し
み
は
こ
こ
ろ
に
か
か
る
事
な
く
て
し
づ
け
き
窓
に
文
を
よ
む
時

と
い
う
よ
う
な
歌
が
あ
る
（
5
）。
そ
の
内
容
は
、
個
人
の
生
活
に
基
い
た
憂
国
愛
民

の
想
い
を
込
め
た
政
治
的
な
も
の
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
を
、
藩

主
と
し
て
の
立
場
か
ら
詠
み
直
し
た
も
の
と
言
え
る
。

そ
れ
か
ら
、
近
代
に
な
っ
て
、
正
岡
子
規
は
、

　
「
独
楽
吟
」
と
題
せ
る
歌
五
十
余
首
あ
り
。
歌
と
し
て
は
秀
逸
な
ら
ね
ど
彼

の
性
質
、
生
活
、
嗜
好
な
ど
を
知
る
に
は
最
便
あ
る
歌
な
り
（
6
）。

と
い
う
よ
う
に
、「
独
楽
吟
」
を
取
り
上
げ
て
曙
覧
の
人
生
像
に
迫
り
、
そ
の
歌
風

を
彼
の
素
朴
で
洒
脱
な
人
格
と
か
か
わ
ら
せ
て
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
形
式
を

倣
っ
て
、
初
句
を
「
足
た
た
ば
」
と
し
た
一
組
八
首
の
歌
「
足
た
た
ば
」
や
「
鳥
に

あ
り
せ
ば
」
十
首
な
ど
の
歌
を
詠
み
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
、
斎
藤
茂
吉
は
、

　

曙
覧
の
歌
は
一
般
に
軽
く
て
薄
き
も
の
が
多
い
。「
独
楽
吟
」
の
数
十
首
も
ま

た
そ
の
数
に
漏
れ
ぬ
が
、
然
か
も
な
ほ
素
朴
で
落
著
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

口
調
が
軽
く
辷
つ
て
行
か
な
い
徳
分
を
保
有
し
て
ゐ
る
。『
ぜ
に
』と
云
つ
た
り『
呉

れ
し
時
』
な
ど
の
口
語
脈
も
親
し
く
ひ
び
い
て
厭
味
に
陥
つ
て
ゐ
な
い
（
7
）。

と
、
曙
覧
の
歌
を
「
軽
薄
」
と
認
識
し
な
が
ら
、「
独
楽
吟
」
に
含
ま
れ
た
淳
朴
な

風
格
と
軽
妙
な
趣
に
つ
い
て
認
め
、そ
れ
を
評
価
し
た
。
そ
し
て「
僕
も
亦
そ
れ（「
独

楽
吟
」
を
指
す
。
筆
者
註
）
を
真
似
て
「
地
獄
極
楽
図
」
な
ど
の
歌
を
作
っ
た
」
と

い
う
よ
う
に
、「
独
楽
吟
」
を
倣
っ
て
歌
を
作
っ
て
い
る
。

さ
て
、「
独
楽
吟
」
の
「
た
の
し
み
は
…
…
時
（
と
き
）」
と
い
う
表
現
形
式
の
形

成
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
、『
源
順
集
』
中
の
「
世
の
中
を
何
に
た
と
へ
ん
」

や
『
山
家
集
』
中
の
「
山
深
み
」
な
ど
の
連
作
詠
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘

が
あ
る
（
8
）。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
初
句
（
や
末
句
）
を
同
じ
形
で
そ
ろ
え
る
和
歌

連
作
の
表
現
の
形
式
か
ら
、「
独
楽
吟
」
が
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
な
い
と
は
言

え
な
い
が
、
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
影
響
関
係
は
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、

土
岐
善
麿
（
9
）
や
足
立
尚
計
（
10
）
な
ど
に
よ
り
「
く
つ
か
む
り
」
の
方
式
が
作
者
の

発
想
と
構
成
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
。「
く
つ
か
む
り
」
の
方
式
は
、

あ
る
語
句
を
各
句
の
初
め
と
終
り
に
一
音
ず
つ
詠
み
込
む
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

そ
も
そ
も
、「
独
楽
吟
」
の
「
た
の
し
み
は
…
…
時
（
と
き
）」
と
い
う
よ
う
な
表
現

形
式
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
た
の
し
み
は
」
を
一
首
の
初
句
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
の
先
例
は
、
早

く
『
他
阿
上
人
集
』
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
二
首
が
見
ら
れ
る
。（
括
弧
内
の
歌
番

号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
）

　

嘉
元
三
年
、
白
幡
の
道
場
に
て
、
別
時
勤
行
の
時
読
め
る
（
そ
の
八
）

楽
し
み
は
な
げ
き
思
ひ
と
な
り
に
け
り
歎
き
の
時
は
あ
ら
ま
ほ
し
く
て
（
三
三
）

　

す
な
は
ち
食
時
に
な
り
ぬ
れ
ば

た
の
し
み
は
も
と
の
心
に
立
帰
り
物
く
ふ
わ
ざ
も
あ
り
と
こ
そ
き
け
（
五
〇
三
）

さ
ら
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
歌
で
あ
る
が
、『
醒
睡
笑
』
巻
五
、「
人
は
そ
だ
ち
」
の
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第
二
段
に
は
、

夕
顔
の
棚
の
下
な
る
ゆ
ふ
す
ず
み
男
は
て
て
ら
め
妻
は
ふ
た
の
し
て
（
11
）

と
い
う
一
首
が
あ
る
。
ま
た
、「
た
の
し
み
は
夕
顔
棚
の
下
涼
み
爺
は
て
て
ら
に
妻

は
ふ
た
の
し
て
」（
12
）
と
い
う
同
趣
の
一
首
が
『
北
窓
瑣
談
』
に
見
ら
れ
、
こ
れ
は
、

久
隅
守
景
（
13
）
の
画
作
「
夕
顔
棚
納
涼
図
」
に
お
い
て
も
そ
の
画
賛
と
し
て
添
え
ら

れ
た
一
首
と
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
曙
覧
の
随
筆
文
「
夕
が

ほ
棚
」
に
も
、
次
の
よ
う
に
触
れ
て
あ
る
。

「
楽
み
は
ゆ
ふ
が
ほ
だ
な
の
下
す
ず
み
、
男
は
て
て
ら
女め

は
ふ
た
の
し
て
」
と

い
ふ
歌
を
、
或
人
い
た
う
か
ん
じ
て
、
こ
は
誰
も
知
た
る
ざ
れ
歌
な
る
が
、
詞こ
と
ば

が
ら
の
優ゆ
う
な
ら
ぬ
は
、
う
ち
や
り
お
き
て
、
心
ば
へ
の
を
か
し
さ
、
真
心
う
ち

あ
か
し
た
る
楽
み
こ
の
上
や
は
あ
る
べ
き
。
此
さ
ま
を
絵
に
か
か
せ
て
つ
ね
見

ま
ほ
し
く
、
年
ご
ろ
お
も
へ
る
も
の
か
ら
、
然さ

る
べ
き
絵
師
の
あ
ら
ざ
れ
ば
、

思
ふ
の
み
に
て
う
ち
す
ぐ
し
け
る
を
、
此
ご
ろ
人
の
物
語
に
聞
つ
る
こ
と
こ
そ

有あ

れ
。
此こ
の
図
名
だ
た
る
久く

隅す
み
守も
り
景か
げ
の
も
の
せ
し
が
、
さ
る
家
に
持
伝
へ
た
る
を

見
け
り
と
謂
ふ
。
さ
て
こ
そ
我
が
思
ふ
に
か
な
へ
る
物
に
は
有
け
れ
。（
中
略
）

ま
こ
と
に
は
、
夕
が
ほ
も
下し
も
べ部
し
て
棚
か
か
せ
、
己わ
れ
は
文も
ん
紗さ

の
て
て
ら
を
着き

、

妻め

に
は
羅う
す
も
のの
ふ
た
の
ま
と
は
せ
て
、
下し
た
納す
ゞ
み涼
を
も
も
の
す
ら
む
人
に
や
有
ら
む

と
、
腹
を
よ
り
て
笑
は
れ
け
る
か
し
（
14
）。

つ
ま
り
、
曙
覧
は
、
こ
の
「
ざ
れ
歌
」
に
人
生
の
真
の
楽
し
み
が
詠
じ
ら
れ
、
そ

れ
が
絵
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
深
く
共
感
し
、
久
隅
守
景
の
画
作
「
夕
顔
棚
納

涼
図
」
に
憧
れ
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
夕
顔
棚
の
下
で
納
涼

す
る
一
家
の
楽
し
み
を
描
い
た
、
守
景
の
絵
の
世
界
か
ら
は
、「
た
の
し
み
は
妻
子

む
つ
ま
じ
く
う
ち
つ
ど
ひ
頭
な
ら
べ
て
物
を
く
ふ
時
」
な
ど
の
よ
う
に
家
族
の
愛
を

詠
じ
た
曙
覧
の
和
歌
と
相
通
ず
る
も
の
が
窺
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
歌
お
よ
び
絵
が

「
独
楽
吟
」
に
も
深
く
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
久
保
田

啓
一
氏
が
発
想
の
元
に
な
っ
た
と
す
る
『
万
載
狂
歌
集
』
の
「
た
の
し
み
は
春
の
桜

に
秋
の
月
夫
婦
中
よ
く
三
度
く
ふ
め
し
」
と
い
う
五
世
団
十
郎
の
狂
歌
（
15
）
も
、
こ

れ
を
も
と
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
「
夕
顔
棚
納
涼
図
」
の
画
賛
だ
け
が
、「
独
楽
吟
」
の
「
た

の
し
み
は
」
で
は
じ
ま
り
、「
時
（
と
き
）」
で
結
ぶ
と
い
う
よ
う
な
連
作
詠
の
成
立

を
決
定
付
け
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
筆
者
が
も
っ
と
も
注
目
す
る
の
は
、
や
は
り

前
川
幸
雄
氏
に
よ
る
、
中
国
の
韻
文
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
前
川

幸
雄
は
論
文
「
橘
曙
覧
作
「
日
本
建
国
之
吟
」
考
」（
前
掲
）
に
お
い
て
、
以
下
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

橋
川
時
雄
博
士
の
示
教
に
よ
れ
ば
、
曙
覧
の
和
歌
の
題
詞
な
ど
に
は
漢
詩
の
そ
れ

と
全
く
同
一
と
な
る
も
の
が
あ
り
、
内
容
や
読
み
ぶ
り
も
漢
詩
に
直
訳
し
易
く
、

五
十
二
首
か
ら
な
る
著
名
な
連
作
「
独
楽
吟
」
は
、宋
の
邵
雍
の
詩
集
『
撃
壤
集
』

中
の
「
独
楽
吟
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。（
水
島
直
文
聞
書
）

た
だ
し
、
邵
雍
の
詩
集
『
伊
川
撃
壤
集
』
に
は
、「
独
楽
吟
」
と
い
う
詩
作
が
存
在

せ
ず
、
同
氏
は
後
に
論
文
「
橘
曙
覧
と
邵
雍
と
―
「
独
楽
吟
」
と
「
首
尾
吟
」
の
関

係
に
つ
い
て
―
」（
前
掲
）
に
お
い
て
、『
撃
壤
集
』
中
の
「
独
楽
吟
」
と
い
う
の
は
「
首

尾
吟
」
の
間
違
い
で
あ
る
と
訂
正
し
て
い
る
（
16
）。

前
川
氏
の
論
説
は
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
を
考
え
る
上
で
非
常
に
示
唆
的
な
も
の

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
曙
覧
が
邵
雍
の
詩
に
触
れ
え
た
こ
の
指
摘
を
基
に
、
邵
雍
の

詩
に
対
す
る
近
世
日
本
で
の
受
容
の
状
況
な
ど
を
も
概
括
的
に
論
証
し
、「
独
楽
吟
」

の
表
現
形
式
と
「
首
尾
吟
」
各
詩
の
首
聯
の
表
現
形
式
と
の
比
較
に
焦
点
を
し
ぼ
っ

て
、
そ
の
受
容
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
検
討
し
た
い
。
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二
、
邵
雍
と
『
伊
川
撃
壤
集
』

ま
ず
、
邵
雍
と
『
伊
川
撃
壤
集
』
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。『
伊
川

撃
壤
集
』
の
撰
者
で
あ
る
邵
雍
は
、
字
を
尭
夫
と
い
い
、
自
ら
安
楽
先
生
、
ま
た
伊

川
翁
と
号
と
し
た
（
17
）。
北
宋
真
宗
の
大
中
祥
符
四
（
一
〇
一
一
）
年
衡
漳
（
河
南

省
北
部
）
に
生
ま
れ
、
神
宗
の
熙
寧
十
（
一
〇
七
七
）
年
、
六
十
七
歳
を
以
て
、
洛

陽
で
亡
く
な
っ
た
。
哲
宗
の
元
祐
年
間
、
康
節
と
い
う
諡
を
賜
わ
っ
た
。
先
天
象
数

学
な
ど
の
易
学
を
以
て
知
ら
れ
、
宋
学
の
先
駆
の
一
人
と
さ
れ
る
。
著
書
に
は
『
皇

極
経
世
書
』（
観
物
内
篇
・
同
外
篇
）、『
漁
樵
問
対
』『
無
名
公
伝
』
な
ど
と
、詩
集
『
伊

川
撃
壤
集
』
が
あ
る
。

『
伊
川
撃
壤
集
』
は
、
自
序
に
よ
る
と
、「
宋
治
平
丙
午
中
秋
日
」（
18
）
に「
志
士
在
二

畒
畝
一
、
則
以
二
畒
畝
一
言
。
故
其
詩
名
レ
之
曰
二
伊
川
撃
壤
集
一
」
と
あ
る
。「
畒
畝
」
は

民
間
の
意
味
で
あ
り
、「
伊
川
」
は
邵
雍
の
住
ん
で
い
た
地
名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
に
基
づ
い
て
、撃
壤
と
い
う
太
平
の
世
を
表
わ
す
語
を
加
え
て
書
名
と
し
た
と
い
う
。

時
に
邵
雍
は
五
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
上
野
日
出
刀
氏
は
、『
伊
川
撃
壤
集
』
の
成
立
に

つ
い
て
、
邵
雍
没
後
の
十
四
年
目
の
元
祐
六
（
一
〇
九
一
）
年
、
子
邵
伯
温
（
19
）
が
、

邵
雍
自
撰
の
詩
集
に
、
後
に
集
め
た
詩
作
を
補
足
し
、
邵
雍
の
門
人
邢
恕
（
20
）
か
ら

後
序
を
得
て
開
板
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
21
）。
ま
た
、
現
存
の
詩
集
に
所
収
し
た
詩

の
数
に
つ
い
て
は
、
版
に
よ
り
異
同
が
あ
り
、
お
よ
そ
千
五
百
首
で
あ
る
と
し
て
い

る
（
22
）。
さ
ら
に
同
氏
は
、
所
収
し
た
作
品
は
邵
雍
四
十
一
歳
よ
り
六
十
七
歳
に
い
た

る
ま
で
ほ
ぼ
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
23
）。

版
本
の
中
で
は
、
一
九
七
五
年
、
中
国
江
西
省
星
子
県
の
宋
墓
か
ら
出
土
し
た
『
邵

堯
夫
先
生
詩
全
集
』（
五
三
二
首
所
収
）
が
最
も
古
い
版
本
と
さ
れ
る
。
ほ
か
に
は
、

明
の
隆
慶
元
（
一
五
六
七
）
年
黄
吉
甫
の
刻
本
の
「
黄
本
」（
八
巻
）、
明
の
成
化
本
即

ち
「
四
部
叢
刊
本
」（
二
〇
巻
）、
明
の
万
暦
年
間
の
徐
必
達
の
校
・
編
「
邵
子
全
書
本
」

（
七
巻
）、
明
の
蔡
弼
の
重
編
『
重
刊
邵
堯
夫
撃
壤
集
』（
い
わ
ゆ
る
「
蔡
本
」、
六
巻
）、

明
の
呉
瀚
摘
註
・
呉
泰
増
註
、
康
煕
八
年
重
刻
の
「
康
煕
本
」（
一
〇
巻
）、
清
の
賀
瑞

麟
校
訂
「
光
緒
本
」（
二
〇
巻
）
な
ど
が
あ
り
、
和
刻
本
に
は
、
邵
子
全
書
本
に
山
脇

重
顕
（
24
）
の
訓
点
を
附
し
、
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
京
都
で
開
板
さ
れ
、
そ
の
後

重
版
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
内
閣
文
庫
に
は
林
羅
山
の
手
跋
の
あ
る
朝
鮮
本
四
冊
が
収

蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
和
刻
本
（
寛
文
九
年
版
邵
子
全
書
本
、
国
文
学
研
究
資

料
館
蔵
）
を
テ
キ
ス
ト
に
し
、「
四
部
叢
刊
本
」（
上
海
涵
芳
楼
借
江
南
図
書
館
蔵
明
成

化
十
一
年
畢
享
刊
本
景
印
）
を
参
考
し
た
。

『
伊
川
撃
壤
集
』
の
内
容
は
、
そ
の
自
序
に
「
撃
壤
集
伊
川
翁
自
楽
之
詩
也
」
と

い
う
よ
う
に
、「
喜
楽
吟
」「
歓
喜
吟
」「
楽
楽
吟
」
な
ど
人
生
の
楽
し
み
を
詠
み
あ

げ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
数
の
上
で
は
、
巻
頭
の
「
観
棋
大
吟
」
を

は
じ
め
、「
観
物
吟
」「
観
易
吟
」「
観
性
吟
」「
天
道
吟
」
な
ど
、
理
境
を
詠
む
、
い

わ
ゆ
る
理
学
詩
が
最
も
多
く
、
全
集
の
半
分
以
上
を
占
め
る
。
ほ
か
に
は
、「
小
圃

逢
春
」「
安
楽
窩
中
吟
」「
懶
起
吟
」
な
ど
、
自
然
と
生
活
を
詠
じ
た
も
の
が
多
く
見

ら
れ
、
ま
た
富
弼
、
司
馬
光
、
二
程
（
程
顥
・
程
頤
）、
張
載
な
ど
宋
の
名
士
と
の

贈
答
の
詩
も
散
見
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
蛇
蠍
吟
」「
毛
頭
吟
」
な
ど
社
会
詠
、「
過

宜
陽
城
」「
読
張
子
房
伝
吟
」
な
ど
、詠
史
詩
も
見
ら
れ
る
。
体
裁
と
し
て
は
、五
言
・

七
言
の
古
体
詩
、
律
詩
、
絶
句
、
排
律
の
ほ
か
、
三
言
、
四
言
、
六
言
、
雑
言
詩
な

ど
も
あ
る
。

邵
雍
の
詩
は
題
材
が
広
い
一
方
、
作
詩
の
旨
趣
に
つ
い
て
、「
所
レ
作
不
レ
限
二
声

律
一
、不
レ
沿
二
愛
悪
一
、
不
レ
立
二
固
必
一
、
不
レ
希
二
名
誉
一
」（
自
序
）
と
主
張
し
て
お
り
、

形
式
に
お
い
て
は
伝
統
の
声
律
を
墨
守
せ
ず
、
表
現
に
お
い
て
は
物
事
に
拘
泥
せ
ず
、

よ
り
自
由
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
詩
語
の
用
例
も
あ
ま
り
拘
ら
ず
に
、
日
常
語
や
俗
語

ま
で
使
い
こ
な
す
こ
と
も
彼
の
詩
風
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
「
不
知
何
鉄
打
成
針
、

一
打
成
針
只
刺
心
、
料
得
人
心
不
過
寸
、
刺
時
須
刺
十
分
深
」（
詩
題
『
傷
心
行
』、

巻
六
）
と
、「
傷
心
」
の
こ
と
を
表
現
す
る
の
に
、
心
に
針
を
刺
す
と
い
う
よ
う
な
、

身
近
な
た
と
え
を
使
う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
こ
の
類
の
詩
作
は
調
子
が
軽
く
て
わ

か
り
や
す
く
、
民
間
の
庶
民
に
よ
り
広
く
伝
わ
っ
た
。

邵
雍
の
詩
は
、
宋
以
来
の
詩
壇
、
特
に
理
学
者
の
詩
人
に
与
え
た
影
響
が
著
し
く
、

当
時
、
邵
詩
は
儒
学
者
の
呂
大
臨
（
25
）
に
よ
っ
て
理
学
詩
の
類
型
の
一
つ
、
い
わ
ゆ
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る
「
尭
夫
体
」
と
さ
れ
た
（
26
）。
そ
の
後
、南
宋
の
厳
羽
が
『
滄
浪
詩
話
』
に
お
い
て
、

宋
詩
に
対
し
て
そ
の
作
者
た
ち
を
論
じ
、
そ
れ
を
七
つ
の
詩
体
（
27
）
に
ま
と
め
た
が
、

そ
の
中
の
一
つ
を
邵
雍
の
諡
を
と
っ
て
「
邵
康
節
体
」
と
し
て
い
る
。
同
じ
く
南
宋

の
辛
棄
疾
は
「
飲
酒
已
輸
陶
靖
節
、
作
詩
猶
愛
邵
堯
夫
」（
28
）「
学
作
堯
夫
自
在
詩
、

何
曾
因
物
説
天
機
」（
29
）
と
述
た
よ
う
に
、
邵
雍
の
詩
風
を
慕
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

宋
の
末
、
元
の
初
め
の
頃
「
撃
壤
派
」
と
い
う
理
学
詩
派
が
形
成
さ
れ
、
清
の
初
め

頃
ま
で
存
続
し
て
い
た
（
30
）。

一
方
、
邵
雍
の
詩
に
は
、
上
述
の
よ
う
な
、
形
式
や
表
現
な
ど
に
お
い
て
伝
統
か

ら
外
れ
、
自
由
放
恣
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
以
降
は

異
色
な
風
格
と
見
な
さ
れ
、
正
格
の
詩
体
と
し
て
は
容
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
歴
代
の

宋
詩
に
関
係
あ
る
芸
文
総
集
類
の
書
籍
に
お
け
る
邵
雍
の
詩
の
集
輯
の
状
況
を
み
る

と
、
南
宋
の
呂
祖
謙
編
『
皇
朝
文
鑑
』、
明
の
李
衮
編
『
宋
芸
圃
集
』、
曹
学
佺
編
『
石

倉
歴
代
詩
選
』、
清
の
康
煕
御
纂
『
四
朝
詩
』
な
ど
に
は
採
ら
れ
る
一
方
、
宋
詩
の

総
集
、
例
え
ば
清
の
厲
鶚
編
『
宋
詩
紀
事
』
や
呉
之
振
編
『
宋
詩
鈔
』
な
ど
に
は
採

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
多
く
の
文
学
通
史
や
時
代
文
学
史
に
お
い

て
も
、
邵
雍
の
詩
に
関
す
る
研
究
の
痕
跡
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
日
本
と
朝
鮮
の
文
壇
に
お
い
て
邵
雍
の
詩
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
日
本
で
は
特
に
、
近
世
初
期
の
漢
文
巨
擘
で
も
あ
る

林
羅
山
・
鵞
峯
父
子
、
さ
ら
に
そ
の
代
々
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
羅
山
は
「
吟
風
弄

月
論
」（
31
）
に
お
い
て
「
梧
桐
月
向
懐
中
照
、
楊
柳
風
来
水
面
吹
。
亦
此
非
邵
康
節

之
詩
乎
。
鳴
呼
二
老
風
流
之
人
豪
哉
。」（
二
老
と
は
邵
雍
と
程
顥
の
こ
と
。
筆
者
注
）

と
い
う
よ
う
に
邵
雍
の
詩
に
つ
い
て
賞
賛
し
、
朝
鮮
本
『
伊
川
撃
壤
集
』
を
校
読
し

て
跋
文
を
添
え
て
い
る
。
鵞
峯
は
和
刻
本
『
伊
川
撃
壤
集
』
を
細
か
く
校
正
し
、
書

き
添
え
た
跋
文
に
、「
康
節
先
生
道
徳
学
術
高
明
、
不
可
窺
測
焉
、
先
読
撃
壤
集
、

慕
其
風
流
、
仰
其
人
豪
、
則
庶
幾
乎
、
想
夫
風
雅
以
来
可
無
此
作
、
豈
其
唐
宋
他
人

詠
吟
之
比
哉
」（
32
）
と
い
う
よ
う
に
邵
雍
の
学
識
、
人
柄
も
含
め
、
そ
の
詩
に
つ
い

て
賛
美
を
惜
し
ま
な
い
。
ま
た
、
内
閣
文
庫
蔵
和
刻
本
『
伊
川
撃
壤
集
』
に
も
、
林

家
五
代
目
に
あ
た
る
信
言
が
「
有
宋
名
儒
通
古
今
、
心
中
自
楽
在
呻
吟
、
欲
知
康
節

先
生
意
、
撃
壤
詩
篇
精
力
深
」
と
書
き
添
え
た
手
跋
が
あ
る
。

そ
し
て
、
邵
雍
の
詩
作
は
村
田
匏
庵
著
『
詩
林
良
材
』
な
ど
の
漢
詩
の
入
門
書
に

載
せ
ら
れ
た
ほ
か
、
近
世
後
期
に
至
る
と
、「
安
楽
窩
」「
行
窩
」
な
ど
邵
雍
と
か
か

わ
る
詞
が
『
宋
詩
礎
』『
宋
詩
語
』
な
ど
の
類
書
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
漢
詩
作
品

に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
安
楽
窩
」
は
、
広
瀬
淡
窓
の
「
衾
爐
烘
足
油
然
臥
、

便
是
吾
生
安
楽
窩
」（
33
）
と
、
広
瀬
旭
荘
の
「
豈
労
輪
奐
襲
陳
語
、
即
是
當
年
安
楽

窩
」（
34
）
な
ど
、「
行
窩
」
は
、
六
如
の
「
喚
起
園
丁
督
秋
課
、
荒
畦
一
稜
是
行
窩
」（
35
）

と
、
頼
杏
坪
の
「
料
識
行
窩
宜
雪
月
、
若
非
安
楽
即
東
坡
」（
36
）
な
ど
の
詩
句
に
見

え
る
。
右
の
「
若
非
安
楽
即
東
坡
」
一
句
の
中
に
、「
安
楽
」
と
あ
る
の
は
、
即
ち

安
楽
先
生
と
号
し
た
邵
雍
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
朝
鮮
で
は
、
李
朝
時

代
の
儒
学
者
宋
時
烈
（
37
）
が
、
邵
雍
の
『
首
尾
吟
』
に
倣
っ
て
『
次
康
節
首
尾
吟
韻
』

一
三
四
の
連
作
詩
を
詠
じ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
節
に
述
べ
る
。

さ
ら
に
、『
聯
珠
詩
格
』
に
は
、
邵
雍
の
詩
が
一
四
首
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

二
首
目
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

天
津
感
事

水
流
従
急
境
常
静
、
花
落
雖
頻
意
自
閑
。〈
動
中
有
静
意
〉

不
似
世
人
忙
里
老
、
生
平
未
始
得
開
顔
。〈
言
人
世
擾
擾
不
若
水
静
花
閑
也
〉

一
首
は
、
世
の
中
の
人
た
ち
が
多
忙
の
中
に
一
生
を
暮
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
心
を
自

然
に
の
ど
か
に
な
る
の
は
大
切
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
曙
覧
の

次
の
歌
、（

詞
書
略
）

世
の
人
の
花
見
る
春
の
す
く
な
さ
に
お
も
ひ
く
ら
ぶ
る
我
が
月
日
か
な（

二
五
六
）
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は
、
世
間
の
人
が
忙
し
く
て
、
そ
れ
に
比
べ
て
の
ど
か
に
暮
ら
す
自
分
の
生
活
が
あ

り
が
た
い
と
感
じ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
古
今
集
の
「
い
た
づ
ら
に

過
ぐ
す
月
日
は
お
も
ほ
え
で
花
見
て
暮
ら
す
春
ぞ
す
く
な
き
」
と
い
う
古
歌
を
念
頭

に
お
き
な
が
ら
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
古
歌
に
表
れ
た
物
寂
し
い
趣

に
対
し
て
、
曙
覧
は
そ
れ
を
逆
転
さ
せ
て
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
右
記
し

た
邵
雍
の
詩
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
趣
向
を
逆
転
さ
せ
た
こ
と
が
で
き
た
と

考
え
ら
れ
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
曙
覧
は
『
聯
珠
詩
格
』
所
収
の
詩
を
材
料
と

し
て
書
幅
を
書
い
て
お
り
（
38
）、『
聯
珠
詩
格
』
を
愛
読
し
た
と
み
ら
れ
る
。

三
、「
首
尾
吟
」
に
つ
い
て

さ
て
、「
首
尾
吟
」
と
は
、
邵
雍
の
詩
集
『
伊
川
撃
壤
集
』
の
巻
二
〇
に
収
め
ら

れ
た
七
律
連
作
の
こ
と
で
あ
る
。
詩
の
数
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
各
版
本
で
は
「
首

尾
吟　

一
百
三
十
五
首
」
と
記
し
て
い
る
が
、
実
は
一
首
が
欠
け
て
お
り
、

百
三
十
四
首
で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』（
巻
百
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
連
作
詩
は
邵
雍
が

六
十
歳
か
ら
六
十
七
歳
ま
で
の
作
と
さ
れ
る
。「
首
尾
吟
」
に
つ
い
て
、
明
の
徐
師

曾
撰
『
文
體
明
辯
』
附
録
巻
一
の
中
に
、「
雑
体
詩
」
と
い
う
項
目
の
第
六
目
「
首

尾
吟
体
」
と
分
類
さ
れ
、「
首
尾
吟
者
、
一
句
而
首
尾
皆
用
之
也
、
此
体
他
集
不
載
、

唯
宋
邵
雍
有
之
」（
首
尾
吟
は
一
句
に
し
て
首
尾
み
な
之
れ
を
も
ち
ゆ
、
此
体
他
集

に
載
せ
ず
、
唯
宋
の
邵
雍
之
れ
有
り
）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

例
と
し
て
、「
首
尾
吟
」
第
六
五
首
の
も
の
を
あ
げ
る
。
書
き
下
し
は
上
野
日
出

刀
編
著
『
伊
川
撃
壤
集
』（
中
国
古
典
新
書
）（
39
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
一
部
表
現

を
改
め
た
。

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　
　

尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、

詩
是
閑
観
蔬
圃
時　
　

詩
は
こ
れ
閑そ
ぞ
ろ
に
蔬
圃
を
観
る
時
。

暖
地
春
初
纔
欝
欝　
　

暖
地
は
春
初
、
纔
め
て
欝
欝
、

宿
根
秋
末
却
披
披　
　

宿
根
は
秋
末
、
却
つ
て
披ひ

ひ披
。

韮
葱
蒜
薤
青
遮
隴　
　

韮
・
葱
・
蒜
・
薤
青
く
、
隴ろ
う
を
遮
る
、

蕷
芋
薑
蘘
緑
満
畦　
　

蕷
・
芋
・
薑
・
蘘
緑
に
し
て
、
畦け
い
に
満
つ
。

時
到
皆
能
弄
精
彩　
　

時
到
れ
ば
皆
能
く
精
彩
を
弄な

す
、

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　
　

尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
。

こ
の
例
の
よ
う
に
、
各
首
の
詩
の
首
句
（
初
句
）
と
尾
句
（
末
句
）
が
「
堯
夫
非
是

愛
吟
詩
」（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
）
と
い
う
同
じ
句
で
統
一

さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
連
作
詩
の
特
徴
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
首
尾
吟
」
と
名
付
け

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
例
え
ば
右
に
掲
げ
た
一
首
の
中
に
あ
る
「
詩
是
閑

観
蔬
圃
時
」
の
よ
う
に
、「
首
尾
吟
」
の
全
体
に
お
い
て
、
各
首
の
第
二
句
の
句
末

が
す
べ
て
「
…
…
時
」（
…
…
時
に
）
と
い
う
字
で
統
一
さ
れ
、
こ
れ
を
百
三
五
首

並
べ
て
繰
り
返
し
の
リ
ズ
ム
を
な
し
て
お
り
、
中
に
は
、「
詩
是
堯
夫
…
…
時
」（
詩

は
こ
れ
尭
夫
…
…
時
に
）
と
い
う
よ
う
な
定
形
も
百
二
五
首
あ
る
。
こ
れ
も
そ
の
一

つ
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

「
堯
夫
非
是
愛
吟
詩
」
と
は
、
首
句
の
範
囲
で
は
、
私
（
尭
夫
）
は
作
詩
の
こ
と

を
愛
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
首
の
全
体
の
首
尾
句
と
し

て
は
、
私
（
尭
夫
）
は
作
詩
の
こ
と
を
愛
す
る
が
た
め
に
、
苦
心
し
て
作
り
あ
げ
た

も
の
で
は
な
く
、
興
に
乗
じ
て
自
然
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
私
（
尭
夫
）
が
閑
に
蔬
圃
を
観
る
時
、
安
楽
窩
の
中
に
坐
し
て
看

る
時
（「
首
尾
吟
」
第
二
首
）、
或
は
尭
夫
の
私
が
寐
ら
れ
な
い
時
（「
首
尾
吟
」
第

七
首
）
な
ど
の
時
に
、興
に
乗
じ
て
詠
み
あ
げ
た
も
の
だ
と
い
う
。「
首
尾
吟
」
で
は
、

事
物
を
観
察
し
て
そ
の
道
理
を
解
説
す
る
よ
う
な
内
容
な
ど
、
理
学
的
な
傾
向
の
強

い
詩
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
邵
雍
が
『
伊
川
撃
壤
集
』
自
序
の
冒
頭
に

お
い
て
、「
撃
壤
集
伊
川
翁
自
楽
之
詩
也
。
非
唯
自
楽
、又
能
楽
時
與
万
物
之
自
得
也
」

（
撃
壤
集
は
、
伊
川
翁
自
ら
楽
し
む
の
詩
な
り
。
唯
だ
自
ら
楽
し
む
の
み
に
あ
ら
ず
、

ま
た
能
く
時
と
万
物
の
自
得
と
を
楽
し
む
な
り
）
と
記
し
た
よ
う
に
、
四
季
お
り
お

り
万
物
に
満
足
す
る
状
態
を
楽
し
む
こ
と
な
ど
を
表
現
し
た
詩
も
多
く
見
ら
れ
る
。
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中
国
で
は
、「
首
尾
吟
」
は
漢
詩
の
一
体
裁
と
さ
れ
、
邵
雍
以
降
、
宋
の
楊
公

遠
（
40
）『
次
黄
山
中
首
尾
吟
』（
一
首
）
や
明
の
蓮
池
大
師
（
41
）『
擬
首
尾
吟
』（
四
首
）

な
ど
に
よ
り
倣
っ
て
採
ら
れ
て
い
た
。
日
本
の
詩
壇
に
お
い
て
も
、邵
雍
の「
首
尾
吟
」

に
擬
え
て
詩
作
し
た
例
が
散
見
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち『
羅
山
林
先
生
詩
集
』巻
十
二
に
、

「
又
首
尾
吟
」と
題
し
た「
三
十
六
峯
延
幾
年
、春
風
遅
日
似
長
年
。
嵩
呼
一
響
君
聞
否
、

三
十
六
峯
延
幾
年
。来
詩
有
六
六
年
之

語　

寛
永
三
年

」
と
い
う
七
絶
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
詩
で
は
、
首
句
と

尾
句
が
「
三
十
六
峯
延
幾
年
」
と
い
う
同
じ
句
で
揃
え
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、『
新

編
覆
醤
集
』
巻
三
に
、「
重
陽
値
風
雨
戯
作
首
尾
吟
」
と
題
し
た
「
満
城
風
雨
起
重
陽
、

詩
眼
改
来
成
一
章
。
妄
犯
清
吟
謝
邠
老
、満
城
風
雨
起
重
陽
」と
い
う
七
絶
も
見
ら
れ
、

中
に
は
、
首
句
と
尾
句
が
「
満
城
風
雨
起
重
陽
」
と
い
う
同
一
の
句
で
統
一
さ
れ
て

い
る
。

朝
鮮
の
詩
壇
で
も
採
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
、
李
朝
時
代
の
儒
学
者
宋
時
烈
、
号
尤

庵
が
、『
次
康
節
首
尾
吟
韻
』
と
題
し
て
、
一
三
四
首
の
七
律
連
作
を
詠
じ
た
。
そ

の
内
容
は
自
ら
戒
め
る
こ
と
や
中
国
の
歴
史
お
よ
び
理
学
者
朱
熹
に
対
す
る
評
価
な

ど
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
そ
の
冒
頭
の
一
首
を
掲
げ
て
お
く
。

尤
翁
非
是
愛
吟
詩　
　
　

 

尤
翁
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、

詩
是
尤
翁
慕
古
時　
　
　

 

詩
は
こ
れ
尤
翁
、
古
を
慕
ふ
時
。

堯
舜
羲
軒
雖
邈
矣　
　
　

 

尭
舜
羲
軒
は
雖
だ
邈
に
な
り
、

禹
湯
文
武
却
承
之　
　
　

 

禹
湯
文
武
は
却
っ
て
之
を
承
く
。

詩
書
禮
樂
無
非
教　
　
　

 

詩
書
礼
楽
は
教
に
非
ざ
れ
ば
こ
れ
無
し
、

神
聖
仁
賢
儘
著
題　
　
　

 

神
聖
仁
賢
を
儘
く
題
に
著
す
。

千
萬
年
人
都
一
箇　
　
　

 

千
万
年
人
す
べ
て
一
箇
な
り
、

尤
翁
非
是
愛
吟
詩
（
42
）　

　

尤
翁
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
。

宋
時
烈
の
号
は
尤
庵
と
い
い
、
こ
こ
で
は
、
邵
雍
の
「
首
尾
吟
」
を
襲
っ
て
、「
尭

夫
」
を
「
尤
翁
」
に
取
り
換
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
首
句
（
初
句
）
と
尾
句
（
末
句
）
と
に
同
一
の
句
を
用
い
る
と
い

う
漢
詩
の
体
裁
の
先
例
に
つ
い
て
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
中
、「
首
尾
吟
」
と

い
う
項
目
に
、「
宋
の
邵
雍
が
こ
の
体
の
詩
一
三
五
首
を
つ
く
り
、
首
尾
吟
と
名
付

け
た
の
に
よ
る
が
、唐
の
白
居
易
の
「
達
哉
楽
天
行
」（
43
）
に
す
で
に
例
が
み
ら
れ
る
」

と
い
う
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。
こ
れ
は
国
語
辞
典
と
は
い
え
、
非
常
に
示
唆
的
な

説
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、詩
是
堯
夫
…
…
時
」
と
い
う
よ
う
に
、

連
作
詩
の
各
首
の
首
句
を
す
べ
て
同
一
の
句
で
統
一
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
第

二
句
の
句
末
も
す
べ
て
同
じ
詞
で
揃
え
る
と
い
う
、
邵
雍
が
愛
用
し
た
表
現
の
形
を

含
め
て
考
え
る
と
、
こ
れ
は
、『
白
氏
文
集
』
巻
五
六
に
載
る
「
和
春
深
二
十
首
」

と
何
か
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
和
春
深
二
十
首
」
と
は
、
白
居
易
が
元
稹
の
「
春
深
し
」
の
詩
に
和
し
た
五
律

連
作
で
あ
る
（
元
稹
の
原
詩
は
失
わ
れ
て
い
る
）。
そ
の
一
首
を
あ
げ
る
と
、
次
の

よ
う
で
あ
る
（
書
き
下
し
は
岡
村
繁
編
著
『
白
氏
文
集
（
九
）』（
新
釈
漢
文
大
系
第

一
〇
五
巻
、
二
〇
〇
五
年
）
に
拠
っ
た
）。

何
処
春
深
好　

春
深
富
貴
家　
　

何
れ
の
処
か
春
深
く
し
て
好
き
、
春
深
し
、

富
貴
の
家
。

馬
為
中
路
鳥　

妓
作
後
庭
花　
　

馬
は
中
路
の
鳥
と
為
り
、
妓
は
後
庭
の
花
と

作
る
。

羅
綺
駆
論
隊　

金
銀
用
断
車　
　

羅
綺
は
駆
り
て
隊
を
論
じ
、
金
銀
用
ひ
て
車

を
断
ず
。

眼
前
何
所
苦　

唯
苦
日
西
斜　
　

眼
前
何
ぞ
苦
し
む
所
ぞ
、
唯
だ
日
の
西
に
斜

め
な
る
を
苦
し
む
。

こ
の
連
作
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
首
の
首
句
す
べ
て
が
「
何
処
春
深
好
」
と
い
う
一

句
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
第
二
句
の
「
春
深
…
…
家
」
の
よ
う
に
、
句
末
を

す
べ
て
「
家
」
で
統
一
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、こ
れ
は
邵
雍
「
首
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尾
吟
」
の
表
現
形
式
と
か
な
り
相
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
邵
雍
が
白
居
易
か
ら
影

響
を
受
け
て
い
る
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
日
本
漢
詩
に
お
い
て
、
こ
の
白
氏
の
「
和
春
深
二
十
首
」
の
体
裁
に
倣
っ

た
例
は
、
早
く
菅
原
道
真
の
「
寒
早
十
首
」
に
見
ら
れ
る
ほ
か
、
江
戸
時
代
以
降
の

漢
詩
人
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
菅
茶
山
の
『
黄
葉
詩
遺
稿
』
巻
七
に
「
春

詞
十
一
首
」
と
題
す
る
一
組
の
連
作
が
あ
る
。
そ
の
詞
書
に
、

邇
者
諸
友
同
以
十
一
題
作
春
詞
、
余
亦
見
徴
。
然
衰
耄
力
退
不
能
副
急
、
沈
吟

数
日
、聞
各
人
既
成
体
、限
七
絶
。
余
作
勉
出
、恐
其
雷
同
、而
不
慣
奇
捜
僻
求
、

乃
別
俲
白
傳
何
処
春
深
好
体
。
固
分
拙
陋
特
、
愧
失
体
録
、
呈
乞
刪
云

と
あ
る
よ
う
に
、
白
氏
の
「
白
伝
何
処
春
深
好
体
（
和
春
深
二
十
首
）」
の
体
裁
を

ま
ね
る
目
的
を
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
茶
山
は
友
人
た
ち
と
付
和
雷
同
す
る
こ

と
を
恐
れ
、
奇
僻
に
陥
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
白
楽
天
の
詩
の
体
裁
、
即
ち
「
何

処
春
深
好
体
」
を
ま
ね
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
首
句
（
初
句
）
若
し
く
は
尾
句
（
末
句
）
に
同
じ
の
句
を
用
い
る

と
い
う
よ
う
な
独
特
な
表
現
形
式
を
と
る
例
は
、
菅
茶
山
だ
け
で
は
な
く
、
頼
春
水

や
良
寛
な
ど
の
詩
作
に
も
見
え
る
。『
春
水
遺
稿
』
巻
首
に
載
せ
る
「
南
軒
吾
所
愛

五
首
」
と
題
す
る
連
作
に
お
け
る
各
詩
の
首
句
（
初
句
）
は
、す
べ
て
「
南
軒
吾
所
愛
」

と
い
う
同
じ
句
で
あ
る
。
ま
た
、良
寛
の
「
病
中
吟
」
二
首
も
、各
詩
の
首
句
（
初
句
）

は
「
蒼
顔
不
照
鏡
」
と
、
第
二
句
は
「
白
髪
稍
欲
綰
」
と
い
う
同
じ
の
句
で
揃
え
て

お
り
、
ま
た
、「
我
見
世
間
人
」
と
い
う
句
を
同
じ
く
一
首
の
首
句
（
初
句
）
と
し

た
詩
も
二
首
見
ら
れ
る
。
果
た
し
て
こ
れ
ら
は
邵
雍
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
。
少

な
く
と
も
、頼
春
水
の
「
南
軒
吾
所
愛
五
首
」
の
内
容
を
見
る
と
、そ
れ
は
邵
雍
の
「
安

楽
窩
中
吟
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
な
、
悠
々
自
適
な
生
活
を
詠
じ
た
安
楽
の
詩
で
あ
る

こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ま
た
、
曙
覧
が
「
首
尾
吟
」
に
触
れ
る
き
っ
か
け
に
つ
い
て
少
し
言
及
し

て
お
き
た
い
。
曙
覧
の
旅
行
記
「
榊
の
薫
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
段
が
あ
る
。

か
の
探
幽
の
か
け
り
と
い
ふ
詩
仙
の
が
く
詩
は
丈
山
翁
の
か
け
り
し
な
り
と
い

ふ
。
い
と
ふ
る
び
て
見
ゆ
。
こ
こ
か
し
こ
に
か
か
り
た
る
が
く
ど
も
皆
こ
の
お

き
な
の
も
の
せ
る
な
り
。
い
づ
れ
も
心
た
か
き
筆
の
あ
と
、
た
だ
人
な
ら
ぬ
ひ

と
ざ
ま
思
ひ
や
ら
る
。（
44
）

こ
れ
は
、
文
久
元
年
九
月
二
十
九
日
、
曙
覧
が
石
川
丈
山
の
詩
仙
堂
を
訪
れ
、
丈

山
の
手
跡
を
鑑
賞
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
寛
政
九
年
、詩
仙
堂
蔵
版『
詩
仙
堂
誌
』

に
は
、
次
の
図
の
よ
う
に
、
邵
雍
の
画
像
を
載
せ
て
お
り
、
そ
の
題
詩
は
即
ち
「
首

図１　早稲田大学図書館蔵『詩仙堂志』・請求記号：ル 04 03364
（早稲田大学図書館古典籍総合データベースによる。）
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尾
吟
」
の
第
九
首
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
曙
覧
が
「
首
尾
吟
」
に
触
れ
る
き
っ

か
け
に
な
っ
た
可
能
性
は
低
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

四
、「
首
尾
吟
」
の
影
響

さ
て
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
首
尾
吟
」
各
詩
の
首
句
（
初
句
）
と
尾
句
（
末

句
）
が
「
堯
夫
非
是
愛
吟
詩
」
と
い
う
同
じ
句
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
連
作

詩
の
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
い
ま
ひ
と
つ
の
特
徴
と
も
言
え
る
各
詩
の

首
聯
の
表
現
形
式
、
す
な
わ
ち
、
初
句
が
同
じ
句
で
統
一
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
第
二
句
の
句
尾
も
「
…
…
時
」
と
い
う
詞
で
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
に
注

目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
定
形
は
、
す
べ
て
が
初
句
を
「
楽
し
み
は
」
で
、

末
句
を
「
時
（
と
き
）」
で
揃
え
る
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
の
形
式
と
非
常
に
相
似
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
独
楽
吟
」
と
「
首
尾
吟
」
の
構
成
に
つ
い
て
、

前
川
氏
も
前
掲
し
た
論
文
「
橘
曙
覧
と
邵
雍
と
―
「
独
楽
吟
」
と
「
首
尾
吟
」
の
関

係
に
つ
い
て
―
」
に
お
い
て
、
形
式
上
の
類
似
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
、
内
容
に
つ
い
て
両
者
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。「
首
尾
吟
」
に
多

く
見
ら
れ
る
、
学
問
や
生
活
な
ど
に
お
け
る
人
生
の
楽
し
み
を
詠
み
上
げ
、
自
然
や

四
季
お
り
お
り
の
万
物
に
満
足
す
る
心
境
な
ど
が
最
も
表
わ
れ
る
も
の
は
、曙
覧
「
独

楽
吟
」
の
主
な
内
容
と
よ
く
響
き
あ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
首

尾
吟
」
各
詩
の
首
聯
の
意
味
、
つ
ま
り
「
私
（
尭
夫
）
は
作
詩
の
こ
と
を
愛
す
る
が

た
め
に
、
苦
心
し
て
作
り
あ
げ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
私
が
例
え
ば
、
閑
に
蔬

圃
を
観
る
時
や
、
安
楽
窩
の
中
に
坐
し
て
看
る
時
（「
首
尾
吟
」
第
二
首
）
な
ど
、

或
は
半
酔
す
る
時
（「
首
尾
吟
」
第
四
首
）
や
、寐
ら
れ
な
い
時
（「
首
尾
吟
」
第
七
首
）

な
ど
に
、
興
に
乗
じ
て
詠
み
あ
げ
、
自
然
に
で
き
た
も
の
だ
」
と
い
う
表
現
を
取
り

出
し
て
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
と
比
較
す
る
と
、
さ
ら
に
発
想
や
趣
向
の
と
り
な
し

に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

以
下
、
具
体
的
な
例
を
三
つ
の
組
に
分
け
て
挙
げ
て
、
比
較
し
て
み
た
い
。
こ
こ

で
は
、
比
較
効
果
が
よ
り
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
、「
首
尾
吟
」
各
例
の
詩
は

首
聯
の
み
を
掲
げ
る
。詩
の
全
体
に
つ
い
て
は
、末
尾
に
参
考
と
し
て
掲
げ
る
。な
お
、

詩
の
番
号
は
『
伊
川
撃
壤
集
』
中
の
「
首
尾
吟
」
各
首
に
仮
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

①
「
首
尾
吟
」

堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
堯
夫
筆
逸
時 

（
一
九
）

（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、詩
は
こ
れ
尭
夫
、筆
逸は

す
る
時
）

堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
堯
夫
試
筆
時 

（
二
二
）

（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、詩
は
こ
れ
尭
夫
、試
筆
す
る
時
）

堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
堯
夫
試
墨
時 

（
二
三
）

（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、詩
は
こ
れ
尭
夫
、墨
を
試
す
時
）

　

 

「
独
楽
吟
」

た
の
し
み
は
紙
を
ひ
ろ
げ
て
と
る
筆
の
思
ひ
の
外
に
能
く
か
け
し
時
（
五
五
六
）

た
の
し
み
は
百
日
ひ
ね
れ
ど
成
ら
ぬ
歌
の
ふ
と
お
も
し
ろ
く
出
で
き
ぬ
る
時

 

（
五
五
七
）

た
の
し
み
は
わ
ら
は
墨
す
る
か
た
は
ら
に
筆
の
運
び
を
思
ひ
を
る
時 （
五
九
四
）

た
の
し
み
は
好
き
筆
を
え
て
先
水
に
ひ
た
し
ね
ぶ
り
て
試
る
と
き 

（
五
九
五
）

「
首
尾
吟
」
の
「
筆
逸
」
の
語
は
、
詩
作
の
際
に
構
想
が
自
由
開
闊
で
あ
る
と
い

う
意
味
、
も
し
く
は
筆
が
意
の
ま
ま
に
動
く
意
味
を
も
表
わ
し
て
お
り
、「
首
尾
吟
」

の
詩
は
「
独
楽
吟
」
の
歌
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
「
首
尾
吟
」

堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
堯
夫
春
出
時 

（
四
四
）

（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、詩
は
こ
れ
尭
夫
、春
に
出
る
時
）

堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
堯
夫
秋
出
時 

（
四
六
）

（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、詩
は
こ
れ
尭
夫
、秋
に
出
る
時
）

堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
堯
夫
信
脚
時 

（
八
七
）
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（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、
詩
は
こ
れ
尭
夫
、
脚
を
信
せ

る
時
）

　

 
「
独
楽
吟
」

た
の
し
み
は
空
暖
か
に
う
ち
晴
れ
し
春
秋
の
日
に
出
で
あ
り
く
時 

（
五
六
〇
）

た
の
し
み
は
意
に
か
な
ふ
山
水
の
あ
た
り
し
づ
か
に
見
て
あ
り
く
と
き

 

（
五
六
三
）

「
春
」「
秋
」
と
い
う
好
ま
し
い
時
節
に
「
脚
を
ま
か
せ
」
て
歩
き
ま
わ
る
時
に
邵

雍
が
感
じ
た
自
然
の
楽
し
み
に
、
曙
覧
も
「
春
秋
の
日
に
出
で
あ
り
く
時
」
と
共
感

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
「
首
尾
吟
」

堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
堯
夫
睡
覚
時 

（
九
二
）

（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、
詩
は
こ
れ
尭
夫
、
睡
の
覚
む

る
時
）

堯
夫
非
是
愛
吟
詩
、
詩
是
堯
夫
談
笑
時 

（
一
二
一
）

（
尭
夫
こ
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
、詩
は
こ
れ
尭
夫
、談
笑
す
る
時
）

　

 

「
独
楽
吟
」

た
の
し
み
は
す
び
つ
の
も
と
に
う
ち
倒
れ
ゆ
す
り
起
す
も
知
ら
で
寝
し
時

 

（
五
五
四
）

た
の
し
み
は
心
を
お
か
ぬ
友
ど
ち
と
笑
ひ
か
た
り
て
腹
を
よ
る
時 

（
五
七
六
）

こ
の
「
詩
是
堯
夫
睡
覚
時
」「
詩
是
堯
夫
談
笑
時
」
と
い
う
よ
う
な
詠
み
方
は
、

ま
さ
に
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
邵
雍
が
正
格
の
詩
体
や
詩
語
か
ら
は
ず
れ
て
も
敢

え
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
、
自
由
な
境
地
で
あ
り
、
自
分
の
作
詩
の
詩
趣
を
一
貫
す

る
も
の
で
あ
る
。

曙
覧
は
、
同
じ
く
日
常
生
活
や
友
情
な
ど
に
よ
り
感
じ
た
楽
し
み
を
詠
み
あ
げ
る

際
に
、
単
に
趣
向
を
と
り
な
す
だ
け
で
は
な
く
、「
ゆ
す
り
起
す
も
知
ら
で
寝
し
」

「
腹
を
よ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
邵
雍
の
「
首
尾
吟
」
に
よ
り
、
さ
ら
に
平
俗
的
表

現
に
よ
っ
て
描
写
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
首
尾
吟
」
を
「
独
楽
吟
」
と
比
較

し
て
み
る
と
、
表
現
の
形
式
に
お
い
て
は
、
両
者
が
非
常
に
似
て
い
る
ほ
か
、
発
想

や
趣
向
の
と
り
な
し
に
お
い
て
も
共
通
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

曙
覧
の
歌
は
、
早
く
正
岡
子
規
に
「
歌
は
捉
へ
ど
こ
ろ
さ
へ
極
ま
れ
ば
ど
ん
な
に

も
楽
に
詠
め
る
も
の
だ
」
と
評
論
さ
れ
、
そ
し
て
斎
藤
茂
吉
に
「
曙
覧
は
作
歌
に
就

い
て
は
、
大
体
万
葉
の
心
持
を
根
底
に
し
て
、
あ
と
は
自
分
勝
手
に
振
舞
っ
て
居
る
」

と
い
わ
れ
た
と
お
り
に
、
非
常
に
自
由
な
風
格
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

代
表
的
な
も
の
と
い
わ
れ
る
「
独
楽
吟
」
に
つ
い
て
、
前
掲
し
た
茂
吉
の
文
章
の
よ

う
に
、
曙
覧
の
歌
を
「
軽
薄
」
と
認
識
し
て
い
な
が
ら
、「
独
楽
吟
」
に
含
ま
れ
た

淳
朴
な
風
格
と
軽
妙
な
趣
に
つ
い
て
は
評
価
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
こ
そ
、

ま
さ
に
邵
雍
の
「
首
尾
吟
」
の
も
っ
て
い
る
性
格
と
相
通
ず
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
言
え
よ
う
。

前
節
に
述
べ
た
如
く
、
邵
雍
の
詩
は
近
世
で
は
、
特
に
初
期
か
ら
林
羅
山
・
鵞
峯

父
子
に
よ
り
重
視
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
詩
歌
壇
に
お
い
て
享
受
さ
れ
て
い
た
。
寛
文

九
（
一
六
六
九
）
年
に
は
『
伊
川
撃
壤
集
』
の
和
刻
本
が
出
さ
れ
、
そ
の
重
刻
本
も

出
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
詩
や
故
事
は
『
聯
珠
詩
格
』『
詩
林
良
材
』『
童
蒙
訓
』『
五

雑
俎
』
な
ど
の
入
門
書
に
も
載
せ
ら
れ
、
一
般
の
目
に
も
ふ
れ
ら
れ
易
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
中
村
幸
彦
氏
は
、
日
常
身
辺
の
生
活
や
自
然
風
物
な
ど
を
題
材
と
し
、
感

情
に
こ
と
よ
せ
、
細
緻
に
描
写
す
る
な
ど
の
特
徴
を
持
つ
宋
詩
は
幕
末
の
人
々
に
好

ま
れ
、
宋
詩
の
受
容
は
漢
詩
壇
の
み
で
は
な
く
、
日
本
の
文
章
の
全
体
の
趨
勢
に
及

ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
45
）。
こ
の
よ
う
な
文
化
の
環
境
の
も
と
に
い

た
曙
覧
は
、
当
然
、
邵
雍
の
詩
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
を
含
め
て
、「
独
楽
吟
」
と
「
首
尾
吟
」
と
の
比
較
と
考
察
を
通
し

て
み
る
と
、「
独
楽
吟
」
の
形
成
に
は
、
形
式
、
内
容
と
も
に
「
首
尾
吟
」
か
ら
の

影
響
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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注（
1
） 「
橘
曙
覧
作
「
日
本
建
国
之
吟
」
考
」『
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
』
第

五
二
号
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
。

（
2
） 「
橘
曙
覧
と
邵
雍
と
―「
独
楽
吟
」
と
「
首
尾
吟
」
の
関
係
に
つ
い
て
―
」『
国

語
国
文
学
』
第
五
〇
号
、
福
井
大
学
言
語
文
化
学
会
編
、
二
〇
一
一
年
三
月
。

（
3
） 

発
表
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
前
川
幸
雄
氏
の
論
文
「
橘
曙
覧
作
「
日
本

建
国
之
吟
」
考
」
に
示
唆
を
受
け
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
と
邵
雍
の
「
首
尾
吟
」

の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月
、
国
文
学
研
究
資
料
館
第

三
三
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
を
行
っ
た
。
発
表
の
タ

イ
ト
ル
は
「
橘
曙
覧
「
独
楽
吟
」
と
邵
雍
「
首
尾
吟
」
―
漢
詩
受
容
と
表
現
形

式
を
中
心
に
―
」
と
い
う
で
あ
り
、
内
容
は
当
学
会
誌
『
第
三
三
回
国
際
日
本

文
学
研
究
集
会
会
議
録
』（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
さ

ら
な
る
考
察
を
行
い
、「
橘
曙
覧
「
独
楽
吟
」
の
表
現
形
式
に
お
け
る
漢
詩
受

容
の
可
能
性
―
邵
雍
「
首
尾
吟
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
、
第
一
一
九
回
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
に
お

い
て
口
頭
発
表
を
行
っ
た
。
一
方
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
前
川
氏
の
論
文
「
橘

曙
覧
と
邵
雍
と
―
「
独
楽
吟
」
と
「
首
尾
吟
」
の
関
係
に
つ
い
て
―
」
が
『
国

語
国
文
学
』
第
五
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
4
） 

水
島
直
文
、
橋
本
政
宣
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
七
月
。

（
5
） 『
独
楽
吟　

橘
曙
覧　

ひ
と
り
た
の
し
め
る
う
た
』
足
立
尚
計
訳
註
、
福
井
市
、

一
九
九
五
年
九
月
。

（
6
） 「
曙
覧
の
歌
」（
明
治
三
十
二
年
「
日
本
」
発
表
）、『
子
規
全
集
』
第
七
巻
所
収
、

講
談
社
、
一
九
七
五
年
七
月
。

（
7
） 「
橘
曙
覧
歌
抄
」（
大
正
九
年
「
紅
毛
船
」
発
表
）、『
斎
藤
茂
吉
全
集
』
第
一
一

巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
九
月
。

（
8
） 「
併
し
、
か
う
い
ふ
試
み
は
、
中
古
以
来
の
諸
家
集
に
散
見
す
る
。
譬
へ
ば
、
源

順
集
の
「
あ
め
つ
ち
の
歌
」
四
十
八
首
の
様
な
の
は
別
と
し
て
も
、「
世
の
中

を
何
に
譬
へ
む
」
を
歌
の
上
二
句
に
据
ゑ
た
十
首
を
初
め
と
し
、山
家
集
の
「
山

深
み
」
十
首
、
拾
玉
集
の
「
見
せ
ば
や
な
…
…
春
の
景
色
を
」、「
我
が
思
ふ

…
…
春
の
景
色
に
」
の
各
十
首
等
、皆
同
形
態
の
歌
で
あ
る
。」（『
曙
覧
の
研
究
』

折
口
信
夫
編
、
高
遠
書
房
、
一
九
三
四
年
一
月
）。

（
9
） 「
れ
い
の
「
く
つ
か
む
り
」
の
方
式
な
ど
が
、
作
者
の
発
想
と
構
成
を
う
な
が

し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
」（
日
本
古
典
全
書
『
宗
武
・
曙
覧
歌
集
』「
橘
曙
覧
歌

集
解
説
」
土
岐
善
麿
校
註
、
朝
日
新
聞
社
一
九
五
〇
年
六
月
）。

（
10
） 「
こ
の
「
独
楽
吟
」
は
、
曙
覧
が
と
き
ど
き
楽
し
み
と
思
う
こ
と
を
ま
る
で
独

楽
を
回
す
よ
う
に
繰
返
し
の
沓
冠
形
式
で
、
詠
み
集
め
た
も
の
と
み
ら
れ
る
」

（「
松
平
春
嶽
と
橘
曙
覧
―
松
平
春
嶽
の
対
人
物
観
を
め
ぐ
る
一
視
座
」『
福
井

市
立
郷
土
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）。

（
11
） 『
醒
睡
笑
』
鈴
木
棠
三
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
二
月
。

（
12
） 『
北
窓
瑣
談　

後
編
』
巻
四
、
日
本
随
筆
大
成
編
集
部
編
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
四
年
八
月
。

（
13
） 

久
隅
守
景
、
生
没
年
未
詳
。
江
戸
初
期
の
画
家
。
号
は
無
下
（
無
礙
）
斎
・
一

陳
翁
。
狩
野
探
幽
に
学
び
、
桃
田
柳
栄
・
神
足
高
雲
・
尾
形
幽
元
と
と
も
に
探

幽
門
四
天
王
と
称
さ
れ
る
。
の
ち
狩
野
派
を
離
れ
る
と
さ
れ
る
。「
夕
顔
棚
納

涼
図
」「
耕
作
図
」
が
著
名
で
あ
る
。

（
14
） 『
新
修
橘
曙
覧
全
集
』
井
手
今
滋
編
、
辻
森
秀
英
増
補
、
桜
楓
社
、
一
九
八
三

年
五
月
。

（
15
） 『
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
』
久
保
田
啓
一
校
注
、
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
四
月
。

（
16
） 

な
お
、
前
川
氏
は
こ
の
論
文
で
、
曙
覧
の
「
独
楽
吟
」
を
邵
雍
の
連
作
詩
「
首

尾
吟
」
と
比
較
し
、
両
者
に
つ
い
て
、
①
作
者
の
人
生
、
処
世
観
、
②
作
品
の

構
成
、
形
式
、
③
作
品
の
思
想
と
い
う
よ
う
に
項
目
を
わ
け
て
考
察
を
加
え
て

い
る
。
そ
し
て
、
①
に
つ
い
て
は
、
作
者
は
と
も
に
処
士
で
あ
り
、
人
生
を
楽

し
む
と
い
う
態
度
が
共
通
し
、
両
方
と
も
比
較
的
晩
年
の
作
で
あ
る
な
ど
の
こ

と
で
「
類
似
・
共
通
性
」
が
あ
る
と
す
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
題
名
の
つ
け
方

が
似
て
お
り
、
形
式
が
連
作
で
、
句
頭
と
句
末
の
構
成
と
し
て
、
初
句
と
末
句

に
決
ま
っ
た
形
を
取
る
こ
と
で
「
類
似
・
共
通
性
」
が
あ
る
と
す
る
。
③
に
つ

い
て
は
、
自
然
に
遊
ぶ
楽
し
み
を
述
べ
る
と
い
う
自
作
品
の
特
質
を
表
現
す
る

境
地
、
思
想
に
「
類
似
・
共
通
性
」
が
あ
る
と
結
論
し
た
。

（
17
） 

雍
歳
時
耕
稼
、
僅
給
衣
食
。
名
其
居
曰
「
安
楽
窩
」、
因
自
号
安
楽
先
生
。（『
宋

史
』
列
伝
一
八
六
・
道
学
一
「
邵
雍
伝
」）。

（
18
） 
北
宋
英
宗
の
治
平
三
（
一
〇
六
六
）
年
陰
暦
八
月
十
五
日
。

（
19
） 

邵
雍
の
子
。
字
は
子
文
。
洛
陽
の
人
。
一
〇
五
七
年
生
れ
、
一
一
三
四
年
死
去
、

七
十
八
歳
。
著
書
に
は
『
易
学
辨
惑
』『
聞
見
前
録
』『
皇
極
経
世
序
』『
観
物

内
外
篇
解
』
な
ど
が
あ
る
。

（
20
） 

字
は
和
叔
。
鄭
州
原
武
（
現
在
の
河
南
省
原
陽
）
の
人
。
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（
21
） 『
伊
川
撃
壤
集
』（
中
国
古
典
新
書
）
上
野
日
出
刀
「
解
説
」、
明
徳
出
版
社
、

一
九
七
九
年
六
月
。

（
22
） 
注
21
に
同
じ
。

（
23
） 
注
21
に
同
じ
。

（
24
） 
字
は
士
晦
、
通
称
道
円
。
山
崎
闇
斎
の
門
人
。

（
25
） 

呂
大
臨
（
一
〇
四
〇
―
一
〇
九
二
）
北
宋
時
代
の
儒
学
者
。
字
は
與
叔
。
は
じ

め
は
張
載
に
師
事
し
、
一
〇
七
七
年
に
張
載
が
没
す
る
と
程
頤
の
も
と
に
入
門

し
、
謝
良
佐
、
游
酢
、
楊
時
と
と
も
に
程
門
の
四
先
生
と
称
せ
ら
れ
る
。
著
書

に
は
『
玉
溪
集
』『
考
古
図
』
が
あ
る
。

（
26
） 『
全
宋
詩
』
巻
一
〇
三
〇
、「
効
堯
夫
体
寄
仲
兄
」。

（
27
） 

即
ち
「
東
坡
体
」「
山
谷
体
」「
後
山
体
」「
王
荊
公
体
」「
邵
康
節
体
」「
陳
簡

斎
体
」「
楊
誠
斎
体
」。

（
28
） 「
読
邵
堯
夫
詩
」『
辛
稼
軒
詩
文
鈔
存
』
辛
棄
疾
撰
、
鄧
広
銘
輯
校
、
新
華
書
店

上
海
発
行
所
、
一
九
五
七
年
五
月
。

（
29
） 「
書
停
雲
壁
」
其
の
二
（
右
と
同
じ
）。

（
30
） 

祝
尚
書
著
『
論
「
撃
壤
派
」』『
文
学
遺
産
』
二
〇
〇
一
年
二
期
。

（
31
） 「
論
上
」『
羅
山
林
先
生
文
集
』
巻
二
四
。

（
32
） 『
鵞
峰
先
生
林
学
士
文
集
』
巻
九
九
。

（
33
） 「
舟
来
宿
妹
夫
彦
国
宅
」『
遠
思
楼
詩
鈔
二
編
』
巻
上
。

（
34
） 「
蒲
君
逸
為
尊
公
築
室
請
余
以
落
四
首
」（
其
一
）『
梅
墩
詩
鈔
二
編
』
巻
一
。

（
35
） 「
秋
居
無
聊
戯
作
俳
諧
体
自
遣
」『
六
如
遺
編
』
巻
中
。

（
36
） 「
寄
岡
田
士
享
」『
春
草
堂
詩
抄
』
巻
八
。

（
37
） 

宋
時
烈
（
一
六
〇
七
―
一
六
八
九
）、
字
は
英
甫
、
号
は
尤
庵
と
い
う
。
朝
鮮

李
朝
時
代
の
儒
学
者
。
著
作
は
す
べ
て
『
宋
子
大
全
』（
二
五
十
巻
）
に
収
め
る
。

（
38
） 

た
と
え
ば
、
福
井
市
橘
曙
覧
記
念
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
曙
覧
筆
の
書
幅

に
、「
土
牀
煙
足
紬
衾
煖
、
瓦
釜
泉
甘
豆
粥
新
。
萬
事
不
求
温
飽
外
、
漫
然
清

世
一
閑
人
」
と
い
う
詩
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
聯
珠
詩
格
』
に
載

せ
ら
れ
て
い
る
「
土
牀
」
と
い
う
題
で
、
張
横
渠
（
北
宋
の
儒
者
の
張
載
）
作

と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
39
） 『
伊
川
撃
壤
集
』（
中
国
古
典
新
書
）
上
野
日
出
刀
編
著
。

（
40
） 

楊
公
遠
（
一
二
二
七
―
？
）
字
は
叔
明
、号
は
野
趣
居
士
。
歙
（
今
安
徽
省
歙
县
）

の
人
。
詩
、
画
に
善
く
す
る
。
著
書
に
は
『
野
趣
有
声
画
』
二
巻
が
あ
る
。

（
41
） 

蓮
池
大
師
（
一
五
三
五
―
一
六
一
五
）
明
の
高
僧
、
中
国
浄
土
宗
八
代
目
の
祖

師
で
あ
る
。
俗
姓
は
瀋
、
名
は
袾
宏
、
字
は
仏
慧
、
別
号
は
蓮
池
。

（
42
） 『
宋
子
大
全
』
宋
時
烈
（
李
朝
）
著
、
權
五
惇
訳
、
大
洋
書
籍
、
一
九
七
三
年

十
二
月
。

（
43
） 『
全
唐
詩
』
巻
四
五
九
。

（
44
） 

注
14
に
同
じ
。

（
45
） 「
幕
末
漢
詩
壇
の
動
向
」『
国
文
学
』
第
一
七
号
、
一
九
七
二
年
三
月
。

「
参
考
」（「
四
部
叢
刊
本
」〈
上
海
涵
芳
楼
借
江
南
図
書
館
蔵
明
成
化
十
一
年
畢
享
刊
本

景
印
〉『
伊
川
撃
壤
集
』
に
よ
る
）

（
19
）

（
22
）

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　

詩
是
堯
夫
筆
逸
時

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　

詩
是
堯
夫
試
筆
時

蒼
海
有
神
捜
鯨
鲵　

陸
沉
無
水
蔵
蛟
螭

以
至
死
生
猶
処
了　

自
余
栄
辱
可
知
之

岌
嶲
五
千
仞
華
岳　

汪
洋
十
万
頃
黄
陂

適
居
堂
上
行
堂
上　

或
在
水
湄
言
水
湄

都
与
收
来
入
近
題　

堯
夫
非
是
愛
吟
詩

不
止
省
心
兼
省
力　

堯
夫
非
是
愛
吟
詩

（
23
）

（
44
）

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　

詩
是
堯
夫
試
墨
時

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　

詩
是
堯
夫
春
出
時

十
室
邑
中
須
有
信　

三
人
行
処
岂
無
師

一
点
両
点
小
雨
過　

三
声
五
声
流
鶯
啼

謀
謨
不
講
遠
疏
略　

思
慮
傷
多
又
忸
怩

杯
深
似
錦
花
間
酔　

車
穏
如
茵
草
上
帰

機
会
失
時
尋
不
得　

堯
夫
非
是
愛
吟
詩

更
在
太
平
無
事
日　

堯
夫
非
是
愛
吟
詩

（
46
）

（
87
）

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　

詩
是
堯
夫
秋
出
時

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　

詩
是
堯
夫
信
脚
時

楼
上
清
風
猶
足
喜　

水
辺
芳
草
未
全
衰

高
祖
宅
前
花
似
錦　

魏
王
堤
畔
柳
如
糸

才
涼
便
可
停
新
酒　

薄
暮
初
能
著
夹
衣

因
閑
看
水
行
来
遠　

就
便
遊
園
帰
去
遅

都
没
人
間
浪
憂
事　

堯
夫
非
是
愛
吟
詩

毎
遇
好
風
還
眷
眷　

堯
夫
非
是
愛
吟
詩

（
92
）

（
121
）

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　

詩
是
堯
夫
睡
覚
時

堯
夫
非
是
愛
吟
詩　

詩
是
堯
夫
談
笑
時

夢
後
旧
歓
初
仿
佛　

酒
醒
前
事
略
依
稀

国
士
待
人
能
尽
意　

山
翁
道
我
会
開
眉

任
経
生
死
心
無
異　

虽
隔
江
湖
路
不
迷

盏
随
酒
量
徐
徐
飲　

榻
逐
花
陰
旋
旋
移

因
向
此
中
観
至
理　

堯
夫
非
是
愛
吟
詩

此
楽
再
尋
非
易
得　

堯
夫
非
是
愛
吟
詩
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Infl uences of  Shao Yong’s Chinese Poetry (Shou wei yin) 

on Tachibana no Akemi’s Dokurakugin

WANG Xiaorui

The Graduate University for Advanced Studies, 

School of  Cultural and Social Studies, 

Department of  Japanese Literature

In the late Edo period, Tachibana no Akemi wrote a linked poem called Dokurakugin, which had a unique 

form of  expression by starting the upper phrase with “tanoshimi wa” (“the moment I’m feeling happy is”) and 

concluding the lower phrase with “toki” (“when”) The form of  this poem has long been thought to be a unique 

artistic form of  waka. Up to now, no research has been able to explain how the form of  this poem came to be.

However, the Northern Song Dynasty poet Shao Yong left a famous group of  135 poems called Shao wei yin 

(Jp. Shubigin), all of  which were included in his collection Ichuan Jirang ji (Jp. Isen Gekijō shō). A special 

characteristic of  these poems is that each upper and lower phrase reads “Gyofu kore shi ginzuru o aisuru ni 

arazu” (I wrote a poem because I want to enjoy life, not because I like to write a poem). Moreover, each of  these 

poems uses “toki” to end the second sentence. That is to say, for every poem, the fi rst sentence is “Gyofu kore shi 

ginzuru o aisuru ni arazu,” and the end of  the second sentence is “toki.” Thus we can see that this form has a 

kind of  rhythm between the fi rst sentence and the end of  the second sentence, and that it appears to be similar 

to the form that Tachibana no Akemi uses in Dokurakugin. In addition, the ideas and artistic conceptions of  

Shao wei yin and Dokurakugin in their expressions regarding landscape gardens and happy family life are also 

quite similar. 

I believe this is suffi cient evidence to conclude that the expressive form of  Shao wei yin had an infl uence on 

the form of  Dokurakugin in its development process.

Key words: Tachibana no Akemi, Dokurakugin, Shao Yong, Shao wei yin (Jp. Shubigin), expression, reception of  

Chinese poetry


