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『枕草子』「清涼殿の丑寅の隅の」章段と間テクスト性

 『
枕
草
子
』「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
章
段
と
間
テ
ク
ス
ト
性 

―
『
伊
勢
物
語
』
を
視
野
に
入
れ
て

―

 

中
田
幸
司 

 

一
、
は
じ
め
に 

 　
『
枕
草
子
』
を
論
じ
る
に
は
、
現
存
諸
本
の
問
題
や
章
段
分
類
の
問
題
な
ど
書
式
や
様

式
に
関
す
る
論
点
が
あ
る
一
方
で
、
章
段
内
の
表
現
に
関
す
る
論
点
が
あ
る
。 

 　

そ
の
代
表
的
な
も
の
に
『
枕
草
子
』
と
和
歌
と
の
関
係
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
和
歌
が

一
首
以
上
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
和
歌
表
現
と
散
文
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
あ
っ
て

い
る
の
か
、
あ
る
い
は
引
用
さ
れ
て
い
る
和
歌
は
和
歌
史
上
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
存
在

す
る
の
か
、
な
ど
を
考
察
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

 　

一
方
で
対
象
と
す
る
和
歌
表
現
が
五
七
五
七
七
の
全
体
な
の
か
、
一
部
分
と
な
る
句
ま

た
は
語
句
の
援
用
な
の
か
な
ど
を
認
定
し
て
い
く
こ
と
も
丁
寧
に
示
す
姿
勢
が
求
め
ら
れ

る
。
つ
ま
り
『
枕
草
子
』
内
に
必
ず
し
も
五
七
五
七
七
の
定
型
と
し
て
示
さ
れ
て
い
な
く

て
も
、
会
話
文
や
地
の
文
の
下
地
と
し
て
和
歌
表
現
が
援
用
さ
れ
て
い
る
叙
述
も
あ
る
。

こ
の
場
合
は
既
存
の
和
歌
を
知
る
こ
と
で
、
平
板
な
叙
述
と
は
異
な
る
重
層
性
を
生
じ
さ

せ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
具
体
的
に
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」
章
段
に
お

け
る
庭
の
叙
述
に
和
歌
表
現
の
援
用
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
荒
涼
と
し
た
景
に
和
歌

世
界
の
風
情
が
読
み
と
れ
、
そ
こ
に
定
子
の
意
向
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
す
で
に

論
じ
た) 1

(

   。

 　

さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
『
枕
草
子
』
の
和
歌
は
そ
の
示
さ
れ
方
が
多
岐
に
わ
た
る
。
そ

し
て
和
歌
が
存
在
し
な
い
と
章
段
は
成
り
立
た
な
い
と
ま
で
い
わ
れ
る）
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。
中
で
も
「
清
涼

殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
章
段
は
清
水
好
子
が
「
古
今
集
の
世
界
を
、
引
歌
本
歌
ど
り
と
い
っ

た
言
葉
の
上
だ
け
で
な
く
、
日
常
の
暮
し
方
の
上
に
、
生
活
の
ス
タ
イ
ル
の
上
で
、
蘇
ら

そ
う
と
し
て
い
る
」
と
『
古
今
和
歌
集
』
の
世
界
を
章
段
執
筆
の
素
材
と
し
て
認
め
た
こ

と
に
代
表
さ
れ
る）
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。
な
お
、
当
該
章
段
は
雑
纂
系
統
の
三
巻
本
・
能
因
本
系
統
に
お
い
て

は
い
ず
れ
も
前
段
「
家
は
」
章
段
を
、
後
段
に
は
「
生
ひ
さ
き
な
く
、
ま
め
や
か
に
」
章

段
を
配
し
、
現
存
の
章
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
当
該
部
分
を
一
ま
と
ま
り
と
考
え
て
よ

い
。
そ
こ
で
以
下
、
本
稿
で
は
主
に
当
該
章
段
の
前
半
部
を
中
心
に
便
宜
的
本
文
を
示

し
、
問
題
意
識
を
明
確
に
示
し
な
が
ら
論
じ
て
い
く
。 

 

二
、
問
題
の
所
存 

 　

清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
、
北
の
へ
だ
て
な
る
御
障
子
は
、
荒
海
の
か
た
、
生
き
た

る
物
ど
も
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
、
手
長
足
長
な
ど
を
ぞ
か
き
た
る
。
上
の
御
局
の
戸

を
押
し
開
け
た
れ
ば
、
常
に
目
に
見
ゆ
る
を
、
に
く
み
な
ど
し
て
笑
ふ
。 

 　

高
欄
の
も
と
に 

青
き
か
め
の
大
き
な
る
を
す
ゑ
て 

、
桜
の
、 

い
み
じ
う
お
も
し
ろ

き
枝
の
五
尺
ば
か
り
な
る 

を
、
い
と
お
ほ
く 

さ
し
た
れ
ば 

、
高
欄
の
外
ま
で
咲
き
こ

ぼ
れ
た
る
昼
方
、
大
納
言
殿
、
桜
の
直
衣
の
す
こ
し
な
よ
ら
か
な
る
に
、
濃
き
紫
の

所
属
：
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
学
部
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
学
科
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『
枕
草
子
』「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
章
段
は
、
従
来
『
古
今
和
歌
集
』
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
た
が
、
本
稿
で
は
当
時
の
和
歌
や
『
伊
勢
物
語
』
を
間

テ
ク
ス
ト
性
の
観
点
か
ら
論
じ
た
。
冒
頭
の
「
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」
絵
を
〈
笑
ひ
〉
へ
と
導
く
背
景
に
は
当
時
の
「
う
し
と
ら
」
歌
の
存
在
を
考
慮
す
べ
き
で

あ
り
、
続
く
叙
述
に
は
『
伊
勢
物
語
』
一
〇
一
段
が
想
起
さ
れ
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
語
り
を
『
枕
草
子
』
の
当
該
部
分
に
照
射
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
間
テ
ク

ス
ト
性
の
問
題
と
し
て
読
み
直
す
こ
と
で
詠
歌
の
折
を
基
準
に
『
枕
草
子
』
の
特
徴
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
和
歌
に
収
束
し
た
『
伊
勢
物
語
』

の
散
文
と
、
和
歌
に
は
収
束
せ
ず
に
拡
散
し
た
過
程
を
経
て
和
歌
に
到
達
し
た
『
枕
草
子
』
の
位
相
差
を
読
み
取
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
枕
草
子
・
伊
勢
物
語
・
叙
述
・
和
歌
・
間
テ
ク
ス
ト
性



固
紋
の
指
貫
、
白
き
御
衣
ど
も
、
う
へ
に
は
濃
き
綾
の
、
い
と
あ
ざ
や
か
な
る
を
出

だ
し
て
、
ま
ゐ
り
た
ま
へ
る
に
、
上
の
こ
な
た
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
戸
口
の
前
な
る

ほ
そ
き
板
敷
に
ゐ
た
ま
ひ
て
、
物
な
ど
申
し
た
ま
ふ
。 

 

（
二
一
段
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
四
九
頁
）

 　

冒
頭
に
は
清
涼
殿
の
北
東
の
隅
、
北
の
御
障
子
の
手
長
足
長
の
絵
が
「
荒
海
の
か
た
、

生
き
た
る
物
ど
も
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
書
き
出
し
は
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
と

い
う
限
定
さ
れ
た
一
部
分
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
こ
で
い
か
に
「
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」

さ
ま
の
絵
と
遭
遇
し
て
も
、
結
果
と
し
て
「
に
く
み
な
ど
し
て
笑
ふ
」
と
い
う
〈
笑
ひ
〉

を
誘
発
す
る
場
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
憂

鬱
さ
か
ら〈
笑
ひ
〉を
導
い
た
の
は
絵
そ
の
も
の
に
要
因
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、

そ
れ
が
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
枕
草
子
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
和
歌
に
、 

 　
　

世
の
中
を
う
し
と
ら
い
は
ば
片
時
も
あ
り
へ
な
ん
や
ぞ
し
の
ぶ
れ
ば
こ
そ

（『
好
忠
集
』
四
七
〇
） 

 　
　

ひ
と
夜
ね
て
う
し
と
ら
こ
そ
は
思
ひ
け
め
う
き
な
た
つ
み
ぞ
わ
び
し
か
り
け
る

 

（『
拾
遺
和
歌
集
』
物
名
四
二
九
） 

 

が
あ
る
こ
と
か
ら
想
起
で
き
る）
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。「
憂
し
」と
い
っ
た
心
情
を
吐
露
す
る
歌
で
は
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
「
物
名
歌
」
と
し
て
詞
書
に
「
う
し
と
ら
」（『
恵
慶
集
』）・「
ね
、
う
し
、
と
ら
、

う
、
た
つ
、
み
」（『
拾
遺
和
歌
集
』）を
も
つ
遊
戯
性
の
高
い
歌
に
属
す
る
。
こ
こ
に
、「
丑

寅
」
と
い
う
用
語
に
は
、「
憂
し
」
と
い
っ
た
心
情
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
も
、
物
名
の
素

材
と
し
て
転
換
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
語
で
あ
り
、
憂
き
思
い
も
こ
れ
ら
和
歌
の
用
法
を

知
っ
て
い
れ
ば
、〈
笑
ひ
〉
へ
と
転
じ
る
き
っ
か
け
を
も
つ
手
法
と
な
り
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

 　

ち
な
み
に
、
こ
れ
が
初
め
て
目
に
し
た
絵
で
あ
り
、
そ
の
時
の
一
回
限
り
の
感
慨
を
示

す
と
な
れ
ば
、
初
体
験
な
り
の
叙
述
の
し
か
た
が
生
じ
よ
う
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
日
常
の

中
に
生
じ
た
一
瞬
の
衝
撃
と
な
ろ
う
し
、
心
の
揺
れ
を
誘
発
す
る
な
ら
ば
、
詠
作
・
詠
歌

の
折
と
も
な
り
う
る）

5
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。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
絵
と
対
峙
す
る
機
会
は「
常
に
目
に
見
ゆ
る
を
」

か
ら
も
幾
度
と
な
く
体
験
し
た
こ
と
に
よ
り
半
ば
日
常
化
し
て
い
る
た
め
、
詠
作
・
詠
歌

の
折
と
な
る
は
心
の
揺
れ
は
か
え
っ
て
生
じ
に
く
く
、
そ
の
代
償
と
し
て
の
〈
笑
ひ
〉
に

な
っ
て
い
る
。 

 　

さ
ら
に
、
こ
の
叙
述
に
連
接
す
る
「
高
欄
の
も
と
に
」
以
下
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
一
節
は
「
高
欄
の
も
と
に 

青
き
か
め
の
大
き
な
る
を
す
ゑ
て 

、
桜
の
、 

い
み
じ
う
お

も
し
ろ
き
枝
の
五
尺
ば
か
り
な
る 

を
、
い
と
お
ほ
く 

さ
し
た
れ
ば 

」
と
、
手
長
足
長
の
絵

か
ら
場
面
は
展
開
し
、
桜
の
枝
ぶ
り
の
す
ば
ら
し
さ
が
ま
ず
は
示
さ
れ
る
。
こ
の
花
を
か

め
に
さ
し
た
叙
述
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
も
あ
る
が）
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、
何
よ

り
も
『
伊
勢
物
語
』
第
一
〇
一
段
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
を
今
一
度
指
摘
し
、
以
下
に
本
文

を
あ
げ
て
本
稿
の
主
張
を
明
確
に
し
た
い）
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。 

 　

む
か
し
、
左
兵
衛
の
督
な
り
け
る
在
原
の
行
平
と
い
ふ
あ
り
け
り
。
そ
の
人
の
家

に
よ
き
酒
あ
り
と
聞
き
て
、
上
に
あ
り
け
る
左
中
弁
藤
原
の
良
近
と
い
ふ
を
な
む
、

ま
ら
う
ど
ざ
ね
に
て
、
そ
の
日
は
あ
る
じ
ま
う
け
し
た
り
け
る
。
な
さ
け
あ
る
人
に

て
、  

か
め
に
花
を
さ
せ
り  

。
そ
の
花
の
な
か
に
、
あ
や
し
き
藤
の
花
あ
り
け
り
。  

花

の
し
な
ひ
、
三
尺
六
寸
ば
か
り
な
む
あ
り
け
る 

、 

そ
れ
を
題
に
て
よ
む  

。
よ
み
は
て

が
た
に
、
あ
る
じ
の
は
ら
か
ら
な
る
、
あ
る
じ
し
た
ま
ふ
と
聞
き
て
来
た
り
け
れ

ば
、
と
ら
へ
て
よ
ま
せ
け
る
。
も
と
よ
り
歌
の
こ
と
は
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
す
ま
ひ

け
れ
ど
、
し
ひ
て
よ
ま
せ
け
れ
ば
か
く
な
む
、 

 　

咲
く
花
の
下
に
か
く
る
る
人
を
多
み
あ
り
し
に
ま
さ
る
藤
の
か
げ
か
も 

 「
な
ど
か
く
し
も
よ
む
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、「
お
ほ
き
お
と
ど
の
栄
花
の
さ
か
り
に
み

ま
そ
が
り
て
、
藤
氏
の
、
こ
と
に
栄
ゆ
る
を
思
ひ
て
よ
め
る
」
と
な
む
い
ひ
け
る
。

み
な
人
、
そ
し
ら
ず
な
り
に
け
り
。

 

（『
伊
勢
物
語
』
一
〇
一
段
） 

 　
『
伊
勢
物
語
』
一
〇
一
段
は
、
広
く
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
の
書
き
出
し
が
特
徴
と
い

わ
れ
る
同
書
に
お
い
て
、「
左
兵
衛
の
督
な
り
け
る
在
原
の
行
平
と
い
ふ
あ
り
け
り
」
と

実
名
が
示
さ
れ
、
そ
れ
も
主
人
公
と
お
ぼ
し
き
業
平
の
異
母
兄
行
平
が
登
場
す
る
。
場
面

は
行
平
の
家
に
「
よ
き
酒
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
左
中
弁
藤
原
良
近
を
主
客
と
し
て
宴
が

も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
行
平
は
「
な
さ
け
あ
る
人
」、
つ
ま
り
情
趣
を
解
す
る
人
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
場
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
「
か
め
に
花
を
さ
」
し
た
。
さ
ら
に
「
そ
の

花
の
中
に
あ
や
し
き
藤
の
花
」
が
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
く
。
か
め
に
さ
し
た
花
が
藤
の

花
一
種
類
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
実
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
藤
の
花

が
据
え
ら
れ
、
そ
の
中
に
「
花
の
し
な
ひ
、
三
尺
六
寸
」
ほ
ど
の
長
さ
を
も
つ
珍
し
い
藤

が
あ
っ
た
と
い
う
。 

 　

ま
ず
こ
こ
ま
で
の
描
写
を
比
較
し
て
み
る
と
、 
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『枕草子』「清涼殿の丑寅の隅の」章段と間テクスト性

 『
伊
勢
物
語
』　

  

か
め
に
花
を
さ
せ 

り
／  

あ
や
し
き
藤
の
花
／
花
の
し
な
ひ
、 

三
尺
六
寸
ば

か
り  

 『
枕
草
子
』　　

 

青
き 

か
め
の
大
き
な
る
を 

す
ゑ
て
〜
い
と
お
ほ
く 

さ
し 

た
れ
ば
／ 

桜
の
、

い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
枝 

／ 

五
尺
ば
か
り
な
る  

 

の
よ
う
に
、
花
の
種
類
や
具
体
的
な
長
さ
こ
そ
異
な
る
が
、
そ
の
叙
述
に
示
さ
れ
た
素
材

と
し
て
、
か
め
に
、
桜
な
い
し
は
藤
の
、
花
な
い
し
は
枝
を
さ
し
、
そ
の
長
さ
に
特
徴
の

あ
っ
た
こ
と
、
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
前
後
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
酒
宴
に
集
う
人
々

に
対
し
て
、
大
納
言
や
主
上
が
登
場
し
て
く
る
点
は
、
こ
の
花
や
枝
を
中
心
に
し
、
人
々

の
集
い
を
示
し
た
場
面
と
し
て
共
通
す
る
と
も
い
え
よ
う
。
無
論
、『
枕
草
子
』
の
作
者

は
『
伊
勢
物
語
』
の
存
在
を
十
分
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、 

 　
　

天
の
川
原
、『
七
夕
つ
め
に
宿
か
ら
む
』
と
、
業
平
が
よ
み
た
る
も
を
か
し

 

（
六
〇
段
「
河
は
」） 

 

に
よ
り
『
古
今
和
歌
集
』
四
一
八
番
あ
る
い
は
『
伊
勢
物
語
』
八
二
段
「
渚
の
院
」
に
も

載
る
、 

 　
　

狩
り
く
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
わ
れ
は
来
に
け
り 

 

の
一
節
と
と
も
に「
業
平
」に
関
す
る
叙
述
が
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
、
三
巻
本
に
み
る「
い

を
の
物
語
」（
七
八
段
「
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
」）
が
今
日
『
伊
勢
物

語
』
の
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
の
強
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
推
測
が
で
き
る
。
こ
こ

に
直
接
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
確
定
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
伊
勢

物
語
』
の
語
り
を
『
枕
草
子
』
の
当
該
部
分
に
照
射
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
間
テ
ク
ス
ト

性
の
問
題
と
し
て
読
み
直
す
こ
と
で
詠
歌
の
折
を
ひ
と
つ
の
基
準
と
し
て
『
枕
草
子
』
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う）

8
（

  

。「
間
テ
ク
ス
ト
」
と
は
、
今
日
や
や
多
義
性
を
も
っ
て
用

い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、 

 

あ
る
テ
ク
ス
ト
が
作
成
さ
れ
る
際
に
、
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
、
意
識
的

に
、
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
、
与
え
ら
れ
た
影
響
関
係
を
考
察
す
る
た
め
の
概
念 

 

と
と
ら
え
て
お
く）

9
（

  

。 

 

つ
ま
り
は
「
引
用
」
や
「
典
拠
」、
と
い
う
用
語
を
昇
華
し
た
概
念
と
と
ら
え
た
い
。 

 　

さ
て
、
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
と
は
「
そ
れ
を
題
に
て
よ

め
る
」
で
あ
ろ
う
。 

 

三
、『
伊
勢
物
語
』
と
『
枕
草
子
』
の
位
相
差 

 　
『
伊
勢
物
語
』
は
そ
も
そ
も
芳
賀
矢
一
が
「
歌
物
語
」
と
定
義
付
け
た
こ
と
を
確
認
す

る
ま
で
も
な
く）

10
（

  

、
そ
の
叙
述
に
は
和
歌
が
一
首
以
上
存
在
し
、
散
文
の
多
く
は
章
段
内
の

和
歌
を
中
心
に
収
束
・
拡
散
し
て
い
く
。 

 　

当
該
章
段
で
は
、
冒
頭
で
語
ら
れ
る
行
平
の
催
し
た
、
良
近
を
主
客
と
し
た
酒
宴
も
、

ま
ず
は
藤
の
花
が
据
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
場
は
整
い
、
題
詠
を
参
加
者
に
求
め
る

場
面
へ
と
展
開
す
る
。
い
わ
ば
和
歌
の
詠
作
を
誘
発
す
る
前
段
階
に
藤
の
花
が
整
え
ら
れ

た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
和
歌
の
世
界
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
と
き
、
見
落
と

し
て
は
な
ら
な
い
要
因
の
ひ
と
つ
が
、『
枕
草
子
』
が
『
伊
勢
物
語
』
と
類
似
し
た
素
材

に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
題
詠
の
場
と
は
直
結
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
う
な

れ
ば
、
そ
の
機
を
逸
し
た
叙
述
と
し
て
見
出
せ
る
の
が
『
枕
草
子
』
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
和
歌
を
詠
じ
る
展
開
と
な
ら
な
か
っ
た
事
実
の
有
無
を
単
に
指
摘
し
て
い
る
訳
で
は

な
い
。
類
似
し
た
素
材
で
あ
り
な
が
ら
、
和
歌
に
収
束
し
た
『
伊
勢
物
語
』
の
散
文
と
、

和
歌
に
は
収
束
せ
ず
、
む
し
ろ
拡
散
し
て
い
っ
た
『
枕
草
子
』
の
位
相
差
を
読
み
取
る
こ

と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 　

た
だ
し
、『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
は
題
詠
を
求
め
な
が
ら
、
必
ず
し
も
す
ぐ
に
は
和

歌
を
示
し
は
し
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は

「
よ
み
は
て
が
た
に
、
あ
る
じ
の
は
ら
か
ら
な
る
、
あ
る
じ
し
た
ま
ふ
と
聞
き
て
来
た
り
」

と
行
平
の
弟
、
業
平
と
お
ぼ
し
き
男
が
登
場
し
て
く
る
が
、
そ
の「
あ
る
じ
の
は
ら
か
ら
」

の
登
場
以
前
に
す
で
に
披
露
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
和
歌
は
そ
の
詠
作
者
と
も
ど
も
明
確
に
は

さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
必
然
的
に
「
よ
み
は
て
が
た
に
」
具
体
的
な
人
物
と
し
て
登
場
し

た
「
あ
る
じ
の
は
ら
か
ら
」
に
注
目
は
い
き
、
あ
た
か
も
脇
役
を
退
け
て
現
れ
た
主
役
の

ご
と
く
詠
作
者
と
歌
は
示
さ
れ
て
い
く
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
あ
る
じ
の
は
ら
か
ら
」
が

業
平
と
お
ぼ
し
き
男
で
あ
る
こ
と
は
初
段
か
ら
読
ん
で
き
た
読
者
で
あ
れ
ば
推
測
す
る
こ

と
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
あ
え
て「
も
と
よ
り
歌
の
こ
と
は
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
」と
い
っ

た
属
性
を
持
た
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
強
調
す
る
よ
う
に
歌
を
周
囲
は
「
し

3（66）



ひ
て
よ
ま
せ
」
る
こ
と
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
詠
歌
が
一
見
不
得
手
に
も
思
わ
れ
る
よ
う

な
属
性
の
人
物
像
は
、
六
歌
仙
と
し
て
名
高
く
「
体
貌
閑
麗
、
放
縦
不
拘
、
略
無
才
学
、

善
作
倭
歌
」
と
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四
（
八
八
〇
）
年
五
月
二
八
日
条
に
も
残
る
業

平
像
と
は
か
け
離
れ
て
い
る）

11
（

  

。 
　

 
史
実
か
ら
離
れ
た
人
物
造
型
は
語
り
手
が
語
り
に
相
応
し
い
と
判
断
し
て
示
し
た
あ
る

種
の
虚
構
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
詠
ま
れ
た
「
咲
く
花
の
」
歌
は
前
文
の
行

平
が
据
え
た
藤
の
花
を
モ
チ
ー
フ
に
用
い
「
藤
氏
」
を
賛
美
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
賛
美

が
周
囲
に
す
ぐ
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
「
な
ど
か
く
し
も
よ
む
」
と
い
う

周
囲
の
疑
問
を
抱
く
叙
述
か
ら
読
み
取
れ
る
。 

 　

一
般
に
和
歌
が
披
露
さ
れ
る
時
に
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
と
は
作
歌
と
折
が
合
致
し
、

周
囲
の
人
々
に
内
容
が
理
解
さ
れ
、
共
感
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
す
れ

ば
、
こ
の
歌
は
説
明
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
一
見
誹
り
を
免
れ
ぬ
、
難
あ
り
、
の
歌
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
前
文
の
属
性
「
も
と
よ
り
歌
の
こ
と
は
し
ら
ざ
り
け
れ
」
が
響
い

て
い
よ
う
。
し
か
し
、「
お
ほ
き
お
と
ど
の
栄
花
の
さ
か
り
に
み
ま
そ
が
り
て
、
藤
氏
の
、

こ
と
に
栄
ゆ
る
を
思
ひ
て
よ
め
る
」
と
い
う
説
明
に
応
じ
た
こ
と
に
よ
り
「
み
な
人
、
そ

し
ら
ず
な
り
に
け
り
」
と
得
心
、
共
感
の
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
章
段

は
歌
の
前
述
部
が
和
歌
の
詞
書
の
よ
う
に
詠
歌
に
至
っ
た
状
況
を
示
し
、
歌
の
後
述
部
は

和
歌
の
左
注
の
よ
う
に
歌
の
内
容
を
補
完
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

 　

さ
て
、
こ
の
展
開
を
ふ
ま
え
る
と
、
桜
の
花
を
据
え
た
『
枕
草
子
』
の
当
該
章
段
で
は

「
年
ふ
れ
ば
」
歌
に
は
「
花
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
歌
が
示
さ
れ
、
桜
の
花
と
歌
が
、『
伊

勢
物
語
』
の
藤
の
花
と
歌
の
よ
う
に
呼
応
し
て
お
り
、
ひ
と
ま
ず
花
が
据
え
ら
れ
た
こ
と

が
詠
歌
の
伏
線
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
歌
の
前
述
部
を
比
較
す
る
と
、
双
方
と

も
人
物
が
登
場
す
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
で
は
詠
作
者
に
焦
点
化
さ
れ

る
の
に
対
し
て
、『
枕
草
子
』
で
は
明
ら
か
に
詠
歌
に
至
る
ま
で
の
叙
述
に
大
納
言
や
主

上
、
女
房
た
ち
や
定
子
と
い
っ
た
複
数
の
登
場
人
物
や
、
そ
の
衣
装
の
叙
述
に
筆
を
さ
く

こ
と
で
、
往
時
の
場
を
再
現
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る）

12
（

  

。  

特
に
具
体
的
に
人
物
を
示
す
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
属
性
を
象
徴
す
る
衣
装
に
は
「
桜
の
直
衣
」
の
描
写
も
あ
り
、
必
然
的

に
前
文
の
か
め
の
桜
と
呼
応
す
る
。 

 

四
、
春
歌
と
の
距
離
に
み
る
散
文
の
叙
述 

 　

御
簾
の
内
に
、
女
房
、
桜
の
唐
衣
ど
も
く
つ
ろ
か
に
ぬ
ぎ
垂
れ
て
、
藤
、
山
吹
な

ど
、
色
々
こ
の
ま
し
う
て
、
あ
ま
た
小
半
蔀
の
御
簾
よ
り
も
押
し
出
で
た
る
ほ
ど
、

昼
の
御
座
の
方
に
は
、
お
も
の
ま
ゐ
る
足
音
高
し
。
警
蹕
な
ど
「
お
し
」
と
言
ふ
声

聞
ゆ
る
も
、
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
る
日
の
け
し
き
な
ど
、
い
み
じ
う
を
か
し
き

に
、
果
て
の
御
盤
取
り
た
る
蔵
人
ま
ゐ
り
て
、
お
も
の
奏
す
れ
ば
、
中
の
戸
よ
り
わ

た
ら
せ
た
ま
ふ
。 

 （
五
〇
頁
）

 　

こ
こ
で
は
女
房
の
「
桜
の
唐
衣
」
を
は
じ
め
と
し
た
唐
衣
の
叙
述
か
ら
、
や
は
り
前
述

の
「
桜
」
の
「
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
枝
」
と
呼
応
さ
せ
て
春
の
一
場
面
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
後
文
に
は  

主
上
の
食
事
が
用
意
さ
れ
こ
と
を
示
す「
お
も
の
ま
ゐ
る
足
音
」・「
警

蹕
な
ど
『
お
し
』
と
い
言
ふ
声
」
を
き
っ
か
け
に
「
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
る
日
の
け
し

き
な
ど
、
い
み
じ
う
を
か
し
き
」
と
春
の
日
の
穏
や
か
な
一
場
面
へ
の
感
慨
を
示
す
の
で

あ
る
。 

 　

こ
の
こ
と
は
、
和
歌
を
詠
じ
る
姿
勢
を
一
方
で
想
定
し
て
み
る
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る

散
文
の
叙
述
方
法
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、「
桜
」
を
底
流
に
和
歌
を

詠
じ
る
こ
と
が
広
く
浸
透
し
て
い
る
往
時
で
は
、
な
お
さ
ら
そ
の
特
徴
が
確
認
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 　

つ
ま
り
こ
こ
ま
で
「
桜
」
に
よ
る
展
開
や
呼
応
の
表
現
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
に
お
い

て
主
上
の
食
事
の
準
備
に
関
す
る
音
が
こ
の
場
面
に
対
す
る
「
を
か
し
」
の
評
価
を
導
い

て
い
る
。 

 　

本
来
、
春
の
音
と
い
え
ば
、
春
歌
に
も
広
く
詠
ま
れ
て
い
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
筆
頭
に
し

た
鳥
の
鳴
き
声
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
い
っ
た
名
言
か
ら
も
和
歌

の
常
識
を
逸
脱
す
る
と
こ
ろ
に
新
見
解
を
示
し
た
こ
と
で
作
者
は
評
価
を
得
て
い
る
の
も

事
実
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
音
は
周
囲
の
者
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ

で
は
作
者
が
往
時
を
回
想
し
、
唯
一
音
に
反
応
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
往
時

の
場
面
の
再
現
に
こ
そ
叙
述
の
目
的
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
の
中
の
素
材
か
ら

外
れ
、
主
上
の
生
活
の
一
場
面
に
春
の
好
季
と
、
こ
の
場
の
「
を
か
し
」
を
再
現
さ
せ
て

い
る
。 

 　

一
方
で
、「
桜
」
に
関
す
る
叙
述
の
関
心
は
、
主
上
の
登
場
と
と
も
に
、
大
納
言
の
行

動
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
く
が
、
こ
こ
に
「
桜
」
を
主
題
と
し
た
和
歌
に
至
る
前
段
階

と
し
て
、
作
者
の
場
の
「
を
か
し
」
を
補
完
す
る
大
納
言
の
朗
詠
が
示
さ
れ
て
い
く
。 

 

五
、「
月
も
日
も
」
歌
の
機
能 

 　

御
供
に
廂
よ
り
大
納
言
殿
御
送
り
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、
あ
り
つ
る
花
の
も
と
に
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『枕草子』「清涼殿の丑寅の隅の」章段と間テクスト性

帰
り
ゐ
た
ま
へ
り
。
宮
の
御
前
の
、
御
几
帳
押
し
や
り
て
、
長
押
の
も
と
に
出
で
さ

せ
た
ま
へ
る
な
ど
、
何
と
な
く
、
た
だ
め
で
た
き
を
、
候
ふ
人
も
、
思
ふ
こ
と
な
き

心
地
す
る
に
、「
月
も
日
も
か
は
り
ゆ
け
ど
も
久
に
経
る
み
む
ろ
の
山
の
」
と
い
ふ

事
を
、
い
と
ゆ
る
ら
か
に
う
ち
出
だ
し
た
ま
へ
る
、
い
と
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
る
に

ぞ
、
げ
に
千
歳
も
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
る
や
。 

 （
五
〇
頁~

五
一
頁
）

 　

大
納
言
は
桜
の
花
の
も
と
で
、 

 　
　

月
も
日
も
変
は
ら
ひ
ぬ
と
も
久
に
経
る
三
諸
の
山
の
離
宮
所 

（『
万
葉
集
』
巻
13
・
三
二
三
一
） 

 

の
結
句
以
外
を
ゆ
っ
く
り
と
朗
詠
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
一
節
を
示
し
た
こ
と
に
対

し
て
諸
注
釈
は
、「
新
勅
撰
冬
部）

13
（

」  「
と
つ
宮
ど
こ
ろ
の
一
句
を
略
け
り
。
萬
葉
集
十
三『
月

は
日
は
ゆ
き
変
は
れ
ど
も
久
に
ふ
る
み
も
ろ
の
山
の
と
つ
宮
處
』
と
あ
る
歌
を
、
こ
の
頃

に
は
か
く
い
ひ
傳
へ
た
る
な
り）

14
（

」  ・「
和
歌
体
十
種
・
万
葉
集
巻
十
三
・
三
二
四
五）

15
（

」  

と
出

典
を
示
す
中
で
、「
伊
周
が
中
宮
の
意
図
を
見
抜
き
、
年
月
は
『
変
り
ゆ
け
ど
も
』、
昔
に

変
ら
ぬ
（
＝
久
に
経
る
）
皇
室
（
＝
宮
所
）
を
支
え
る
藤
原
一
族
の
隆
盛
へ
の
『
物
思
ひ

も
な
き
』
満
足
を
、
中
宮
と
頒
ち
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る）

16
（

」  

な
ど
の
指
摘
は
、
こ
の

朗
詠
こ
そ
が
『
伊
勢
物
語
』
一
〇
一
段
の
藤
の
花
を
詠
み
こ
ん
だ
藤
原
氏
の
栄
華
を
示
す

も
の
と
呼
応
し
て
い
る
証
左
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 　

こ
こ
で
大
納
言
は
な
ぜ
、
結
句
と
な
る
「
離
宮
所
」
を
示
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
場
に
必
ず
し
も
相
応
し
く
は
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
想
像

し
や
す
い
。
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
配
慮
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
当
該
章
段
の
史
実
に
関
し
て
は
概
ね
正
暦
五
（
九
九
四
）
年
の
春
と
さ
れ

て
い
る
。
清
少
納
言
の
初
出
仕
の
翌
年
で
あ
り
、
道
隆
の
亡
く
な
る
前
年
で
あ
る
。
こ
の

と
き
「
離
宮
所
」（
天
皇
の
外
出
時
の
宿
）
と
い
う
表
現
は
中
央
勢
力
か
ら
の
疎
遠
を
想

起
さ
せ
て
し
ま
う
避
け
る
べ
き
語
句
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。当
該
章
段
で
は
、
こ
の
後『
古

今
和
歌
集
』
を
は
じ
め
、
和
歌
を
想
起
さ
せ
る
問
答
が
展
開
す
る
。
歌
わ
な
か
っ
た
「
離

宮
所
」
は
む
し
ろ
、
周
囲
に
無
言
の
表
明
と
も
い
う
べ
き
印
象
を
残
し
か
ね
な
い
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
作
者
は
こ
れ
ら
も
内
包
す
る
か
の
よ
う
に
、「
い
と
を
か
し
う

お
ぼ
ゆ
る
に
ぞ
、
げ
に
千
歳
も
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
る
や
」
と
、
長
寿
を
寿
ぐ

朗
詠
部
分
に
言
及
し
、「
を
か
し
」
の
世
界
を
保
つ
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
意
識
が
、

後
文
の
「
年
ふ
れ
ば
齢
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど 

花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し
」
に

繋
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。 

 

六
、
お
わ
り
に 

 　
『
枕
草
子
』
の
当
該
章
段
に
は
和
歌
を
関
連
付
け
る
こ
と
で
そ
の
特
徴
が
見
出
せ
る
こ

と
を
こ
こ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ
は
こ
こ
半
世
紀
ほ
ど
の
間
で
い
う
間
テ
ク
ス
ト
性

の
視
座
を
も
っ
て
読
み
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
、
そ
の
試
論
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、『
伊
勢
物
語
』
と
の
か
か
わ
り
や
、
散
文
の
叙
述
を
相
対
化
す
る
た
め
に
和

歌
に
よ
る
既
存
の
知
識
を
考
え
て
み
る
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
一
定
の
距
離
を
保
つ
こ
と

で
叙
述
さ
れ
て
い
く
展
開
は
、
こ
の
後
半
部
に
見
ら
れ
る
『
古
今
和
歌
集
』
と
い
っ
た
知

を
駆
使
し
た
回
想
に
よ
る
再
現
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
読
み
の
信
憑
性
の
高
さ
を
示
す

も
の
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

注 

 （
1
）
拙
論
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」
章
段
攷
『
平
安
宮
廷
文
学
と
歌
謡
』
第
二
十
二
章

四
一
六
頁
〜
四
一
八
頁
（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
） 

 （
2
）
片
桐
洋
一
「『
枕
草
子
』
の
基
盤
は
和
歌
」（『
百
舌
鳥
国
文
』
一
七
、二
〇
〇
六
年
三
月
） 

 （
3
）
清
水
好
子
「
宮
廷
文
化
を
創
る
人 

― 

定
子
皇
后
の
役
割 

― 

」（『
清
水
好
子
論
文
集
』

第
三
巻
45
（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
四
年
）、『
枕
草
子　

表
現
と
構
造
』（
三
田
村
雅
子
編
、

有
精
堂
、
一
九
九
四
年
）、『
金
蘭
短
期
大
学
研
究
誌
』
創
刊
号
（
一
九
六
六
年
五
月
）
初
出
。 

 （
4
）以
下
、
私
家
集
は『
新
編
私
家
集
大
成C

D
-R

O
M

版
』（
エ
ム
ワ
イ
企
画
、
二
〇
〇
八
年
）、

そ
の
他
は『
新
編
国
歌
大
観D

V
D

-R
O

M

版
』（
角
川
書
店
、
二
〇
一
二
年
）に
よ
る
。
た
だ
し
、

『
万
葉
集
』
の
歌
番
号
は
『
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
一
部
表
記
を
私
に
改
め
た
。 

 （
5
）『
枕
草
子
』
と
折
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
久
保
木
哲
夫
『
折
の
文
学　

平
安
和
歌
文
学
論
』

四
「
折
と
和
歌
」
1
「「
折
」
と
褻
と
晴
」（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）、『
王
朝
和
歌
と
史

的
展
開
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
七
年
）
初
出
、
に
詳
し
い
。 

 （
6
）
高
橋
由
記
「
花
を
瓶
に
さ
す
こ
と 

― 

『
枕
草
子
』
第
二
〇
段
に
関
連
し
て
」（『
瞿
麦
』

第
三
号
、
日
本
女
子
大
学
、
一
九
九
六
年
四
月
） 

 （
7
）『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
学
習
院
大
学
蔵
三
条
西
家
旧
蔵
伝
定
家
筆
『
伊
勢
物
語
』
を
底

本
と
し
た
福
井
貞
助
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大

和
物
語　

平
中
物
語
』
に
よ
る
。 

 （
8
）「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
は
一
九
六
〇
年
代
に
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
よ
り
発
想
さ
れ

た
概
念
で
あ
る
。
土
田
知
則
『
間
テ
ク
ス
ト
性
の
戦
略
』（
夏
目
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）、
岩

本
一
「
間
テ
ク
ス
ト
性 

― 
そ
の
展
開
と
関
連
性
に
つ
い
て 

― 

」（『dialogos

』
1
号
、
東

洋
大
学
文
学
部
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
な
ど
に
詳
し
い 

。
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 （
9
）
能
㔟
岳
史
「
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
学
に
お
け
る
間
テ
ク
ス
ト
性
の
多
様
性
と
可
能
性
」（『
神

学
研
究
』
五
九
、二
〇
一
二
年
三
月
） 

 （
10
）
芳
賀
矢
一
『
国
文
学
史
概
論
』
第
二
章
「
中
古
文
學
」
三
一
頁
「
歌
物
語
」（
文
会
堂
書
店
、

一
九
一
三
年
） 

 （
11
）『
伊
勢
物
語
』
に
は
あ
え
て
詠
作
が
不
得
手
な
一
○
一
段
と
類
似
し
た
属
性
の
示
し
方
が

続
く
一
〇
二
段
に
も
あ
る
。 

 　

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。 

歌
は
よ
ま
ざ
り
け
れ 

ど
、
世
の
中
を
思
ひ
し
り
た
り
け
り
。

あ
て
な
る
女
の
、
尼
に
な
り
て
、
世
の
中
を
思
ひ
う
ん
じ
て
、
京
に
も
あ
ら
ず
、
は
る

か
な
る
山
里
に
す
み
け
り
。
も
と
し
ぞ
く
な
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
け
る
、 

　

 　

そ
む
く
と
て
雲
に
は
乗
ら
ぬ
も
の
な
れ
ど
世
の
う
き
こ
と
ぞ
よ
そ
に
な
る
て
ふ 

 

と
な
む
言
ひ
や
り
け
る
。
斎
宮
の
宮
な
り
。 

 （
12
）
津
島
知
明
『
枕
草
子
論
究　

日
記
回
想
段
の
〈
現
実
〉
構
成
』
第
二
章
〈
あ
の
日
の
未
来
〉

の
作
り
方
（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
四
年
）、『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
二
六
集
（
新
典
社
、

二
〇
一
二
年
四
月
）
初
出
、
に
は
こ
の
場
面
に
『
枕
草
子
』
三
段
の
、 

   　

お
も
し
ろ
く
咲
き
た
る
桜
を
、
長
く
折
り
て
、
大
き
な
る
瓶
に
さ
し
た
る
こ
そ
、
を

か
し
け
れ
。
桜
の
直
衣
に
出
袿
し
て
、
ま
ら
う
ど
に
も
あ
れ
、
御
せ
う
と
の
君
達
に
て

も
、
そ
こ
近
く
ゐ
て
物
な
ど
う
ち
言
ひ
た
る
、
い
と
を
か
し
。 

   の
場
面
を
あ
げ
、「
読
者
は
既
知
感
を
抱
か
さ
れ
よ
う
」
と
し
、「
三
段
と
の
対
比
は
、
二
一

段
の
伊
周
初
登
場

0

0

0

場
面
に
鮮
や
か
な
彩
り
を
添
え
な
が
ら
、『
あ
の
日
』『
あ
の
時
』
へ
と
読

者
を
い
ざ
な
う
の
だ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。 

 （
13
）
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』（
北
村
季
吟
古
註
釈
集
成
、
新
典
社
、
一
九
七
七
年
）
た

だ
し
、
実
際
は
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
賀
部
に
類
歌
と
し
て
載
る
。
周
知
の
よ
う
に
同
歌
集
は

第
九
勅
撰
集
で
、
下
命
者
は
後
堀
河
天
皇
、
撰
者
は
藤
原
定
家
で
あ
り
、
貞
永
元

（
一
二
三
二
）
年
六
月
一
三
日
撰
集
の
命
を
受
け
て
い
る
の
で
必
ず
し
も
初
出
の
出
典
と
し
て

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。 

 （
14
）
金
子
元
臣
『
枕
草
子
評
釋
』
八
九
頁
（
明
治
書
院
、
一
九
二
一
年
） 

 （
15
）
増
田
繁
夫
『
枕
草
子
』（
和
泉
古
典
叢
書1

、
和
泉
書
院
、
一
九
八
七
年
）『
和
歌
体
十
種
』

は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
同
集
解
題
（
井
上
宗
雄
担
当
）
に
、 

   「
忠
岑
十
体
」
と
も
。
和
歌
を
一
〇
体
に
分
類
し
、
例
歌
を
各
五
首
掲
げ
、
各
体
に
つ
い

て
の
漢
文
に
よ
る
説
明
を
付
し
た
歌
論
書
。
序
文
に
、
木
工
権
頭
を
極
官
と
し
た
貫
之

を
「
土
州
刺
史
」
と
記
す
の
は
不
審
で
あ
り
、
ま
た
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
忠
岑
撰
と

あ
る
が
、
忠
岑
は
九
二
〇
年
代
に
没
し
た
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
偽
書
で
、
内
容
的
に

は
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
前
半
の
歌
論
と
し
て
適
合
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の

頃
の
成
立
か
と
す
る
説
が
強
い
（
藤
平
春
男
氏
「
新
古
今
と
そ
の
前
後
」）。 

   と
記
さ
れ
て
お
り
、
時
代
と
し
て
は
『
枕
草
子
』
成
立
前
後
と
な
ろ
う
が
、
問
題
が
残
る
。 

 （
16
）
渡
辺
実
『
枕
草
子
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
25
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
二
二
頁
〜

二
三
頁
脚
注
。 

（
な
か
だ　

こ
う
じ
）
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『枕草子』「清涼殿の丑寅の隅の」章段と間テクスト性

An intertextual study of a chapter in a Japanese ancient literature, 
The Pillow Book [Makura no Soshi], entitled “The Northeast Corner 

of Seiryo Palace”: From the perspective of The Tales of Ise.

Nakada, Koji

　 “The Northeast Corner of Seiryo Palace”, a chapter in The Pillow Book [Makura no Soshi] has been traditionally analyzed 

based on its literary relationship with Kokin Wakashu– .  The presented paper discusses this chapter with the perspective of 

intertexuality with other waka from the same era such as The Tales of Ise.  For example, the opening of the chapter that 

begins with the depiction of a frightening picture and later ends with someone’s smile is suggestive of the underlining 

connections to ‘U-shi-to-ra’ Waka.  Further, the analysis of the remainder of the chapter gives cause to consider the 101st 

episode in The Tales of Ise.

　 Taking an approach to the intertexually-focused chapter analyses, in other words, reviewing The Pillow Book in light of 
The Tales of Ise led the research team to redefine the distinctly different process in which waka is developed and presented in 

each episode in The Pillow Book.

　 The Pillow Book episodes present waka after the presentation of additional characters or descriptions of the setting, 

whereas, the proses in The Tales of Ise take a direct path to the final formation and presentation of waka.
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