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二
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和
五
十
九
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三
月
)

万
葉
集
東
歌
論

の

一
章

i

「
高
麗
錦
」
と

「
か
ら
衣
」

.
佐

佐

木

幸

綱

1

さ

の

へ

あ

せ

か
な

高
麗
錦
紐
解
き
放
け
て
寝

る
が

上
に
何
ど

為
う

と

か

も

あ
や

に
愛

し
き

(巻
十
四

・
三
四
六
五
)

か

け

あ

も

か
ら

衣
裾

の
う
ち
交

へ
あ

は
ね
ど
も
異

し
き
心
を
吾
が
思
は
な
く

に

(巻

十
四

・
三
四
八
二
)

か
ら

こ
と
た

か
ら

衣
裾

の
う

ち
交

ひ
あ

は

な

へ
ぽ

寝
な

へ
の
故

に
言
痛

か

り

つ

も

(
同
上

。
或
本
歌
)

ころ
む

お
も

か
ら

衣
裾
に
取
り

つ
き
泣
く
子
ら

を
置
き

て
そ
来

ぬ
や
母
な

し

に

し

て

(巻
二
十

・
四
四
〇

一
)

以
上
四
首

の
、
万
葉
集
東

国
関
係

歌
中

の

「高
麗
錦
」

「
か
ら
衣
」

に

つ
い

て
考
え
て
み
た

い
。

『
万
葉
考
』

で
は
、

三
四
六
五
番
歌
に
頭
注
を
付

し
、
次

の
よ
う

に
記

し
て

い
る
。

《
高
麗
錦

の
紐
な
ど
と

い
ふ
哥

こ
と
ば
を
以

て
東

に
て
も
よ
め
り
。

か
ら

衣
、
あ

り
ぎ

ぬ
な
ど
と

い

へ
る
類
也
。
》

以
後
、
現
在

に
至

る
ま

で
こ
の
理
解
が
継
承
さ
れ

て
来

て
い
る
。

つ
ま
り
、

枕

詞

「
高
麗
錦
」

「
か
ら
衣
」
は
、
都

お
よ
び
都
周
辺
を
震
源
地
乏
す
る

〈
歌

ヘ

へ

こ
と
ば
〉

で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
凍
国

に
流
れ

て
ゆ
き

《
東

に
て
も
》
歌
中
に
詠

み
込

ま
翫

る
よ
う

に
な

っ
た
、
と
す
る

の
で
あ

る
。
私
が
調
べ
た
範
囲

で
は
、

現
在

ま
で
の
と

こ
ろ
、

こ
の
理
解
を
否
定
す
る
見
解

は
提
出
さ
れ
て

い
な

い
。

本
稿

は
、

こ
の
、
真
淵
以
来

の
理
解

に
対

し
て
、

い
さ
さ
か
異
を
と
な
え
よ

う
と
す
る
。

「
高
麗
錦
」

「
か
ら
衣
」

は
、
ま
ず
東
国
歌

に
詠
ま
れ
た

の
で
は

な
い
か
。
東

国
を
震
源

地
と

し
て
、
都

お
よ
び
都
周
辺

の
歌

に
も
、

〈
歌

こ
と

ば

〉
と
し
て
登
場
す

る
よ
う

に
な

っ
た
の
で
は
な

い
か
。

以
上

の
仮

説
な
提

出
し
て
、
大
方

の
批
判

を
あ

お
ご
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
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2

ま
ず

「
高
麗
錦
」
で
あ
る
。

高
麗
錦
紐
解
き
旋
け
て
樹
る
が
ぎ

舮
ど
瀞
う
と
か
も
あ
や
に
馨

き

(巻
十

四

・
三
四
六
五
)

「
紐
を
解
き
放

っ
て
お
前
と
寝
る
、
こ

の
上
ど
う
し
ろ
と
い
う

の
か
。

た
だ
、

や
た
ら
に
可
愛

い
い
お
前
よ
し

と
い

っ
た
意
味

の
、

東
歌
ら

し

い

東
歌

で
あ

あ

る
。

「何

ど
」

(巻
十
四
に
七
例
)、

「
あ

や
に
」

(巻
十
四
に
六
例
)
と

い
う
東
歌

の
特
徴
的

ボ
キ

匝
ブ

ラ
ゾ

イ
が

登
場
す

る
の
み
な
ら
ず
、
内
容
的

に
も
、

暑

罪

蘇
の
暴

欝

き
戀
き
寝
れ
ど
禦

ぬ
を
舮
ど
盞

。が
芸

(巻
十
四

飢
三
四
〇
四
)

等

と
共
に
、
性
愛
場
面
の
表
現

の
大
担

さ
に
お
い
て
、
東
歌
的
東
歌
、
東
歌

ら
し
さ
を
た

っ
ぷ
り
そ
な
え
た
東
歌
と

み
な

さ
れ

る
の
で
あ

る
。

だ
が
、

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
通
説

で
は
こ
れ
を
東
歌
的
東
歌
と
は
見
な

い
。

「
高
麗
錦
」
と

い
う
都

の
歌

か
ら

の
輸
入
語
を
含

ん
で
い
る
か
ら

で
あ
る
。

な
る

ほ
ど
、
数

の
上

か
ら
は
そ

の
通
り

で
、
万
葉
集
全
体
で

「
高
麗
錦
」

の

用
例
は
全
部

で
七
例
、

宅
の
東
歌
を

の
ぞ

け
ば
他
は
す

べ
て
都

お
よ
び
都

周
辺

の
作
中

に
登
場
す
る
。

し
か
し
、
そ

の
用
例

の
い
ち
い
ち
に
当

っ
て
み
る
と
、

嚇
対

六
と

い
う
数

で

割
り
切

っ
て

い
ま
う
わ
け

は
ゆ
か
な

い
こ
と
が

わ
か

っ
て
く

る
の
で
あ

る
。

六
例
は
、
す
べ
て

「
紐
〔

の
枕

詞
と

し
て
用

い
ら
れ

て
い
る
。
竹
取

の
翁

の

歌

(巻
十
六

.
三
七
九

一
)
以
外

は
い
ず
れ
も
恋

の
歌

の
中

に
出
、

し
か
も
、
都

の
歌

に
し
て
は
露
骨
な
性
愛

の
イ
メ
ー
ジ
を
持

つ
作
を
含

ん
で

い
る
。

垣

ほ
な
す
人
は
言

へ
ど
も
高
麗
錦
紐
解
き
開
け
し
君
に
あ
ら
な
く

に

(巻

十

一
・
二
四
〇
五
)

高
麗
錦
紐
解
き
開
け
て
夕
だ
に
知
ら
ざ

る
命
恋

ひ

つ
つ
か
あ

ら

む

(同

・

二
四
〇
六
)

後
者

は
、

下
紐
が
自
然

に
解
け
る

の
は
恋
人

に
逢
え
る
前
兆
と
す
る
俗
信

を

下
敷
き

に
し
た
歌

で
、
そ

の
点
を
割
り
引
き
し

て
考
え
な
け
れ
ば

な

る

ま

い

が
、
両
方
と
も
、
か
な
り
露
骨
な
イ

メ
ー
ジ
だ
、
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
、
都
近
辺

の
歌

に
し

て
は
露
骨
な
歌
が

見
ら
れ

る
の
は
、

〈
歌

こ
と

ば
〉
と
し
て

の

「
高
麗
錦
」
が
も
と
も

と
東

国
の
も

の

で

あ

り
、

「
高
麗
錦

ー

紐
」

の
セ
ッ
ト
で
露
骨

な
イ

メ
ー
ジ
を
伴

い

つ
つ
都

の
歌

に
吸

い
上
げ
ら

れ
て
行

っ
た
か
ら

な
の
で
は
あ

る
ま

い
か
。

と

か
は

あ
ま
び
と

つ
ま
ど

よ
ひ

し
の

高
麗
錦
紐
解
き
交
し
天
人
の
妻
問
ふ
夕
ぞ
わ
れ
も
偲
は
む

九
〇
)

(巻
十

・
二
〇

七
夕

の
歌
で
あ
る
。

「高
麗

錦
し

は
、
牽

牛
と
織
女
と
が
共
寝
を
す
る
折

の

イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ
わ
し
い
、
非

日
常
的

か

つ
エ
キ
ゾ
テ

ィ
ッ
ク
な
雰
囲
気
を
持
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つ

〈
歌

こ
と
ば

〉
だ

っ
た
の
だ

ろ
う
。
高
麗
と

い
う
外
国
産

の
錦
だ
と

い
う
、

品
物

と
し
て

の

「
高
麗

錦
」

の
次

元
で
だ
け

で
は
な
く
、

〈
歌

こ
と
ば
〉
と

し

て
そ
れ
が

、
都

人
に
は
異
風

を
感

じ
さ
せ
る
も

の
だ

っ
た

の
で
は

な

か

っ
た

か
。

3

七
世
紀
後
半
以
降
、
東
国

に
は
、
中
国
、
朝
鮮

か
ら
渡
来
し
た
人
た
ち
が
相

当
数
居
住

し
は
じ
め
て
い
た
。

「持
統
元
年
(六
八
七
)
ゴ
鳶

窪

群

。躰
ち.醜
と騾

磯

.攤
ら
.。う縫
、

こ
ま
び
と
い
そ
あ
ま
り
む
ゆ
た
り

も

ひ
た
ち
の
く
に

は
べ

た

元
ま

か
て
た
ま

け
る
高

麗

五

十

六
人
を
以
て
、
常
陸
国
に
居
ら
し
む
。

田
賦
ひ
稟
受

ひ

な
り
は
ひ

や
す

ひ
の
え
い
ぬ
り
ひ

お
の
つ
か
ら
に
ま
う
お
も
ぶ

し
ら
き
ひ
と
と
を
あ
ま
り
ょ

て
、
生
業

に
安
か
ら
し
む
。

丙

戌
に
、

投

化

け

る
新

羅

十

四

芯
を
以
て
・
馨

灘

愚

ら
し
む
・
田
驟
ひ
爨

ぴ
て
・
齢
撚
髪

か

ら
し
む
。
」

『
日
本
書

紀
』
か
ら

の
引

用
で
あ

る
。

「
投
化
」

は
、
進

ん
で
帰
化
す

る
の

意
だ
ろ
う
。

高
麗
、
新
羅
か
ら
投
化

し
て
来

た
人

た
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
常
陸
、
下

毛
野
に
送
り
、
農

地
を
与

え
た
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
記
事
が
散

見
す
る
の
で
あ

る
σ
も
う

少
し
引
用

し
て
み
よ
う
。

な
つ
う

つ

ぎ

き
の
え
う
ま

み
つ
の
と
の
う
の
ひ

つ
く
し
の
お
牴
み
こ
と
も
ち

お
の
つ
か
ら
に
ま
う
お
も
ぶ

「
同
年
夏

四
月

の
甲
午

の
朔

癸

卯

に
、
筑
紫

大

宰
、
投

化

し

ら

き

ほ
ふ
し
あ
ま

た

み

を
の
こ
め
の
こ
は
た
ち
あ
ま
り
ふ
た
り

た
て
ま
つ

む
さ
し
の
く
に

は
ぺ

け
る
新
羅
の
僧
尼
及
び
百
姓
の
男
女

二
十
二
人
を
献
る
。
武
蔵
国
に
居

た
ま

か
て
た
ま

な
り
は
ひ

ら

し
む
。

田
賦

ひ
稟
受

ひ
て
、
生
業
を
安

か
ら

し
む
。
」

さ

つ

き

つ
ち
え
の
う
ま

く

だ

ら

き
や
う
す
と
く

ぎ
の
と
の
う
し
の
ひ

「
持
統

二
年

(六
八
八
)
五
月

の
戊
午

の
朔

乙

丑

に
、
百
済

の
敬
須
徳

な

り

か

ひ
の
く
に

う
つ

那
利
を
以

て
、
甲
斐
国

に
移
す
。
」

「持
統
三
年
(六
八
九
)
疆
呪
藁
叺
嬲
漏
明
殊
麒
舞
醵
・お
攤
からにまう儂
ぶけ

し

ら

き
ひ
と

し
も
つ
け
の

は
べ

る
新
羅
人
を
以

て
、
下
毛
野
に
居
ら
し
む
。
」

み
つ
の
え
さ
b
の
ひ

ま
う
お
も
ぶ

か
ん
な

ま

こ

「
持

統

四

年

(六
九
〇
)
二

月

壬

申

に
、

帰

化
け

る
新

羅

の
韓

奈

末

許

四
こ

ま

ら

と
をあ
ま
ウ
ふ
た
り

むさ
し
のく
に

は
べ

満
等
十

二

人
を
以

て
、
武
蔵
国
に
居

ら
し
む
。」

こ
の
よ
う
に
し
て
、
東

国
各
地
に
分
散
定
住

さ
せ
ら
れ

た
の
だ

っ
た
が
、

こ

こ
で
特
に
注
目
さ
れ

る
の
は
、,
高
麗
人

で
あ

る
。
高
麗
人

の
場
合
、
霊
亀

二
年

(
七

一
六
)
に
武
蔵

国
の

一
ヶ
所

に
移

し
集

め
ら

れ

て
、

高
麗
郡
と

い
う
郡
が

新
設
さ
れ

る
に
至
る
の
で
あ

る
。

『
続

日
本
書
紀
』

に
、
次

の
よ
う

に
あ
る
。

「
駿
河
、
甲
斐
、
相
模
、
上
総
、
下
総
、
常
陸
、
下
野
七
国

の
高
麗
人

千
七
盲
九
十
九
人
を
武
蔵
国

へ
遷

し
、
始

め
て
高
麗
郡
を
置
く
。
」

こ
の
七

ヶ
国

お
よ
び
武
蔵
国
は
、

「
東
歌
」

の
中
心
部

で
あ
り
、
か

つ
そ

の

大
半

を
お
お

っ
て
い
る
。
高
麗

は
も
と
高
句
麗
を
さ
し
、
後
に
は
朝
鮮
全
体

の

称
と
な

る
の
だ
が
、

「
東
歌
」

に
お
け
る

「
高
麗
錦
」

の

「
高
麗
」
は
ま
だ
狭

義

の
そ
れ

で
あ

っ
た
ろ
う
。
東
国
各
地
に
送
り
込
ま
れ
た
彼

ら
が
、
本

国
か
ら

大
切

に
持

っ
て
来
た
錦
、
・あ
る

い
は
彼
ら
が
そ

の
技
術
を
も

っ
て
し
て
名
産

な

錦
を
日
本

で
織

っ
た
り
し
た

の
か
も
し
れ

な
い
。

そ

の
錦
で

つ
く

っ
た
紐

は
、

青
春
期

の
若
者
た
ち

の
あ

こ
が
れ

の
品
、

ま
た
は
青
春

の

シ
ソ
ボ

ル
の
よ
う
な

品
だ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。

「
高
麗

錦
ー

紐
」
が
、
大
胆

な
恋

の
歌

に
ぎ
ま

っ
て
登
場
す
る

〈
歌
こ
と
ば
〉
と
な
る
に
は
、

そ
れ

な
り
の
理
由
が
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。

「高

麗
錦
」
ぽ

お
そ
ら
く
、

こ
う

し
た
背
景

の
中

か
ら
、
ま
ず
東

国
で
歌

の
素
材
に
な
り
、

そ
の
歌

に
よ

っ
て

〈
歌

こ
と
ば
〉
と

し
て
都

の
方

へ

波

紋
を
広
げ

て
い

っ
た
ろ
う
、
と

い
う

の
が
私

の
仮
説

で
あ

る
。
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4

次

に
、

「
か
ら

衣
」
幽
は
ど
う

か
。

「
か
ら
衣
」

の
用
例

は
、
万
葉
集
中

に
七
例
、
そ

の
う
ち
東
国
関
係
歌
は

二

例
。
東
歌
、
防
人
歌

に
例
が
あ

る
こ
と
、
す

で
に
冒
頭

に
引
用
し

て
お

い
た
。

万
葉
集
歌

に

つ
い
て
は
の
ち
に
検
討
す

る
と

し
て
、

「
か

ら

衣
」

と

い
う

〈
歌

こ
と
ば
〉
が
東
国

の
イ

メ
ー
ジ
を
持

っ
て
い
た
ら

し
い
徴
証

に
つ
い
て
記

し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、

「
か
き

つ
ば

た
」
を
折
句

に
し
た
、
伊
勢
物
語
、
古
今
集

に
出
て
来

る
周
知

の
歌

で
あ

る
。

か
ら
衣
き

つ
つ
な
れ

に
し

つ
ま

し
あ
れ
ば

は
る
ぽ
る
き

ぬ
る
旅
を
し
そ
思

ふ

な
ぜ
、

こ
こ
で

「
か
ら
衣
」
な

の
か
。

「
か
ら
衣
」
が
、
東
下
σ

の
道
す
が

ら

の
歌
だ
と

い
う
作
歌
事
情
と
全
く
関
係
が
な

か

っ
た

の
か
ど
う
か
。
ご
存
知

の
通

り
、
通
説

で
は
、

「
か
ら
衣
」
は

「
着
」

に
か
か
る
枕
詞

で
あ

っ
て
そ
れ

以
上

で
も
以

下
で
も
な

い
。

「
か
ら
衣
」

の

「
か
ら
」
は
美
称
と
し
て

の
意
味

し
か
な
い
、
と
す

る
の
が
通
説

で
あ

っ
た
。
古
今
集
中

の

「
か
ら
衣
」

の
用
例

は
、

『
国
歌
大
観
』

に
よ
れ
ば
十
例
。
業
平

の
掲
出
歌
を
除

い
た
九
首

に
は
、

と
く

に
東

国
を
強
く
意
識

さ
せ
る
歌

は
な

い
。

た

だ
、
九

首

中

の

一
首
、
次

あ
づ
ま

の
歌

は
、
前
後

に

「
東

の
方

へ
ま

か
り
け

る
」
折

の
歌

に
は
さ
ま
れ

て
置
か
れ

て

い
る

「離

別
歌
」

で
、
東

国

へ
と

出
発
す

る
男

へ
う

た
い
か
け
ら
れ

た
歌

で

あ

る
可
能
性
が
高

い
。

題
し
ら
ず

読

み
人

し
ら
ず

か
ら
衣

た
つ
日
は
き
か
じ
朝
露

の
置
き
て
し
ゆ
け
ぽ
消

ぬ
べ

き

も

の

を

(古
今

・
巻
八

・
三
七
五
)

つ
か
さ

た
ま

め

こ
の
歌
は
、
あ
る
人
司
を
賜
は
り
て
、
新

し
き
妻

に

つ
き

て
、
年
経

て
住
み
け
る
人
を
ぽ
捨

て
て
、

た
だ
、

「
明

日
な
む
立

つ
」
と
ば

か

り
言

へ
り
け
る
時
に
、

と
も

か
う
も

言
は
で
、

よ
み

つ
か
は
し
け

る

捨

て
ら
れ

た
古
女
房
か
ら
、
任
官
し
て
任
地

へ
旅

発

潔
男
へ
送

ら

れ

た

歌

で
、
「
か
ら
衣
」
は
、
「
裁

つ
」
の
意
で

「
発

つ
」
と
掛
け
ら
れ

た

「
た

つ
旧
」

に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
。

ど
こ

へ
発

つ
の
か
、
東
国

へ
発

つ
意
が

「
か
ら
衣
」

に
籠

め
ら
れ
て

い
た

の
で
は
な
か

っ
た
か
。

こ
の
歌

と
並
ん
で
次

の

歌

が

あ

る
。

き
み
と
し

ひ

た

ち

常
陸

へ
ま
か
り
け
る
時
に
、

藤
原
公
利
に
よ
み
て

つ
か
は
し
け

る

う
つ
く

寵

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

さ
な
け

に
見

べ
き
き
み
と
し
頼
ま
ね
ば
思
ひ
た
ち
ぬ
る
草

枕
な
り

(古

今

・
巻
八

・
三
七
六
)

男

の
名
前

「
き
み
と
し
」
と
、
男

の
任
地

「
ひ
た
ち
」
と
が

詠
み
込
ま
れ

た

物
名
歌

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
さ
り
気
な
く
作

歌

の
モ
チ
ー
フ
に
関
わ
る
地
名

等

を
読

み
込
む
技
法
が
喜
ぼ
れ
た
時
代

の
歌

で
あ
る
。
業
平

の
歌
、
読

み
人
知
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ら
ず

の
歌

の

「
か
ら
衣
」
も
、
じ

つ
は
東
国
を
指
示
し
て

い
た

の
だ
、
と
見
て

も

不
思
議

で
は
な

い
の
で
は
な

い
か
。

さ
ら

に
は
、
源
氏
物
語

で
あ
る
。
た
だ

で
さ
え
末
摘
花

に
辞
易
し
て

い
る
源

琉
が
、
末
摘
花
の
歌

の
ワ
ン

・
パ
タ
ー
ソ
で
あ
る

こ
と
に
あ
き
れ
か
え
る
。

か
ら
衣
君
が
心

の
つ
ら
け
れ
ば
た
も
と
は
か
く
そ
そ
ぼ
ち

つ
つ
の
み

わ
が
身

こ
そ
う
ら

み
ら
れ
け
れ
か
ら
衣
君
が
た
も
と
に
な
れ
ず

と
思

へ
ば

歌

と

い
う

と

「
か
ら

衣

」

と

く

る

。

お

く

っ
て

や

る

。

源
氏
は

つ
い
に
、

次

の
歌
を
末
摘

花
に

か
ら
衣
ま
た
か
ら

こ
ろ
も

か
ら
こ
ろ
も

か

へ
す
が

へ
す

も
か
ら

こ
ろ
も
な

る
こ

の
末

摘
花
が
、
東
国

は
常
陸

の
親

王

(常
陸
国
大
守
で
あ
る
親
王
)
の

娘

な

の
で
あ

っ
た
。

さ
ら

に
言

え
ぽ

「
か
ら
衣
君
が
心

の

つ
ら
け
れ
ぽ
…
…
」

の
歌

は
、

「
み
ち
の
く

に
紙
の
厚
肥

え
た
る
」

に
書

か
れ

て
,い
た
、
と

し
て
あ
る
。

末
摘

花
と

い
う

女
性

に
し
ろ
、
恋

の
歌

を
お
く
る

に

「
み
ち

の
く

に
紙

の
厚
肥

え
た
る
」

を
用
い
た
と

い
う

こ
と

に
し
ろ
、
平
安
朝
貴
族
社
会

か
ら
見
た
東
国

の
イ

メ
ー
ジ
の
反
照
と
見

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ぽ
、

「
か
ら
衣
」
は
、

一
般

に
言

わ
れ

る
よ
う

に
、
枕
詞

の
代
表
、
典
型
的
な
枕
詞
だ
か
ら

こ
こ
に
用

い
ら
れ

た
の
で
は
な

い
。
東
国

の
イ
メ
ー
ジ
を
負

っ
て
源
氏
物
語

に
登
場
し
て

い
る
、
と
見
な
す

べ
き

で
あ
る
。

5

で
は
、
東
歌

中

の

「
か
ら
衣
し

を
見

よ
う
。

け

あ

も

か
ら
衣
裾

の
う
ち
交

へ
あ

は
ね
ど
も
異

し
き
心

を
吾
が
思

は
な
く

に

十
四

・
三
四
八
二
)

か
ら

衣
裾

の
う

ち
交

ひ
あ

は
な

へ
ど
寝
な

へ
の
撚

に
乱
瀞

か
か

つ
も

・
或
本
歌
)

-、

(巻(同

「或
本
歌
」
と

は
さ
れ

て
い
る
が
、
後
者
は
前
者
と
は
別

の
作
、
と
見
な
す

べ
き

で
あ

る
。

「
か
ら
衣
」

の
出

て
く
る
歌
が
、
東
歌

に
は

二
首
あ
る

の
だ
。

た
だ
、
作
中

で
の

「
か
ら
衣
」

の
働
き
は
両
首
と
も
同
じ
で
あ
る
。

「
か
ら

衣
」

は
裾

の
う
ち
交

い
が
合
わ
な

い
、
そ

の
意

で
、
恋

の
歌

の
キ

ー

・
ワ
ー
ド

で
あ

る

「
逢

ふ
」
を
呼
び
起

こ
し

て
い
る
。

こ
れ
と
同
じ
用
例

の

「
か
ら

衣
」

が
都

の
歌

に
も
あ

っ
て
、

「
か
ら
衣
裾

の
'ー

逢

は
ぬ
」

の
展

開
を
持

つ
序

詞

部
を
形
成
し
て

い
る
。
引
用
し
て
お
こ
う
。

朝
影

に
わ
が
身
は
成
り

ぬ
か
ら
衣
裾

の
あ
は
ず

て
久
し

く
な
れ
ば

一
・
二
六

一
九
)

(巻
十

両
者

に
、
と
く

に
差
異
は
な
い
。

そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、

「
か

ら

衣
」

な

る

〈
歌

こ
と
ば
〉
が
、
東
国

の
イ

メ
ー
ジ
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
だ

ろ
う
。

「
か
ら
衣
」
は
、

ふ
ち

う
、
中
国
風

(唐
風
)
の
服

と
解

さ
れ

て
い

る
。

そ
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し
て
、
上
流
階
級
が
こ
れ
を
着

用
し
た
、
と
解

さ
れ

て
い
る
σ

《
一
部

の
上
流

社
会

で
は
大
陸
ふ
う

の
衣
服
を
着

て
い
た
。
御
物

の
聖
徳
太
子
像

で
見

る
よ
う

に
、
衣
は
丸
襟
で
、
腋

の
下
が
割
れ
、
膝

丈
よ
り
や
や
長
く
,
庶
民

の
服

の
よ

う

に
は
前

で
左
右
を
合
わ
せ
な
か

っ
た
。
》

(小
学
館

『
日
本
古
典
全
集
』
頭
注
)。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
が
、
通
説
と
な

っ
て
い
る
。
だ
が
、

こ
う
解
す

か
い

る
の
は
や
や
無

理
な
の
で
は
な

い
か
。
唐
風

の
服

に
は
、
裾

の
う
ち
交
が
な

い

の
で
あ

る
。
聖
徳
太

子
像

を
見
れ
ば
わ

か
る
よ
う

に
、
前
面
は

エ
プ

ロ
ン
の
よ

う

に

一
枚

の
布
が
垂
ら

さ
れ

た
か
た
ち

に
な

っ
て
い
て
、
も
と
も
と
裾
を
合
わ

せ
る
こ
と

は
な

い
・の
で
あ

る
。
そ
れ
な

の
に
、
以
上
三
首

の
用
例

は

い

ず

れ

'

も
、
裾
を
合
わ

せ
よ
う
と

し
て
も
合
わ
な

い
、

の
意

に
用

い
ら
れ
て

い
る
。

こ

こ
で
の

「
か
ら
衣
」

は
、
上
流
階
級
が
着
た
中
国
風

の
服
で
は
な
か

っ
た

の
で

は
な

い
か
。

じ

つ
は
、
冒
頭

に
掲
げ
た
よ
う

に
、

「
か
ら
衣
」
は
防
人
歌
中
に
も

一
回
登

場

し
て
い
る
。

こ
ろ
む

お
も

か
ら
衣
裾

に
取
り

つ
き
泣
く
子
ら
を
置
き
て
そ
来
ぬ
や
母
な

し

に

し

て

(巻
二
十

・
四
四
〇

一
)

を
さ
だ

こ
の
歌

の
作
者
他
田
舎
人
大
島

に
は
、
何
ら

か
の
事
清
が
あ

っ
て
妻
が

い
な

こ
ろ
む

か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

こ

こ
で

の

「
か
ら
衣
し

(
コ
ロ
ム
は
東
国
訛
音
)
は

ど
う

か
。

「唐

ふ
う

の
服
。
防

人
と

し
て
の
官
服

で
あ

ろ
う

。』

(『
万
葉
集
全
註
釈
』
)

と
見
る
説

も
あ

る
が
、
資
料
的
裏
付
け

は
な
く
、
中
国
風

の
服
と
見
る

の
は
無

理
で
あ

ろ
う
。

で
は
、
ど
う
理
解
す

べ
き
か
。

「
か
ら
衣
」,
の

「
か
ら
」

は
、
・
「
唐
」

で
も

あ
り
う
る
が

「
韓
」

で
も
あ
り
う
る
。

こ
こ
は

「
韓
」

の
意
に
と
り
、
具
体
的

に
は
、
高
句
麗

ふ
う

の
衣
服
と
理
解
す
る

の
が
よ

い
の
で
は
な
い
か
。

昭
和
四
十
七
年
、
ち

ょ
う
ど
高
松

塚
古

墳
が
発
見
さ
れ
て
大

さ
わ
ぎ
だ

っ
た

頃
、
大
阪
府
柏
原
市

の
玉
手
山
古
墳
群

の
石
室

で
、
壁

面
に
線
刻

さ
れ

た
三
人

の
人
物
画
が
発
見
さ
れ
た
。
人
物

の
高
さ
二
十

セ
ン
チ
ほ
ど
の
小

さ
な
も

の
だ

っ
た
と

い
う
。

「古

代
研
究
」
第

六
十
三
号
の
、

発
見

者
河
上
邦
彦

の
報
告
、

お
よ
び
そ
れ
を
紹
介
、

取

材

し

た

「朝

日
新

聞
」

(
昭
47
・
4

・
3
)
に
よ
る

と
、
三
人
は
、
ω
乗

馬
姿

、
②

武
人
ふ
う
、
③
貴

人
ふ
う

で
、
そ

の
顔

つ
き
、
.

衣
服
が
、
高

句
麗

の
古
墳

の
壁

画
に
そ

っ
く

り
な

の
だ
そ
う
だ
。

線
刻

画

の
模
写
図

を
見

る
匙
、
幽
②
武
人

ふ
う

は
ズ
ボ

ン
を

は
い
て
お
り
、
㈲

貴

人
ふ
う
は
前

を
合

わ
せ
る
服

を
着

て
立

っ
て
い
る
。
私
が

こ
こ
で
、
注
目
す

る
の
は
、
③

の
貴

人
ふ
う

で
あ

る
。
貴
人

ふ
う

は
、
聖
徳
太
子
像

の
よ
う
な
丸

襟
で
は
な
く
、

V
字
型

に
前

で
合
わ

せ
た
服
を

着

て
い
る
。

「
こ
の
貴
人

ふ
う

の

男
の
服

の
、
前

で
合

わ
せ
た
裾
が
、

は

っ
き

り
と
ず
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
稚

拙

な
絵

で
ハ

細
部

の
描
写

な
ど

一
切
省

か
れ

て
い
る
が
、
ω
武
人

ふ
う

の
頭

の

カ
ブ
ト

(ら

し
き
も

の
)
等
、

シ

ン
ボ

リ

ッ
ク
な
部
分
は
ち

堕
ん
と
特
徴

が
書

か
れ

て
い
る
。
、
前

で
合
わ

せ
た
服

の
裾

の
ず
れ
は
、
ヅ

ン
ボ

リ

ッ
ク
な
部
分
だ

っ
た
と

認
め
て
よ
さ
そ
う

で
あ

る
。

・

「
か
ら
衣
」

は
、

こ
の
、
高
句
麗

ふ
う

の
服

の
こ
と

で
は
な
か

っ
た

の
か
。

「
か
ら
衣
裾

の
う
ち
交
ひ
あ

は
な

へ
ば
…
…
」
、
「
か
ら
衣
」

の
シ
ン
ボ
リ

ッ
ク

な
部
分

は
、
裾

の
合
わ

せ
目
が
合
わ
な

い
点

で
あ

っ
た
。
も
し
、
こ

の
線
刻

画

の
よ
う
な
服
が

「
か
ら
衣
」
な
ら
ば
、
納
得
が
ゆ
く
。
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万
葉
集
中

で
、

「
か
ら
」

に
か
か
る
枕
詞

に

「
言

さ

へ
く
」
(「
さ
へ
く
」
は

障
る
の
意
で
、
言
葉
が
障
害
に
な
る
、
の
意
味
か
)、
「
さ

ひ

つ

る

や
」
(言
葉
の
意
味

が
わ
か
ら
ず
、
さ
え
ず
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
意
)
が
あ

る
。
「
さ
ひ
つ

る
や
」
系
統

で

「
漢
」

の
枕
詞
と
な

っ
て

い
る
例

(磁
叢

の
澀
ず
礫

の
君
が
驤
瑠
馮
爵

ぴ
づ

あ
や
め

ら

ふ
漢
女
を
す
ゑ
て
縫

へ
る
衣
ぞ
」

(巻
七

・
ご

一七
三
)
も
あ

る
が
㍉
「
か
ら
」

は

「
唐
」
で
あ

る
と
同
時
に

「韓
」

で
も
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。

東

国
に
居

住
さ
せ
ら
れ

た
高
麗
人

た
ち
は
、
先
住
民

の
間

に
す

ん
な
り
と
溶

け

込
め
た
わ
け
で
は
な

か

っ
た
。
点
在

し
て
い
た
彼
ら
を
、
武
蔵
国

の

一
ヶ
所

に
集
め
た
と
す

る
霊
亀

二
年

の
続

日
本
紀

の
記
事

は
、
高
麗
人
と
先
住
民
と

の

関
係
が

し

っ
く
り
と

い

っ
て
い
な

か

っ
た
事
情
を
推
測
さ

せ
る
。
ま
ず
、
や
は

り
、
言
葉

の
壁
が
大
き

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。
さ
ら

に
、
宗
教
、
習
慣
、
風
俗

等

そ
う
簡
単

に
変
え
ら
れ

る
も

の
で
は
な
く
、
食
物

に
し

て
も
服
装
に
し
て
も
、

日
常
的
な
も

の
は
な
お

の
こ
と
、
変
え
に
く
か

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。

高
麗
人
た
ち
は
、
日
本
風

の
服
を
着

る

こ
と
を
断

固
拒

否
し
て
、
.
高
麗
風

の

「
か
ら
衣
」

で
押
し
通
し
た

の
で
は
な
か

っ
た
。
と
く
に
、
東

国
地
方

に
居
住

さ

せ
ら
れ
た
高
麗
人
た
ち
は
、
数

も
多

か

っ
た
。

ま
た
、
も

し
か
し
た
ら
、
中

に
、
有
力
な
リ
ー
ダ
ー
が

い
た

の
か
も

し
れ

な
い
。
東

国
の
高
麗
人

は
、
高
麗

ふ
う

の
風
俗

を
強
く
保

持
す
る
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
た
、
と
想
像
す

る
こ
と
も

で
き
る

の
で
は
な

い
か
。

「高
麗

錦
」

「
か
ら

衣
」

は
、
再
び
言
う
が
、
ど
ヶ
も
東
国

の
イ
メ
ー
ジ
を

持

っ
た
語

で
あ

っ
た
ら

し
い
。

「
東
歌
」

「
防
人
歌
」

の
中

に
こ
れ
ら

の
語
が

登
場
す

る
の
は
単
な

る
偶
然

で
は
な

い
、
登
場
す

べ
く

し
て
登
場
し

て
い
る
と

考

え
る
方
が

よ
い
よ
う

で
あ

る
。

注

本
稿

の
論
旨
は
、
や
が

て

『
万
葉
集
東

歌
』

(
日
本
詩
人
選
)
の

一
章

を
構

成
す
る
は
ず

で
あ

る
。

な
お
、
末
摘
花

に
関

し
て
は
、
酒
席

の
雑
談

中

に
、
本

学
の
神
野
藤
昭
夫
助
教
授

に
示
唆

さ
れ

る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た

こ

と

を
付
記

し
て
お
く
。
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