
万葉歌におけるく模倣〉

「
模
倣
」
と
い
う
こ
と
を
、
万
葉
和
歌
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
問
題

化
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
山
部
赤
人
、
田
辺
福
麻
呂
、
大
伴

家
持
ら
の
長
歌
作
品
に
お
い
て
、
先
行
す
る
長
歌
作
品
、
特
に
柿
本
人
麻

呂
の
長
歌
作
品
と
の
詞
句
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し

た
場
合
、
類
似
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
独
自
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
低

い
評
価
が
与
え
ら
れ
、
「
人
麻
呂
の
表
現
を
襲
う
」
と
い
う
よ
う
な
捉
え

方
が
な
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
右
に
名
を
挙
げ
た
よ
う
な
専
門
的
歌
人

の
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
も
、
あ
な
が

ち
誤
り
で
は
な
い
と
見
ら
れ
る
が
、
広
く
万
葉
和
歌
全
体
に
お
け
る
「
模

倣
」
の
あ
り
方
を
見
渡
す
と
き
、
近
代
的
な
「
模
倣
」
で
は
捉
え
き
れ
な

い
歌
表
現
の
あ
り
方
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
を
本
論
で
は
特
別
な
意
味
を

込
め
て
〈
模
倣
〉
と
呼
び
た
い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
振
り
返
っ
て
見
た
と

き
、
専
門
的
歌
人
の
長
歌
作
品
な
ど
の
一
見
「
模
倣
」
と
見
え
る
類
似
表

現
に
つ
い
て
も
、
ま
た
異
な
る
見
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（１）

な
お
、
論
の
都
合
上
、
拙
稿
「
枕
詞
の
古
代
性
を
ど
う
見
る
か
」
と
、

内
容
的
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
が
、
ご
寛
恕
願
い
た
い
。

万
葉
歌
に
お
け
る
八
模
倣
Ｖ

一
、
は
じ
め
に

特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
Ⅱ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
側
「
模
倣
」
と
歌
ｌ
「
模
倣
」
の
思
想
と
創
造
性
を
考
え
る
１

万
葉
集
の
歌
の
特
質
と
し
て
、
し
ば
し
ば
類
歌
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
万
葉
集
歌
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
類
歌
性
を
古
代
共
同
体
の
残
津

（２）

と
し
て
位
置
づ
け
る
高
木
市
之
助
「
短
歌
の
古
代
性
」
が
提
唱
す
る
議
論

を
引
き
受
け
つ
つ
、
そ
れ
を
万
葉
歌
が
内
在
的
に
有
す
る
集
団
性
と
個
性（３）

の
問
題
と
し
て
論
じ
た
の
は
鈴
木
日
出
男
「
和
歌
に
お
け
る
集
団
と
個
」

で
あ
っ
た
。
鈴
木
論
に
よ
っ
て
、
歌
の
成
立
を
集
団
性
か
ら
目
覚
め
る
個

性
と
い
う
道
筋
で
捉
え
る
枠
組
み
が
捉
え
直
さ
れ
、
万
葉
歌
の
特
質
で
あ

る
類
歌
性
は
、
歌
が
必
然
と
し
て
内
在
し
、
歌
を
成
り
立
た
せ
る
「
型
」

と
し
て
の
意
義
が
与
え
ら
れ
た
。
集
団
性
を
担
う
「
型
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、

伝
達
可
能
な
個
性
の
表
現
が
可
能
と
な
る
と
論
じ
る
鈴
木
論
は
、
今
年
度

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」

に
つ
い
て
論
じ
る
出
発
点
と
な
る
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
「
型
」
と
言
う
時
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー

ジ
す
べ
き
か
な
の
だ
が
、
歌
に
見
ら
れ
る
「
型
」
を
論
ず
る
場
合
、
類
似

の
表
現
が
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
稿
者
に

は
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
状
況
が
、
万
葉
歌
の
世
界
に
は
広
が
っ
て
い

二
、
歌
表
現
の
共
有

大
浦
誠
士

- ６１ -
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封

劉

Ⅸ

（

⑫

三

一

八

五

）

な
ど
、
や
は
り
旅
の
歌
や
相
聞
歌
に
ま
で
広
が
り
を
も
っ
て
、
さ
ら
に
多

若
狭
な
る
三
方
の
海
の
浜
清
み
い
行
き
帰
ら
ひ
則
刈
剖
碑
馴
洲
刺
洲
剖

（
⑦
二
七
七
）

の
よ
う
な
旅
の
歌
に
お
け
る
土
地
讃
美
か
ら
、

秋
田
刈
る
仮
臓
の
宿
り
に
ほ
ふ
ま
で
咲
け
る
秋
萩
則
測
劃
倒
詞
洲
劇
洲

も

（⑩二一○○）

の
よ
う
な
季
節
歌
に
お
け
る
景
物
讃
美
、
さ
ら
に
は
、
少
数
で
は
あ
る
が
、

う
る
は
し
み
我
が
思
ふ
君
は
な
で
し
こ
が
花
に
な
そ
へ
て
則
刺
倒
飽

か
ぬ
か
も

（⑳四四五一）

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
相
聞
的
な
歌
に
お
け
る
恋
の
対
象
讃
美
の
文
脈
に
ま

で
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と
い
う
表
現
に
着
目
す
る
と
、

人
麻
呂
吉
野
讃
歌
を
は
じ
め
と
し
て
、

副
捌
倒
刷
判
酬
劇
吉
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
封
剣
側
バ
ベ
Ｗ

刷

劃

（

①

三

七

）

る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

試
み
に
万
葉
集
中
か
ら
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
と
い
う
詞
句
を
拾
う

と
、
人
麻
呂
関
係
の
、

い
に
し
へ
の
賢
し
き
人
の
遊
び
け
む
吉
野
の
川
原
副
捌
側
刷
刺
祁
削
判
洲

も

（⑨一七二五）

…
…
水
激
く
瀧
の
宮
処
は
則
刺
酎
型
馴
洲
刺
洲
剖
（
①
三
六
）

を
は
じ
め
と
し
て
、
異
伝
を
含
め
て
二
十
例
ほ
ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
用
例
は
、
人
麻
呂
関
係
歌
に
見
ら
れ
る
離
宮
讃
美
の
文
脈
を
脱

し る
、 ○

ま
そ
鏡
手
に
取
馴
持
ち
で
見
れ
ど
飽
か
い
君に後れて出試刷叩凸引Ⅳ

Ｉな
し

（⑫三一八五）

の
他
、
「
手
に
取
り
持
ち
て
」
に
限
る
と
他
に
十
例
ほ
ど
の
用
例
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
生
け
り
と
も
な
し
」
に
つ
い
て
は
、

人
麻
呂
泣
血
哀
働
歌
の
反
歌
を
筆
頭
に
、

衾
道
を
引
手
の
山
に
妹
を
置
き
て
山
道
を
行
け
削
酬
詞
Ⅵ
川
判
削
割
ｕ

（
②
二
一
三

剣
判
劉
創
鈍
剰
洲
釧
妹
に
逢
は
ず
し
て
月
の
経
ゆ
け
則
劇
画
Ⅵ
Ⅵ
割
引
刺

巻
向
の
穴
師
の
川
ゆ
行
く
水
の
絶
畑
ぶ
ご
ど
樹
○
劃
劒
滅
郁
呪
則
齪

（
⑦
二
○
○
）

な
ど
、
十
例
の
用
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
、
「
ま
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
」

についても、

く
の
用
例
を
拾
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
さ
に
類
句
の
典
型
と
言
え
よ

う
が
、
類
句
性
の
実
体
は
実
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
仮
に

右
に
波
線
を
施
し
た
「
ま
た
か
へ
り
見
む
」
「
ま
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
」

「
生
け
り
と
も
な
し
」
と
い
っ
た
詞
句
に
着
目
す
る
と
、
「
ま
た
か
へ
り
見

む
」
に
つ
い
て
は
、

磐
白
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
ま
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
ｈ
畠
見
む

（②一四一）

み
吉
野
の
秋
津
の
川
の
万
代
に
緬
似
識
ご
墜
輯
噛
對
洵
汎
斗
呪
則
酎

しＩ剥
召
銅
手
門
箭
禰
匙
捜
孑
餉
湧
銅
濁

（
⑪
二
五
○
三

見
む
時
さ
へ
や
恋
の
繁
け
む

（⑪二六三三）

君に後れて型州川凸引Ⅳ

（
⑥
九
二
）
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し

（⑫二九八○）

う
っ
せ
み
の
人
目
を
繁
み
逢
は
ず
し
て
年
の
経
ぬ
れ
剛
酬
剤
Ⅵ
Ⅶ
削
引

な
し

（⑫三一○七）

な
ど
、
九
例
の
用
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
類
歌
を
拾
う
作

業
が
、
ど
こ
ま
で
も
際
限
な
く
続
い
て
行
く
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
右
に
掲
げ
た
歌
に
お
い
て
も
、
類
句
を

辿
っ
て
い
く
中
で
、
再
び
先
に
見
て
い
た
詞
句
が
現
れ
た
り
、
類
句
を
有

す
る
歌
同
士
が
、
非
常
に
似
通
っ
た
型
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と

が
、
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
詞
句
に
つ
い
て
の
用

例
を
拾
う
だ
け
で
は
あ
ま
り
見
え
て
こ
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く

る
と
、
万
葉
集
の
歌
は
、
「
類
歌
性
・
類
句
性
」
と
い
う
用
語
で
は
捉
え

き
れ
な
い
ほ
ど
に
、
「
歌
表
現
の
網
の
目
」
と
も
呼
び
う
る
様
相
を
呈
し

て
結
び
あ
っ
て
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
類
似
す
る
詞
句
が
多
く
の
歌
に
用

い
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
程
度
を
超
え
て
、
歌
世
界
そ
の
も
の
が
類
似
表

現
に
よ
っ
て
縦
横
無
尽
に
結
び
合
う
構
造
体
の
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
歌
表
現
の
網
の
目
と
も
言
え
る
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る

も
の
は
何
な
の
か
。
類
似
の
表
現
と
い
う
こ
と
か
ら
ま
ず
浮
か
ぶ
の
は
「
模

倣
」
で
あ
る
が
、
「
模
倣
」
と
い
う
こ
と
が
、
明
確
な
歌
所
有
の
概
念
と
、

模
倣
す
る
対
象
歌
と
の
一
対
一
の
意
識
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
如
上
の

状
況
は
、
決
し
て
「
模
倣
」
と
い
う
概
念
で
は
捉
え
ら
れ
ま
い
。
そ
こ
に

は
、
一
旦
生
み
出
さ
れ
た
歌
の
表
現
は
、
誰
か
の
専
有
物
で
は
な
く
、
誰

で
も
使
用
可
能
な
共
有
財
産
と
し
て
あ
る
と
い
う
意
識
を
見
る
べ
き
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
歌
表
現
の
共
有
」
で
あ
る
。

た
だ
し
、
如
上
の
「
歌
表
現
の
共
有
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
「
歌

表
現
の
網
の
目
」
と
い
う
把
握
は
、
万
葉
集
の
歌
を
傭
撒
的
に
見
る
こ
と

や
や
唐
突
で
は
あ
る
が
、
類
型
的
な
表
現
に
よ
っ
て
歌
が
存
立
す
る
と

い
う
観
点
に
お
い
て
、
注
目
し
た
い
の
は
、
「
歌
経
標
式
』
に
見
ら
れ
る
「
古
」

の
概
念
で
あ
る
。

「
歌
経
標
式
』
の
「
四
雅
体
」
に
は
、
「
聚
蝶
」
、
「
謎
譽
」
、
「
双
本
」
、

「
短
歌
」
、
「
長
歌
」
と
続
い
た
後
に
、
歌
の
雅
体
を
成
り
立
た
せ
る
形
式

と
し
て
、
「
頭
古
腰
新
」
、
「
頭
新
要
古
」
、
「
頭
古
要
古
」
、
「
古
事
意
」
「
新

意
体
」
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
「
頭
」
は
第
一
句
、
「
腰
（
要
）
」

は
第
三
句
を
意
味
し
、
短
歌
形
式
に
お
い
て
「
古
」
と
「
新
」
を
ど
の
よ

う
に
配
置
す
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
新
」
の
み
に
よ

る
形
式
が
「
新
意
体
」
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
「
雅
体
」
を
な
す
形

式
に
お
い
て
は
、
「
古
」
の
配
置
へ
の
配
盧
に
傾
斜
が
見
ら
れ
る
こ
と
が

知れよう。

「
頭
古
腰
新
」
以
下
、
五
つ
の
形
式
に
お
い
て
例
歌
と
し
て
示
さ
れ
る

の
は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

「頭古腰新」

Ａ
矧
司
引
例
制
ひ
き
っ
の
へ
な
る
な
の
り
そ
も
は
な
は
さ
く

ま
で
い
も
あ
は
ぬ
か
も

「頭新要古」

Ｂ
あ
き
や
ま
の
も
み
ち
は
じ
む
る
し
ら
つ
ゆ
の
い
ち
し
ろ
き

が
で
き
る
立
場
か
ら
は
じ
め
て
可
能
な
把
握
で
あ
り
、
万
葉
集
中
に
お
け

る
一
首
一
首
の
歌
の
存
立
に
即
し
て
み
た
場
合
に
は
、
ま
た
別
の
捉
え
方

が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
古
代
的
な
く
模
倣
〉
を
考
え
て

み
る
可
能
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
歌
を
成
り
立
た
せ
る
「
古
」
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Ｄ
か
ぜ
ふ
け
ば
。
測
渕
割
引
判
酬
剖
た
っ
た
や
ま
い
と
に
ほ
は

せ
る
あ
さ
が
ほ
の
は
な

「新意体」

Ｅ
し
ほ
み
て
ば
い
り
ぬ
る
い
そ
の
く
さ
な
ら
し
み
る
ひ
す
く

な
く
こ
ふ
る
よ
お
ほ
み

Ａ
は
「
当
麻
大
夫
の
伊
勢
に
陪
駕
し
て
婦
を
思
ふ
歌
」
と
記
さ
れ
る
。
「
梓

弓
は
是
れ
古
事
の
瞼
に
し
て
、
引
津
は
是
れ
瞼
の
名
な
り
」
と
い
う
記
述

か
ら
は
、
「
あ
づ
さ
ゆ
み
」
の
「
引
津
」
を
導
く
枕
詞
と
し
て
の
働
き
が
「
古

事
の
瞼
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｂ
で
は
第
三
句
の
「
し
ら
っ

ゆ
の
」
が
「
古
事
」
と
さ
れ
る
が
、
第
四
句
の
「
い
ち
し
ろ
」
が
「
職
の
名
」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
三
句
ま
で
の
序
詞
が
第
四
句
を
導
く
形
式

の
謂
い
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
「
古
事
意
」
と
さ
れ
る
Ｄ
に
お
い

て
も
、
「
二
句
の
蓋
の
瞼
に
依
り
て
三
句
の
山
の
名
を
顕
す
。
故
、
古
事

意
と
日
ふ
」
と
あ
り
、
第
二
句
ま
で
の
序
詞
が
第
三
句
を
導
く
型
を
も
っ

て
「
古
事
意
」
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
Ｃ
に
お
い
て
は
、
「
あ
を
に

よ
し
」
「
し
ろ
た
へ
に
」
と
も
に
「
古
事
」
で
あ
る
旨
の
記
述
の
み
伴
う
が
、

「
あ
を
に
よ
し
」
に
つ
い
て
は
、
Ａ
の
「
あ
づ
さ
ゆ
み
」
と
同
様
に
考
え

ら
れ
る
。
一
方
「
し
ろ
た
へ
に
」
に
つ
い
て
は
、
「
歌
経
標
式
注
釈
と

（４）
研
究
」
が
、
二
万
葉
集
』
中
に
は
雲
・
雪
な
ど
の
白
色
の
も
の
を
導
く
例

が
多
く
あ
り
、
そ
れ
を
慣
用
的
表
現
と
認
め
て
「
古
事
」
と
い
う
の
で
あ

ま
で
い
も
に
あ
は
ぬ
か
も

「頭古要古」

Ｃ
あ
を
に
よ
し
な
ら
や
ま
が
よ
ひ
ｕ
刈
副
判
到
口
こ
の
た
な
び

く
は
は
る
か
す
み
な
り

薑忌
童は

…
…
冬
夏
と
別
く
こ
と
も
な
く
副
刺
劃
口
雪
は
降
り
置
き
て

（⑰四○○三）

の
三
例
を
挙
げ
て
い
る
の
に
依
っ
て
お
く
。
「
し
ろ
た
へ
に
」
を
「
古
事
」

と
す
る
こ
と
は
、
「
歌
経
標
式
」
が
枕
詞
や
序
詞
を
も
っ
て
「
古
事
」
と

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
概
念
で
、
類
型
的
な
表
現
を
含
ん
で

「
古
事
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

類
型
的
・
様
式
的
な
「
古
事
」
に
よ
っ
て
歌
が
成
り
立
つ
こ
と
、
ま
た
「
古

事
」
に
よ
っ
て
こ
そ
「
新
意
」
が
生
き
て
く
る
こ
と
を
「
歌
経
標
式
」
は

主
張
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
「
古
事
」
と
さ
れ
て
い
る
枕

詞
や
序
詞
、
ま
た
類
型
的
な
詞
句
の
使
用
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
明
確

な
所
有
の
概
念
を
伴
う
一
対
一
の
模
倣
の
意
識
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
の

で
あ
る
が
、
一
首
の
歌
の
存
立
の
視
点
に
立
っ
た
場
合
に
は
、
「
古
」
に
倣

う
と
い
う
実
践
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
そ
こ
に
言
う
「
古
」

と
は
、
単
に
古
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
繰
り
返
さ
れ
る

、

、

、

こ
と
に
よ
っ
て
今
あ
る
「
古
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
古
」
と
認
識
さ

せ
る
の
は
、
表
現
の
累
積
が
醸
し
出
す
、
時
の
厚
み
の
感
覚
な
の
で
あ
ろ
う
。

、

、

、

、

今
こ
こ
に
幻
想
さ
れ
る
「
古
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
古
」
に
倣
う
実

践
を
、
特
別
な
意
味
を
込
め
て
〈
模
倣
〉
と
捉
え
て
み
る
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
。
〈
模
倣
〉
に
よ
っ
て
歌
は
先
述
し
た
歌
表
現
の
網
の
目
に
繋
ぎ
止

め
ら
れ
、
安
定
し
た
「
雅
体
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ろう。」として、

馬
並
め
て
高
の
山
辺
を
創
剴
Ｈ
Ｎ
側
に
ほ
は
し
た
る
は
梅
の
花
か
も

（⑩一八五九）

つ
の
さ
は
ふ
磐
余
の
山
に
創
剴
判
引
卿
か
か
れ
る
雲
は
皇
子
か
も

（⑬三三二五）
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万葉歌におけるく模倣〉

万
葉
歌
に
お
け
る
〈
模
倣
〉
の
典
型
例
は
、
先
掲
の
『
歌
経
標
式
』
に

お
い
て
も
「
古
事
」
の
実
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
枕
詞
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
枕
詞
研
究
に
は
、
枕
詞
を
発
生
論
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
方
向

と
、
表
現
と
し
て
の
機
能
を
修
辞
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
方
向
と
が
存
し

た
が
、
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
枕
詞
の
持
つ
不
思
議
な
ま
で
の
喚
起

力
を
、
「
詩
学
」
と
し
て
論
じ
る
必
要
性
を
説
い
た
の
は
、
西
郷
信
綱
「
枕

（５）

詞
の
詩
学
」
で
あ
っ
た
。
西
郷
論
は
、
枕
詞
を
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
の
も
の

と
捉
え
た
上
で
、

た
ま
き
は
る
宇
智
の
大
野
に
馬
並
め
て
朝
踏
ま
す
ら
む
そ
の
草
深
野

（①四）

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
如
く
今
盛
り
な
り

（③三二八）

と
い
っ
た
枕
詞
の
持
つ
喚
起
力
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

と
に
か
く
こ
う
し
て
「
あ
を
に
よ
し
」
も
「
た
ま
き
は
る
」
も
、

下
旬
へ
の
か
か
り
具
合
が
不
明
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
喚
起

力
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
や
、
そ

、

、

、

、

、

れ
は
果
た
し
て
不
明
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
な
の
で
あ
る
か
ど
う

か
。
む
し
ろ
不
明
で
あ
る
が
故
に
、
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
、
枕
の
被

枕
へ
の
関
連
が
不
透
明
さ
と
暖
昧
さ
と
を
多
分
に
ふ
く
む
か
ら
こ

そ
、
そ
こ
に
独
自
の
喚
起
力
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
え
な
く
も
な
い
。
先
人
（
下
河
辺
長
流
）
も
、
い
に
し
え
の
歌
が
「
た

け
高
く
」
き
こ
え
る
の
は
枕
詞
や
序
詞
に
負
う
も
の
が
あ
る
と
い
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
多
分
こ
こ
に
い
う
喚
起
作
用
の
問
題
と
か
さ
な

四
、
〈
模
倣
〉
と
し
て
の
枕
詞

る
は
ず
で
あ
る
。

（６）

ま
た
、
品
田
悦
一
「
枕
詞
世
界
の
謎
を
体
感
す
る
」
が
、

つ
ま
り
、
枕
詞
に
は
〃
実
質
的
な
意
味
″
は
な
い
代
わ
り
に
、
あ
る

種
の
力
が
備
わ
っ
て
い
る
。
物
体
に
た
と
え
て
言
え
ば
、
色
や
形
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
手
応
え
だ
け
は

ず
っ
し
り
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
言
う
不
思
議
な
性
質
が
あ
る
の
だ
。

と
し
て
、
そ
の
「
不
思
議
な
性
質
」
を
、
枕
詞
が
本
来
声
に
お
い
て
発
せ

ら
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
の
も
、
西
郷
論
と
同
種
の

発
言
と
し
て
参
看
さ
れ
よ
う
。

語
義
や
か
か
り
具
合
が
不
明
で
あ
る
が
故
に
持
つ
並
々
な
ら
ぬ
喚
起
力

と
い
う
こ
と
を
実
証
的
に
論
じ
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
が
、
万
葉
歌

に
あ
る
程
度
触
れ
た
こ
と
の
あ
る
誰
も
が
、
西
郷
論
が
言
う
よ
う
な
枕
詞

の
持
つ
魔
術
的
と
も
言
え
る
喚
起
力
を
皮
膚
感
覚
で
感
じ
取
っ
て
き
た
こ

と
も
確
か
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（７）

拙
稿
「
枕
詞
の
古
代
性
を
ど
う
見
る
か
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
喚
起
力

について、
枕
詞
は
主
体
の
叙
述
を
超
え
た
社
会
的
古
文
脈
に
置
か
れ
、
主
体
の

意
図
を
超
え
て
外
部
に
向
か
っ
て
開
か
れ
、
あ
た
か
も
古
伝
承
を
背

負
う
か
の
よ
う
な
権
威
性
ｌ
非
日
常
性
と
言
い
換
え
た
方
が
よ
か

ろ
う
か
ｌ
を
装
い
つ
つ
、
人
々
ｌ
作
者
、
享
受
者
を
超
え
た

ｌ
の
問
に
共
感
を
生
み
出
し
、
人
々
を
歌
の
世
界
へ
と
巻
き
込
ん

で
ゆ
く
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
、
枕
詞
の
置
か
れ
る
文
脈
と
幻
想
さ
れ
る
「
古
」
に
よ
る
共
感
性
か
ら

の
説
明
を
試
み
た
の
だ
が
、
本
稿
の
趣
旨
に
沿
っ
て
捉
え
直
す
と
す
れ
ば
、

歌
表
現
の
共
有
的
状
況
が
織
り
な
す
網
の
目
に
繋
が
ろ
う
と
す
る
実
践
と

- ６５ -



特集・〈型〉のダイナミズムⅡ

万
葉
歌
に
見
ら
れ
る
類
歌
性
を
手
が
か
り
に
、
〈
模
倣
〉
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
み
た
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
な
長
歌
作
品
に
お
け
る
類
似
表
現
に

つ
い
て
も
、
一
対
一
の
模
倣
意
識
よ
り
も
、
讃
歌
や
挽
歌
な
ど
の
歌
世
界

に
繋
が
ろ
う
と
す
る
〈
模
倣
〉
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。

し
て
の
〈
模
倣
〉
の
繰
り
返
し
が
生
み
出
す
喚
起
力
と
捉
え
る
こ
と
が
で

些弍こし-李宅『ノＯ

（８）

一
方
、
廣
岡
義
隆
『
上
代
言
語
動
態
論
』
は
、
枕
詞
の
用
例
数
に
お
い

て
、
孤
例
の
枕
詞
が
一
九
六
件
、
二
例
の
も
の
が
六
五
件
と
多
数
を
占
め

る
こ
と
か
ら
、
枕
詞
の
本
質
を
「
言
語
遊
戯
」
と
す
る
。
た
し
か
に
、

君
に
恋
ひ
い
た
も
す
べ
な
み
調
鯛
刎
突
の
み
し
泣
か
ゆ
朝
夕
に
し
て

（③四五六）

夏
葛
の
絶
え
ぬ
使
の
よ
ど
め
れ
ば
事
し
も
あ
る
ご
と
思
ひ
つ
る
か
も

（④六四九）

掬
引
捌
刎
今
木
の
嶺
に
茂
り
立
つ
蠕
松
の
木
は
古
人
見
け
む

（⑨一七九五）

な
ど
の
枕
詞
は
、
そ
の
一
回
性
に
特
徴
が
あ
り
、
土
橋
寛
が
「
枕
詞
的
序

（９）詞
」
と
言
う
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
枕
詞
の
例
は
、
一
見
〈
模
倣
〉

と
し
て
の
枕
詞
と
い
う
把
握
と
は
矛
盾
す
る
も
の
と
も
見
え
る
が
、
こ
れ

（旧）

ら
の
枕
詞
に
お
い
て
も
、
主
文
脈
と
は
異
な
る
文
脈
に
突
然
現
れ
る
五
音

句
が
主
文
脈
の
語
を
引
き
出
し
て
く
る
と
い
う
「
型
」
に
お
い
て
は
共
通

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
枕
詞
が
持
つ
序
詞
的
と
も
言
え
る
比
嶮

性
や
遊
戯
性
も
、
そ
の
「
型
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に

ま
た
、
〈
模
倣
〉
は
、
枕
詞
の
よ
う
な
典
型
例
を
除
く
と
、
作
者
不
明

歌
を
中
心
と
し
て
、
後
期
万
葉
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
傾
向
を
持
つ
。
こ
の

傾
向
は
お
そ
ら
く
、
作
者
不
記
載
の
歌
巻
を
は
じ
め
と
し
て
、
万
葉
集
が

（Ⅲ）

「
古
今
構
造
」
を
持
つ
こ
と
と
関
わ
り
、
万
葉
歌
の
歴
史
全
体
に
お
け
る

「
古
」
と
「
今
」
と
に
お
け
る
模
倣
の
問
題
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

課
題
は
多
い
が
、
ひ
と
ま
ず
結
び
と
し
た
い
。

注
（
１
）
拙
稿
「
枕
詞
の
古
代
性
を
ど
う
見
る
か
」
亀
国
文
学
解
釈
と
観

賞
」
（
ぎ
よ
う
せ
い
、
七
六
巻
五
号
、
二
○
三
年
五
月
）
。

（
２
）
高
木
市
之
助
「
短
歌
の
古
代
性
」
（
「
古
文
芸
の
論
』
岩
波
書
店
、

一九五二年）。

（
３
）
鈴
木
日
出
男
「
和
歌
に
お
け
る
集
団
と
個
」
（
「
古
代
和
歌
史
論
」

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
○
年
）
。

（
４
）
沖
守
卓
也
佐
藤
信
平
沢
竜
介
矢
嶋
泉
『
歌
経
標
式
注
釈

と
研
究
」
（
桜
楓
社
、
一
九
九
三
年
）
。

（
５
）
西
郷
信
綱
「
枕
詞
の
詩
学
」
二
古
代
の
声
』
朝
日
新
聞
社
、

一九八五年）。

（
６
）
品
田
悦
一
「
枕
詞
世
界
の
謎
を
体
感
す
る
」
（
頁
う
た
】
を
よ

む
’
三
十
一
字
の
詩
学
」
（
三
省
堂
、
一
九
九
七
年
）
。

（
７
）
前
掲
（
注
１
）
拙
稿
。

（
８
）
廣
岡
義
隆
『
上
代
言
語
動
態
論
』
（
塙
書
房
、
二
○
○
五
年
）
。

（
９
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
論
」
（
三
一
書
房
、
一
九
六
○
年
）
。

（
岨
）
井
手
至
「
万
葉
文
学
語
の
性
格
」
昌
萬
葉
集
研
究
」
第
四
集
、
塙

書
房
、
一
九
七
五
年
）
、
同
「
枕
詞
ｌ
序
詞
と
の
関
連
に
お
い
て
ｌ
」

（
『
国
語
国
文
」
四
六
巻
五
号
一
九
七
七
年
六
月
）
。

（
Ⅱ
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
上
』
（
塙
書
房
、
一
九
七
四
年
）
。
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