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　「
を
つ
づ
」
あ
る
い
は
「
を
つ
つ
」
と
い
う
語
が
、『
萬
葉
集
』
に
だ
け
四
例
見
え
る
。
ど
ち
ら
の
語
形
も
、「
う
つ
つ
（
現
）」
と
同

源
・
同
義
の
語
だ
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
説
明
の
適
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
語
の
内
部

構
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
語
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
か
、
な
ど
の
点
に
つ
い
て
私
見
を
述

べ
る
。

　
初
出
の
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
は
、
山
上
憶
良
の
「
鎮
懐
石
を
詠
む
歌
一
首 

短
歌
を
併
せ
た
り
」（
巻
第
五
目
録
）
の
う
ち
、
長
歌
の

末
尾
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

1
　
か
け
ま
く
は���

あ
や
に
恐か
し
こし���

足た
ら
し
ひ
め

日
女���

神
の
命み
こ
と

���

韓か
ら

国く
に

を���

向
け
平
ら
げ
て���

御み
こ
こ
ろ心
を���

鎮し
づ

め
給
ふ
と���

い
取
ら
し
て���

斎い
は

ひ
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給
ひ
し���

真
玉
な
す���

二
つ
の
石
を���

世
の
人
に���

示
し
給
ひ
て���

万よ
ろ
づ
よ代
に���

言
ひ
継
ぐ
が
ね
と���

海わ
た

の
底���

沖
つ
深
江
の���

海う
な

上か
み

の���

子こ

負ふ

の
原
に���

御み

手て

づ
か
ら���

置
か
し
給
ひ
て���

神か
む

な
が
ら���

神
さ
び
い
ま
す���

奇く

し
御み

魂た
ま���

今
の
遠
都
豆
に���

尊た
ふ
とき
ろ
か
む�

�

〔
五・
八一三〕

2
　
天あ

め

地つ
ち

の���
共
に
久
し
く���

言
ひ
継
げ
と���

こ
の
奇
し
御
魂���

敷
か
し
け
ら
し
も�

〔
五・
八一四〕

　
こ
の
二
首
の
直
前
に
置
か
れ
た
序
に
は
、

往い
に
し
へ者

、
息お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

長
足
日
女
命
、
新し
ら
き
の
く
に

羅
国
を
征
討
し
給
ひ
し
時
に
、
こ
の
両ふ
た

つ
の
石
を
用も

ち
て
、
御
袖
の
中
に
插さ
し

著は
さ

み
て
、
鎮し
づ

懐め

と
為な

し
給

ひ
き
。

と
あ
る
。
ま
た
、
右
の
1
の
歌
に
は
「
韓か

ら

国く
に

を
向
け
平
ら
げ
て
、
御み
こ
こ
ろ心

を
鎮し
づ

め
給
ふ
と
…
」
と
あ
る
。
息
長
足
日
女
命
つ
ま
り
神
功
皇
后

が
、
袖
の
中
に
挟
む
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
落
ち
着
か
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
「
二
つ
の
石
」
が
、
二
首
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
「
奇く

し
御み

魂た
ま

」

と
呼
ば
れ
て
い
る
「
鎮
壊
石
」
で
あ
る
。
そ
の
「
二
つ
の
石
」
は
、「
今
の
遠
都
豆
に
」
尊
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
二
首
に
は
左
注

も
付
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
「
右
の
事
を
伝
へ
言
ふ
は
、
那な

か
の
こ
ほ
り

珂
郡
伊い

知ち
の

郷さ
と

蓑み
の

嶋し
ま

の
人
建た
け

部べ
の

牛う
し

麻ま

呂ろ

こ
れ
な
り
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。

　『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
や
、『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
『
筑
前
国
風
土
記
』
な
ど
で
は
、
皇
后
は
自
分
の
出
産
を
後
日
に
延
ば
す
た
め

に
石
を
腰
に
挟
ん
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
石
を
腰
に
挟
ん
で
出
産
を
延
ば
し
た
と
い
う
意
味
の
こ
と
は
、
1
・
2
の
二
首
の
歌

句
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
は
、
生
々
し
い
表
現
は
歌
に
不
適
切
だ
と
判
断
し
た
う
え
で
の
措
置
か
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
序
の
「
…
鎮し

づ

懐め

と
為な

し
給
ひ
き
」
と
い
う
記
述
の
直
後
に
、
小
字
に
よ
る
「
実ま
こ
とは
こ
れ
御み

裳も

の
中
な
り
」
と
い
う
説
明
が
挿
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入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
建
部
牛
麻
呂
の
伝
え
た
内
容
に
対
し
て
、
歌
の
作
者
で
あ
る
憶
良
が
別
の
記
録
を
重
ん
じ
て
加
え
た
説
明
だ

ろ
う
と
言
わ
れ
る
。

　
四
例
の
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
の
う
ち
、
残
る
三
例
は
ど
れ
も
大
伴
家
持
の
長
歌
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
古
語
に
関
心
の
強
い
家
持

が
憶
良
の
表
現
を
学
び
、
自
分
の
歌
に
も
用
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

3
　
射い

水み
づ

川が
は���

い
行
き
巡め
ぐ

れ
る���

玉
く
し
げ���

二
上
山
は
…
…
古い
に
しへ
ゆ���

今
の
乎
都
豆
に���

か
く
し
こ
そ���

見
る
人
ご
と
に���

か
け
て

し
の
は
め�

〔
十七・
三九八五〕

4
　
大
伴
の���

遠
つ
神か
む

祖お
や

の���
そ
の
名
を
ば���

大お
ほ

久く

米め

主ぬ
し

と���

負
ひ
持
ち
て���

仕
へ
し
官つ
か
さ…

…
大ま
す
ら
を夫

の���

清
き
そ
の
名
を���

古い
に
しへ

よ���

今
の
乎
追
通
に���

流
さ
へ
る���
親
の
子こ
ど
も等
そ
…�

〔
十八・
四〇九四〕

5
　
天す

め
ろ
き皇

の���

敷
き
ま
す
国
の���

天
の
下���
四よ

方も

の
道
に
は���

馬
の
爪���

い
尽
く
す
極
み���

舟
の
舳へ

の���

い
泊は

つ
る
ま
で
に���

古い
に
しへ

よ���

今
の
乎
都
頭
に���

万よ
ろ
づ
つ
き調���

奉ま
つ

る
つ
か
さ
と���
作
り
た
る���

そ
の
生な
り
は
ひ業

を���

雨
降
ら
ず���

日
の
重
な
れ
ば
…�

〔
十八・
四一二二〕

　
三
首
の
文
脈
の
中
で
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
よ
く
見
る
と
、
あ
る
物
や
こ
と
が
ら
が
遠
い
過
去

か
ら
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
、「
古
へ
ゆ
／
古
へ
よ
」
に
「
今
の
を
つ
づ
に
／
今
の
を
つ
つ
に
」
を
続
け
る
か

た
ち
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
き
の
1
の
歌
に
は
、「
古
へ
ゆ
／
古
へ
よ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
も
と
も
と
は
「
今
の

を
つ
づ
に
／
今
の
を
つ
つ
に
」
だ
け
で
用
い
ら
れ
て
問
題
は
な
か
っ
た
が
、
家
持
が
右
の
三
首
を
詠
ん
だ
時
期
に
は
「
古
へ
ゆ
／
古
へ

よ
」
を
伴
わ
な
け
れ
ば
そ
の
語
義
が
把
握
し
に
く
く
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
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　「
う
つ
つ
」
と
い
う
語
と
同
源
で
あ
り
同
義
だ
、
と
一
般
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
だ
が
、
こ
れ
ら
が
専
門

的
な
辞
書
や
『
萬
葉
集
』
の
注
釈
で
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
、
参
考
ま
で
に
見
て
み
る
。

　
ま
ず
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』〔
三
省
堂
〕
で
は
項
目
を
「
を
つ
づ
」
と
し
、「
ウ
ツ
ツ
と
通
じ
る
語
で
、
現
在
の
意
で
あ
ろ

う
」
と
解
説
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
書
の
「
考
」
の
欄
で
は
、「
ヲ
は
、
息
ノ
緒
・
年
ノ
緒
の
ヲ
で
継
続
す
る
も
の
の
意
、
ツ
ヅ
は
綴

ル
・
続
ク
な
ど
と
同
根
の
語
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

　『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
「
を
つ
つ
」
の
項
目
に
は
「
う
つ
つ
」
の
転
」
と
あ
る
だ
け
で
、
語
義
は
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
下
に

助
詞
「
に
」
が
き
て
「
を
つ
づ
に
」
と
濁
る
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
解
説
を
付
し
、
末
尾
音
節
の
清
濁
の
相
違
に
言
及
し
て
い
る
。『
日

本
国
語
大
辞
典
』〔
小
学
館
、
第
二
版
〕
で
は
、「
お
つ
つ
」
の
項
目
に
「（「
う
つ
つ
（
現
）」
と
同
源
語
。
上
代
「
に
」
に
続
く
と
き
は

「
を
つ
づ
に
」
と
下
の
「
つ
」
は
濁
音
化
し
た
と
い
わ
れ
る
）
今
。
現
在
。
現
実
。
う
つ
つ
。」
と
あ
る
。
末
尾
音
節
の
清
濁
に
関
す
る
解

説
は
、『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
解
説
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　『
古
語
大
辞
典
』〔
小
学
館
〕
に
は
、「
を
つ
づ
」
の
項
目
に
「
現
在
の
意
か
」
と
あ
り
、「
語
誌
」
の
欄
で
通
説
を
紹
介
し
た
う
え
で

「「
う
つ
つ
」
と
意
味
の
上
で
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
別
語
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
「
を
つ

つ
」
の
項
目
に
は
、「
今
。
現
在
。「
う
つ
つ
」
と
通
ず
る
語
か
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「「
を
つ
づ
」
で
、
緒
続
（
綴
）
の
意
、
今
の
世
代

を
表
す
と
い
う
解
釈
も
あ
る
」
と
も
付
記
し
て
い
る
。「
う
つ
つ
」
と
の
語
源
的
な
関
係
に
つ
い
て
、「
…
か
」
と
い
う
疑
問
付
き
で
紹

介
・
解
説
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
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次
に
、
比
較
的
新
し
い
『
萬
葉
集
』
の
注
釈
の
、
1
の
「
遠
都
豆
」
に
関
す
る
説
明
を
見
て
み
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
、

「
今
の
現を

つ
つ」
に
「
眼
前
の
事
実
。
ヲ
ツ
ツ
は
ウ
ツ
ツ
の
転
か
」
と
い
う
注
を
付
し
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
も
「「
今
の
う
つ
つ
（
現
）」

の
転
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
和
歌
文
学
大
系
で
は
、「
ヲ
ツ
ヅ
は
ウ
ツ
ツ
と
同
じ
く
現
在
を
表
す
名
詞
。
ヲ
ツ
ツ
と
訓
む

説
も
あ
る
が
、
原
文
の
「
豆
」
は
濁
音
ヅ
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
説
明
し
て
い
る
。『
万
葉
集
全
解
』
で
は
「「
ヲ
ツ
ツ
」
は
、

「
ウ
ツ
ツ
」
に
同
じ
」
と
述
べ
、『
萬
葉
集
全
歌
講
義
』
で
は
右
に
引
用
し
た
『
古
語
大
辞
典
』
の
解
説
と
『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
そ
れ
と

を
引
用
し
、「
後
説
が
適
切
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
最
近
の
注
釈
の
ほ
と
ん
ど
は
、
四
例
を
「
今
の
現

を
つ
つ

／
今
の
現を
つ
づ」

と
表
記
し
な
が
ら
、「
う
つ
つ
」
と
語
源
的
関
係
が
あ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
辞
書
の
場
合
と
同
様
に
断
定
を
避
け
て
い
る
。

　『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
の
「
ヲ
は
、
息
ノ
緒
・
年
ノ
緒
の
ヲ
で
継
続
す
る
も
の
の
意
、
ツ
ヅ
は
綴
ル
・
続
ク
な
ど
と
同
根
の
語

か
」
と
い
う
解
説
と
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
「「
を
つ
づ
」
で
、
緒
続
（
綴
）
の
意
、
今
の
世
代
を
表
す
と
い
う
解
釈
も
あ
る
」
と
い

う
解
説
は
、
武
田
祐
吉
の
論
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
武
田
の
論
に
よ
れ
ば）1
（

、「
を
つ
づ
」
を
「
う
つ
つ
」
と
同
源
の
語
だ
と
見

る
こ
と
に
は
不
安
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
を
つ
づ
」
の
「
を
」
は
、

6
　
天す

め
ろ
き皇

の���

遠
き
御
代
に
も���

お
し
照
る���

難
波
の
国
に���
天
の
下���

知
ら
し
め
し
き
と���

伊い

麻ま

能の

乎を

尓に���

絶
え
ず
言
ひ
つ
つ���

か

け
ま
く
も���

あ
や
に
恐か
し
こし

…�

〔
二十・
四三六〇〕

と
い
う
歌
に
見
え
る
、「
今
の
緒を

」
の
「
緒
」
と
同
じ
語
だ
と
述
べ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
「
玉
の
緒を

」「
紐
の
緒
」「
気い
き

の
緒
」
な
ど
の
そ

れ
と
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
ど
の
「
緒
」
も
長
く
続
く
も
の
だ
か
ら
、「
今
の
緒
」
も
継
続
性
を
表
す
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
。
そ
の
「
緒
」
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に
、「
続つ
づ

く
」「
綴つ
づ

る
」
な
ど
の
「
つ
づ
」
の
接
し
た
も
の
が
「
を
つ
づ
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、「
今
の
を
つ
づ
」
は
「
今
の
時
代
」

な
ど
の
訳
語
が
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
論
は
、
問
題
の
「
今
の
を
つ
づ
」
と
「
今
の
緒
」
と
の
意
味
的

な
対
応
や
用
法
の
類
似
性
に
注
目
し
た
点
で
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　
今
度
は
、「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
と
同
源
・
同
義
だ
と
い
う
「
う
つ
つ
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
こ
の
語
は
、
形
容
詞
「
顕う

つ

し
」
と
同

源
の
「
う
つ
」
が
反
復
さ
れ
た
畳
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
三
音
節
に
縮
約
し
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
き
に
あ
げ
た
辞
書

で
も
、
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
妥
当
な
推
定
だ
ろ
う
。

　「
う
つ
つ
」
は
『
萬
葉
集
』
に
十
八
例
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
五
例
を
次
に
あ
げ
る
【
7
～
10
は
ど
れ
も
短
歌
だ
が
、
11
は
長
歌
の
中

間
部
分
で
あ
る
】。

7
　
打う

つ

乍つ

二に

波は���

更
に
も
え
言
は
じ���
夢
に
だ
に���

妹
が
手
本
を���

ま
き
寝ぬ

と
し
見
ば�

〔
四・
七八四〕

8
　
夢
の
わ
だ���

言こ
と

に
し
あ
り
け
り���

寤う
つ
つ
に
も

毛���
見
て
来け

る
も
の
を���

思
ひ
し
思
へ
ば�

〔
七・
一一三二〕

9
　
摺す

り
衣���

着け

り
と
夢
に
見
つ���

寤う
つ
つ
に
は

者���

い
づ
れ
の
人
の���

言
か
繁し
げ

け
む�

〔
十一・
二六二一〕

10
　
得う

つ
つ管

二に

毛も���

今
も
見
て
し
か���

夢
の
み
に���

手
本
ま
き
寝
と���

見
れ
ば
苦
し
も�

〔
十二・
二八八〇〕

11
　
し
き
た
へ
の���

袖
返
し
つ
つ���

寝
る
夜
落
ち
ず���

夢
に
は
見
れ
ど���

宇う

都つ

追つ

尓に

之し���

直た
だ

に
あ
ら
ね
ば���

恋
し
け
く���

千
重
に
積
も

り
ぬ
…�

〔
十二・
二八八〇〕

　
右
の
ど
の
「
う
つ
つ
」
も
「
夢
」
と
対
比
的
に
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
全
十
八
例
の
う
ち
十
七
例
に
及
ぶ
。
唯
一
の
例
外
は
、
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12
　
住
吉
の���

小を

集づ

楽め

に
出
で
て���

寤う
つ
つ
に
も
毛���

己お
の

妻づ
ま

す
ら
を���

鏡
と
見
つ
も�

〔
十六・
三八〇八〕

と
い
う
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
で
は
、
夢
で
で
は
な
く
目
が
覚
め
た
状
態
で
も
、
実
際
に
自
分
の
妻
を
鏡
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い

女
性
だ
と
見
た
、
と
い
う
状
況
を
述
べ
て
い
る
。「
夢
」
と
い
う
語
は
歌
句
に
現
れ
て
い
な
い
が
、
表
現
の
背
景
で
は
「
夢
」
が
強
く
意

識
さ
れ
て
い
る
。

　「
う
つ
つ
」
が
「
夢
」
と
対
比
的
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
き
わ
め
て
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
十
例

の
「
う
つ
つ
」
が
歌
の
第
一
句
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
明
瞭
な
特
徴
だ
と
言
え
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
7
～
10
の
歌
の
構
成
と
同
様

に
、「
う
つ
つ
」
の
す
ぐ
あ
と
で
表
現
が
ひ
と
ま
ず
終
止
す
る
も
の
が
十
三
例
に
及
ぶ
の
も
、
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　
他
方
の
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
は
、
四
例
と
も
「
今
の
─
─
に
」
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
使
わ
れ
ず
、
し
か
も
、
特
定
の
物
や
こ
と
が

ら
が
過
去
か
ら
現
在
ま
で
ず
っ
と
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
、
高
い
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
文
脈
に
現
れ
る
。「
う
つ
つ
」
と

の
類
似
点
や
共
通
点
は
、
音
形
が
類
似
す
る
こ
と
以
外
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
だ
か
ら
、『
万
葉
集
全
解
』
の
よ
う
に
「「
ヲ
ツ
ツ
」
は
、

「
ウ
ツ
ツ
」
に
同
じ
」（
既
出
）
と
だ
け
説
明
し
て
済
ま
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
か
り
に
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
と
「
う
つ
つ
」
の
語
源
が
同
じ
だ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
の
用
法
に
右
の
よ
う
な
大
き
な
相
違
が
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
と
、
両
語
は
ま
っ
た
く
の
別
語
と
し
て
扱
う
し
か
な
い
。
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
両
語
の
間
に
語

源
上
の
関
係
は
な
く
、
他
人
の
空
似
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。「
を
つ
づ
」
に
つ
い
て
、『
古
語
大
辞
典
』〔
小
学
館
〕
の
解
説
に

「「
う
つ
つ
」
と
意
味
の
上
で
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
別
語
で
あ
ろ
う
」（
既
出
）
と
あ
る
の
が
、
客
観
的
で
妥
当
で
あ
る
。
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三

　
問
題
の
語
は
「
を
つ
づ
」
か
「
を
つ
つ
」
か
。
語
末
の
清
濁
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
万
葉
仮
名
を
見
て
確
認

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
1
の
長
歌
の
本
文
を
あ
げ
る
。

1
　
可
既
麻
久
波���

阿
夜
尓
可
斯
故
斯���

多
良
志
比
咩���

可
尾
能
弥
許
等���

可
良
久
尓
遠���

武
氣
多
比
良
宜
弖���

弥
許
々
呂
遠���

斯
豆8

迷
多
麻
布
等���

伊
刀
良
斯
弖���
伊
波
比
多
麻
比
斯���

麻
多
麻
奈
須���

布
多
都8

能
伊
斯
乎���

世
人
尓���

斯
咩
斯
多
麻
比
弖���

余
呂
豆8

余

尓���

伊
比
都8

具
可
祢
等���

和
多
能
曽
許���
意
枳
都8

布
可
延
乃���

宇
奈
可
美
乃���

故
布
乃
波
良
尓���

美
弖
豆8

可
良���

意
可
志
多
麻
比
弖���

可
武
奈
何
良���

可
武
佐
備
伊
麻
須
久���
志
美
多
麻���

伊
麻
能
遠
都
豆

8

8

尓���

多
布
刀
伎
呂
可
儛

　
こ
の
歌
で
は
ツ
に
「
都
」
を
用
い
、
ヅ
に
「
豆
」
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
清
濁
を
截
然
と
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

都 

…
… 

二
つ8

の
石
を���

言
ひ
つ8

ぐ
が
ね
と���

沖
つ8

深
江
の

豆 

…
… 

し
づ8

め
給
ふ
と���

よ
ろ
づ8

代
に���

御
手
づ8

か
ら

　
2
の
短
歌
に
は
、
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2
　
阿
米
都8

知
能���

等
母
尓
比
佐
斯
久���

伊
比
都8

夏
等���

許
能
久
斯
美
多
麻���

志
可
志
家
良
斯
母

の
よ
う
に
二
つ
の
ツ
し
か
な
く
、
ヅ
は
現
れ
な
い
。

都 

…
… 

あ
め
つ8

ち
の���

言
ひ
つ8

げ
と

　
長
歌
と
短
歌
の
表
記
の
あ
り
か
た
か
ら
判
断
す
る
と
、
1
に
用
い
ら
れ
た
問
題
の
「
遠
都
豆
」
は
「
を
つ
づ
」
で
あ
る
。

　
家
持
が
用
い
た
三
例
の
清
濁
は
ど
う
か
。
3
は
「
二
上
山
賦
一
首
」
と
い
う
長
歌
で
あ
り
、
そ
の
題
詞
に
は
「
此
山
者
有
射
水
郡
也
」

と
い
う
注
が
付
さ
れ
て
お
り
、
長
歌
に
は
二
首
の
短
歌
が
添
え
て
あ
る
。
し
か
し
、
長
歌
に
「
射い

水み
づ

川
」
の
意
の
「
伊
美
都8

河
泊
」
と
、

当
該
の
「
乎
都
豆
」
と
が
見
え
る
ほ
か
に
は
、
ツ
・
ヅ
の
仮
名
が
現
れ
な
い
。
前
者
の
「
都
」
は
ヅ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
ツ
・
ヅ
の

仮
名
が
ひ
ど
く
少
な
い
こ
の
歌
群
の
範
囲
で
は
、
後
者
の
「
乎
都
豆
」
の
清
濁
は
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、『
萬
葉
集
』
全
体
で
は
、

「
豆
」
は
一
般
に
濁
音
に
あ
て
ら
れ
る
仮
名
で
あ
り
、
清
音
に
あ
て
ら
れ
た
確
実
な
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
仮
名
だ
か
ら
、
こ
こ
も
「
を
つ

づ
」
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。

　
4
の
長
歌
に
は
「
賀
陸
奥
国
出
金
詔
書
歌
一
首 

并
短
歌
」
と
い
う
題
詞
が
あ
り
、
三
首
の
短
歌
が
添
え
て
あ
る
。
長
歌
と
短
歌
を
合

わ
せ
て
、「
乎
追
通
」
の
ほ
か
に
は
十
二
の
ツ
と
四
例
の
ヅ
が
現
れ
る
。

都 

…
… 

広
み
あ
つ8

み
と���

た
て
ま
つ8

る���

つ8

く
し
も
か
ね
つ8���

ま
つ8

ろ
へ
の���
遠
つ8

神
祖
の���

つ8

か
へ
し
官
つ
か
さ���

み
づ8

く
屍���

ま
つ8
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ろ
ふ
も
の
と���

言
ひ
つ8

げ
る���

こ
と
の
つ8

か
さ
そ���

奥
つ8

き
は

追 

…
… 

遠
つ8

神
祖
の

豆 
…
… 

み
づ8

ほ
の
国
を���

神
あ
ひ
う
づ8

な
ひ

頭 

…
… 
あ
づ8

ま
な
る

　「
都
」
に
は
、
こ
れ
を
ヅ
に
あ
て
た
「
み
づ8

く
屍
」
と
い
う
例
が
一
つ
あ
る
が
、
ほ
か
の
十
一
例
の
「
都
」
は
み
な
ツ
に
あ
て
ら
れ
て

い
る
。「
乎
追
通
」
の
「
通
」
は
、
こ
の
歌
群
に
は
ほ
か
に
用
例
が
な
い
か
ら
、
厳
密
に
は
ツ
だ
と
も
ヅ
だ
と
も
決
め
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、『
萬
葉
集
』
に
見
え
る
「
通
」
の
仮
名
は
、
助
詞
・
助
動
詞
の
「
つ
」、
枕
詞
の
「
そ
ら
み
つ8

」「
さ
に
つ8

ら
ふ
」、
固
有
名
詞
の
「
松

浦
」、「
摘つ

み
来こ

な
」
な
ど
の
清
音
ツ
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
し
か
な
い
。
だ
か
ら
、「
乎
追
通
」
は
「
を
つ
つ
」
を
表
記
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
5
は
雨
乞
い
の
長
歌
で
あ
り
、
一
首
の
反
歌
を
伴
っ
て
い
る
。
長
歌
に
は
「
乎
都
頭
」
の
ほ
か
に
十
の
ツ
と
一
つ
の
ヅ
が
現
れ
る
が
、

反
歌
に
は
ツ
・
ヅ
の
ど
ち
ら
も
現
れ
な
い
。

都 

…
… 

馬
の
つ8

め���

い
つ8

く
す
極
み���

い
は
つ8

る
ま
で
に���

ま
つ8

る
つ8

か
さ
と���

つ8

く
り
た
る���

天
つ8

水���

仰
ぎ
て
そ
待
つ8���

わ

た
つ8

み
の���

沖
つ8

宮
辺
に

豆 

…
… 

天
つ
み
づ8

　「
頭
」
は
「
乎
都
頭
」
の
ほ
か
に
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
歌
を
見
る
限
り
で
は
ツ
か
ヅ
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
仮
名
は
、

『
萬
葉
集
』
全
体
で
「
東あ

づ
ま」「
妖お
よ
づ
れ言
」「
雫し
づ

く
」「
静し
づ

け
し
」「
鶴た
づ

」「
尋
ね
」
そ
の
他
の
ヅ
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
ツ
に
あ
て
ら
れ
た
確
実
な
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例
が
な
い
。「
乎
都
頭
」
は
「
を
つ
づ
」
を
表
記
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
と
い
う
語
を
含
む
歌
群
の
表
記
を
確
認
す
る
と
、
1
の
「
遠
都
豆
」
と
5
の
「
乎
都
頭
」
に

つ
い
て
は
、「
を
つ
づ
」
の
つ
も
り
で
表
記
し
た
も
の
だ
と
理
解
し
て
よ
い
。
3
の
「
乎
都
豆
」
も
ま
た
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
「
豆
」

の
用
法
か
ら
見
て
、「
を
つ
づ
」
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
一
方
、
4
の
「
乎
追
通
」
の
場
合
は
、
一
般
的
な
「
通
」
の
用
法

か
ら
見
て
、
清
音
を
表
記
し
た
も
の
だ
と
判
断
す
る
し
か
な
い
。
既
に
古
語
に
な
っ
て
い
た
語
の
清
濁
に
対
す
る
判
断
が
、
場
合
に
よ
っ

て
揺
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

四

　「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
は
「
う
つ
つ
」
と
同
源
の
語
だ
と
い
う
見
解
も
、
そ
れ
は
「
緒を

」
と
「
続
く
」「
綴
る
」
に
含
ま
れ
る
「
つ
づ
」

と
の
結
合
形
だ
と
す
る
見
解
も
、
と
も
に
積
極
的
な
支
証
の
な
い
語
源
説
で
あ
る
。
語
源
説
は
常
に
そ
れ
な
り
の
危
う
さ
を
伴
う
も
の
だ

が
、
語
構
成
の
わ
か
り
に
く
い
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
の
場
合
は
そ
れ
も
や
む
を
得
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
危
う
さ
が
あ
る
こ
と

を
十
分
に
認
識
し
た
う
え
で
、
さ
き
に
あ
げ
た
説
と
は
別
の
語
源
説
を
提
示
す
る
。

　「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
の
語
構
成
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
参
考
に
な
る
の
は
、「
う
つ
」
の
反
復
形
式
か
ら
「
う
つ
つ
」
へ
と
い
う
縮
約

の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、「
う
つ
」
と
は
語
源
が
ま
っ
た
く
別
の
、
時
間
的
な
意
味
を
表
す
「
遠を

と

／
遠を
ち

」
に
「
を
つ
」

と
い
う
別
形
が
あ
っ
た
と
想
定
し
、
そ
の
反
復
形
式
で
あ
る
「
を
つ
を
つ
」
が
三
音
節
へ
と
縮
約
し
た
も
の
が
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
だ

ろ
う
、
と
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
後
々
の
時
点
」「
遙
か
未
来
」
な
ど
の
意
を
も
つ
時
間
的
な
意
味
の
「
を
つ
を
つ
」
が
縮

約
し
て
「
を
つ
つ
」
と
な
り
、
そ
れ
が
「
過
去
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
時
点
」
の
意
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
反
復
形
式
だ
か
ら
、
単
な
る
「
遠
」
の
意
で
は
な
く
そ
の
強
調
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
6
の
「
今
の
緒
に
絶
え
ず
言
ひ
つ

つ
」
が
、
遠
い
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
継
続
性
を
表
す
も
の
で
あ
る
の
と
一
致
す
る
。

　
時
間
的
な
意
味
を
表
す
も
の
と
し
て
実
際
に
用
例
が
あ
る
の
は
、「
を
つ
」
で
は
な
く
別
の
二
種
の
語
形
で
あ
る
。
一
つ
は
、「
遠
年
」

の
意
の
「
一を

と
と
し

昨
年
」
や
「
遠
つ
日
」
の
意
の
「
一を
と
つ
ひ

昨
日
」
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
「
を
と
」
で
あ
る
。
後
者
の
仮
名
書
き
の
例
に
は
「
乎
登

都
日
」〔
十七・
三九二四〕
や
「
乎
等
都
日
」〔
十七・
四〇一一〕
が
あ
る
が
、
前
者
に
は
そ
れ
が
な
い
。
実
際
に
用
例
が
あ
る
も
う
一
つ
の
語
形
は

「
を
ち
」
で
あ
り
、
単
独
で
用
い
ら
れ
た
「
を
ち
」
と
そ
れ
が
複
合
語
を
構
成
し
た
「
を
ち
こ
ち
（
遠
近
）」
の
例
が
あ
る
。

　
単
独
の
「
を
ち
」
に
は
、
次
の
三
例
が
あ
る
。

13
　
ま
玉
つ
く���

遠を
ち

を
し
兼
ね
て���
思
へ
こ
そ���

一
重
の
衣���

一
人
着
て
寝
れ�

〔
十二・
二八五三〕

14
　
こ
の
頃
は���

恋
ひ
つ
つ
も
あ
ら
む���
玉た
ま

櫛く
し

笥げ���

明
け
て
乎を

知ち

よ
り���

す
べ
無
か
る
べ
し�

〔
十五・
三七二六〕

15
　
近
く
あ
ら
ば���

今
二
日
だ
み���

遠
く
あ
ら
ば���

七
日
の
乎を

知ち

は���

過
ぎ
め
や
も
…�

〔
十七・
四〇一一〕

　
新
編
古
典
全
集
の
説
明
を
見
て
み
る
と
、
13
の
「
を
ち
を
し
兼
ね
て
」
は
「
先
ま
で
見
通
し
て
」
の
意
で
、「
こ
の
ヲ
チ
は
未
来
の
意
」

で
あ
る
。
14
の
「
を
ち
」
も
、「
こ
こ
は
時
間
的
に
用
い
て
、
以
降
、
以
後
、
を
意
味
す
る
用
法
」
で
あ
り
、
15
の
「
を
ち
」
も
同
様
で

あ
る
。
三
例
と
も
そ
ろ
っ
て
時
間
的
な
意
味
を
表
す
【
ほ
か
に
、
空
間
的
な
意
味
の
も
の
だ
が
、「
遠を

ち

方か
た

」
と
い
う
複
合
語
が
あ
る
】。

　
一
方
、「
を
ち
こ
ち
」
と
い
う
複
合
語
は
十
例
あ
り
、
時
間
的
な
意
味
に
も
空
間
的
な
意
味
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

16
　
ま
玉
つ
く���

越を
ち

乞こ
ち

兼
ね
て���

結
び
つ
る���

吾
が
下
紐
の���

解
く
る
日
あ
ら
め
や�

〔
十二・
二九七三〕
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17
　
宇
治
川
は���

淀よ
ど

瀬せ

無
か
ら
し���

網あ
じ

代ろ

人ひ
と���

舟
呼
ば
ふ
声���

越を
ち

乞こ
ち

聞
こ
ゆ�

〔
七・
一一三五〕

　
16
の
「
を
ち
こ
ち
」
は
、
や
は
り
新
編
古
典
全
集
に
よ
れ
ば
、「
未
来
と
現
在
」
の
意
で
あ
り
、
17
の
そ
れ
は
場
所
を
さ
す
「
あ
ち
ら

こ
ち
ら
」
の
意
で
あ
る
。
た
だ
し
、
十
例
の
う
ち
で
時
間
的
な
意
味
に
用
い
ら
れ
た
「
を
ち
こ
ち
」
は
、
16
の
ほ
か
に
も
う
一
例
あ
る
の

み
で
あ
る
。

　「
を
と
」「
を
ち
」
に
つ
い
て
、
音
韻
面
か
ら
見
て
み
る
。「
一を

と
つ
ひ

昨
日
（
遠
つ
日
）」
の
「
を
と
」
は
、「
乎
登
／
乎
等
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
か
らw

otö

で
あ
る
。
仮
名
書
き
の
用
例
が
な
い
「
一を
と
と
し

昨
年
（
遠
年
）」
の
「
を
と
」
も
、
同
じ
くw

otö

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　「
を
と
」
の
異
形
で
あ
る
「
を
ち
」
の
場
合
、
当
時
の
チ
にti

／tï

の
書
き
分
け
は
な
い
か
らw

oti

と
表
記
し
う
る
が
、
さ
ら
に
古

く
はw

otï

だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。w

otö

／w
oti

つ
ま
りö

／i

の
交
替
で
あ
れ
ば
、「
昨こ

夜ぞ

közö

／
昨き

夜ぞ

kizö

」
と
い
う
類
例
が
あ

る
。
ま
た
、w

otö

／w
otï

つ
ま
りö

／ï
の
交
替
で
あ
れ
ば
、
程
度
の
甚
だ
し
さ
や
数
量
の
多
さ
を
表
す
「
幾こ
こ
だ多kökö-da

／
幾こ
き
だ多

kökï-da

」
と
い
う
類
例
が
あ
る
。

　「
を
と
／
を
ち
」
の
別
形
に
「
を
つ
」
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
場
合
に
も
、「
を
と
」
と
「
を
つ
」
と
の
派
生
関
係
を
考
え
る
の
と
、

「
を
ち
」
と
「
を
つ
」
と
の
そ
れ
を
考
え
る
の
と
、
両
方
の
想
定
が
可
能
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、「
御み

も
ろm

i-m
örö

／
御み

む
ろ

m
i-m
uro

」
や
「
隠
り
どköm

öri-do

／
隠
り
づköm

öri-du
」
な
ど
の
類
例
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、「
沖oki

／
奥oku

」
や

「
退そ

き

辺へ

söki-fe

／
退そ
く

辺へ

söku-fe

」
な
ど
の
類
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
派
生
関
係
で
あ
っ
て
も
音
韻
上
の
類
例
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
、「
を
と
」「
を
ち
」
に
「
を
つ
」
と
い
う
別
形
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

　「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
が
「
を
つ
」
の
反
復
形
式
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
に
は
、
一
つ
の
形
態
上
の
根
拠
が
あ
る
。

そ
れ
は
、「
Ａ
Ｂ
」
と
い
う
二
つ
の
音
節
か
ら
成
る
語
が
反
復
さ
れ
て
「
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
」
の
形
式
を
と
る
場
合
に
、
そ
の
二
つ
め
の
Ａ
が
脱
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落
し
て
結
果
的
に
「
Ａ
Ｂ
Ｂ
」
と
い
う
形
式
へ
と
縮
約
す
る
例
が
上
代
に
少
な
か
ら
ず
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
白し
ら

橿か
し

の
枝
も
等と

乎を

々を

に
雪
の
降
れ
れ
ば
」〔
十・
二三一五〕
に
、「
或
い
は
云
ふ
」
と
し
て
「
枝
も
多た

和わ

々た

々わ

」
と
い
う
別
伝
が
付
さ
れ
て
い
て
、

擬
態
語
の
「
た
わ
た
わ
」
の
母
音
交
替
形
で
あ
る
「
と
を
と
を
」
の
縮
約
形
が
「
と
を
を
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
思
ひ
多た

和わ

美み

て
」〔
六・
九三五〕
の
「
た
わ
む
」
と
「
等と

乎を

牟む

眉ま
よ

引び

き
」〔
十九・
四二二〇〕
の
「
と
を
む
」
の
、
語
幹
の
「
た
わ
」「
と
を
」
が
反

復
さ
れ
た
か
た
ち
で
あ
る
【「
と
を
を
」
と
パ
ラ
レ
ル
な
「
た
わ
わ
」
は
上
代
に
は
例
が
見
え
な
い
が
、『
古
今
和
歌
集
』
に
は
「
秋
萩
の

枝
も
た
わ
わ
に
」〔
四・
二二三〕
と
い
う
例
が
見
え
る
】。

　
語
が
反
復
さ
れ
て
同
じ
よ
う
に
縮
約
現
象
を
起
こ
し
た
上
代
の
例
に
は
、「
と
を
を
」
の
ほ
か
に
、

あ
そ
そ
に
（
薄
）���

あ
ら
ら
に
（
粗
）���

い
よ
よ
（
弥
）���

し
た
た
に
（
下
／
確
）���

し
の
の
に
（
萎
）

し
ほ
ほ
に
（
濡
）���

し
み
み
に
（
繁
）���
つ
ら
ら
に
（
列
）���

に
ふ
ぶ
に
（
笑
）���

は
ら
ら
に
（
散
）

ひ
さ
さ
に
（
久
）���

ひ
た
た
（
纔
）���

ゆ
ら
ら
に
（
響
）

な
ど
が
あ
る
。
中
古
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
る
と
、
こ
れ
ら
の
類
例
は
ず
っ
と
多
く
な
る
。

　
表
記
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
四
例
の
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
の
う
ち
最
も
古
い
用
例
で
あ
る
1
は
、「
を
つ
つ
」
で

は
な
く
「
を
つ
づ
」
で
あ
る
。
末
尾
の
音
節
が
濁
音
だ
が
、「
を
つ
」
の
反
復
形
式
が
縮
約
し
て
、
ど
う
し
て
末
尾
音
節
が
濁
音
化
し
た

の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
右
に
列
挙
し
た
諸
例
の
な
か
に
「
に
ふ
ぶ
に
」
が
あ
り
、
そ
の
実
例
で
あ
る
「
二
布
夫
尓
」〔
十

六・
三八一七〕
や
「
尓
布
夫
尓
」〔
十八・
四一一六〕
に
は
濁
音
の
「
夫
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
濁
音
化
が
、「
を
つ
」
の
反
復
形

式
が
縮
約
し
た
も
の
に
も
起
こ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
さ
き
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
「
を
つ



『
萬
葉
集
』
の
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
と
「
う
つ
つ
（
現
）」（
佐
佐
木
）�

九
一

つ
」
の
項
目
に
見
え
る
、「
下
に
助
詞
「
に
」
が
き
て
「
を
つ
づ
に
」
と
濁
る
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
解
説
が
妥
当
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
末
尾
音
節
が
清
音
に
な
っ
て
い
る
4
の
「
を
つ
つ
」
は
、
音
形
の
似
て
い
る
「
う
つ
つ
」
へ
の
連
想
が
働
い
て
「
を
つ
づ
」
か

ら
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
清
濁
の
相
違
に
つ
い
て
は
三
種
の
理
解
の
し
か
た
が
可
能
で
あ
る
。

五

　
時
間
的
な
意
味
を
も
つ
「
を
と
／
を
ち
」
の
別
形
に
「
を
つ
」
が
あ
り
、
そ
れ
の
反
復
形
式
が
縮
約
し
て
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
に
な

っ
た
と
想
定
し
た
場
合
に
、
四
例
あ
る
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
は
個
々
の
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表
す
と
理
解
す
べ
き
か
。

　
1
の
歌
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
か
つ
て
神
功
皇
后
が
出
産
を
引
き
延
ば
す
た
め
に
「
い
取
ら
し
て
斎い

は

ひ
給
」
う
た
「
二
つ
の

石
」
を
、
皇
后
自
身
が
「
世
の
人
に
示
し
給
ひ
て
、
万
代
に
言
ひ
継
ぐ
が
ね
と
」
願
っ
て
「
子こ

負ふ

の
原
に
御み

手
づ
か
ら
置
か
し
給
」
う
た
。

そ
の
石
つ
ま
り
「
奇く

し
御み

魂た
ま

」
が
、
当
時
か
ら
「
今
の
を
つ
づ
に
」
尊
く
も
存
在
し
続
け
て
い
る
と
い
う
。
皇
后
が
石
を
置
い
た
時
か
ら

長
い
時
を
経
た
現
在
は
、
当
時
か
ら
見
れ
ば
遙
か
遠
い
未
来
・
後
世
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
長
い
時
を
経
た
、「
今
」
と
い
う
遠
い
未

来
・
後
世
が
、「
遠を

つ

」
の
反
復
形
式
を
含
む
「
今
の
を
つ
づ
」
で
あ
る
。
皇
后
が
「
万
代
に
」
と
願
っ
た
と
お
り
に
、「
今
と
い
う
、
過
去

か
ら
遙
か
遠
く
離
れ
た
時
点
ま
で
」、「
奇
し
御
魂
」
が
そ
の
ま
ま
存
在
し
て
い
る
の
は
尊
い
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
6
の
歌
の

「
今
の
緒
に
絶
え
ず
言
ひ
つ
つ
」
も
ま
た
、
長
く
続
く
も
の
で
あ
る
「
緒
」
を
含
む
た
め
に
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
長
い
時
間
を
表
現

し
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
一
般
的
な
説
明
に
あ
る
よ
う
に
「
を
つ
づ
」
が
「
う
つ
つ
」
の
転
だ
と
す
れ
ば
、「
今
の
を
つ
づ
に
」
は
単
に
「
現
在
」「
現
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実
」「
眼
前
の
事
実
」
の
意
で
し
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
う
つ
つ
」
の
意
で
あ
っ
て
は
、「
を
つ
づ
」
や
「
緒
」
が
表
す
「
過
去
か
ら
遙

か
遠
く
離
れ
た
時
点
ま
で
」
と
い
う
、
切
れ
ず
に
長
々
と
続
く
継
続
性
は
表
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　『
萬
葉
集
』
に
十
八
例
あ
る
「
う
つ
つ
」
に
は
、「
今
の
」
を
冠
し
た
用
例
が
一
つ
も
な
い
。
そ
れ
は
、「
う
つ
つ
」
に
「
現
在
」「
現

実
」「
眼
前
の
事
実
」
の
意
し
か
な
い
た
め
に
、
意
味
的
に
「
今
の
」
に
は
続
き
え
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
意
味
の
う
え
で
、
無
用
の
重
複

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
と
「
う
つ
つ
」
の
意
味
的
な
相
違
は
、
こ
う
し
た
点
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
3
～
5
の
歌
の
場
合
は
ど
う
か
。
3
で
は
、
二
上
山
と
そ
の
周
囲
の
景
観
を
眺
め
る
人
々
は
、
そ
れ
を
「
古い

に
しへ
ゆ
今
の
を
つ
づ
に
」
讃

美
し
て
来
た
し
、
将
来
も
ま
す
ま
す
褒
め
称
え
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
人
々
が
二
上
山
の
景
観
の
す
ば
ら
し
さ
を
い
つ

か
ら
現
在
ま
で
讃
美
し
て
来
た
か
は
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
古
へ
ゆ
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
対
象
が
山
だ
か
ら
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。

と
に
か
く
「
古
へ
ゆ
」
ず
っ
と
、
現
在
と
い
う
遙
か
遠
く
隔
た
っ
た
時
点
ま
で
、
長
い
間
に
わ
た
っ
て
人
々
は
そ
の
景
観
を
讃
美
し
て
来

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
場
合
に
は
、
1
の
表
現
と
は
異
な
っ
て
「
古
へ
ゆ
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
の
ず
か
ら

「
過
去
か
ら
遙
か
遠
く
離
れ
た
時
点
ま
で
」
の
意
は
読
み
取
れ
る
。

　
4
の
歌
の
、
さ
き
に
引
用
し
た
部
分
で
は
、「
大
伴
」
と
い
う
「
清
き
そ
の
名
」
を
、「
古
へ
よ
今
の
を
つ
つ
に
」
ず
っ
と
伝
え
て
来
た

者
の
子
孫
が
自
分
た
ち
な
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
や
は
り
「
古
へ
よ
」
が
付
加
さ
れ
て
お
り
、
大
伴
家
の
人
々
が
現
在
ま
で
天
皇
に
仕

え
て
来
た
時
間
の
長
さ
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
表
現
で
あ
る
。
5
の
歌
は
干
魃
の
時
に
降
雨
を
祈
っ
た
も
の
で
、
人
民
が
最
高
の
貢
ぎ
物

を
献
上
す
る
た
め
に
「
古
へ
よ
今
の
を
つ
づ
に
」
ず
っ
と
行
い
続
け
て
来
た
こ
と
が
稲
作
な
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
も
、

「
古
へ
よ
」
が
あ
る
た
め
に
「
過
去
か
ら
遙
か
遠
く
離
れ
た
現
在
ま
で
」
の
意
が
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
。

　
四
例
の
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
の
う
ち
、
最
も
古
い
1
の
例
が
「
古
へ
ゆ
／
古
へ
よ
」
を
伴
っ
て
お
ら
ず
、
よ
り
新
し
い
3
～
5
の
三

例
が
そ
れ
を
伴
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
三
例
が
用
い
ら
れ
た
時
期
に
は
、「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
が
「
遠を

つ

」
の
反
復
形
式
に
由



『
萬
葉
集
』
の
「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
と
「
う
つ
つ
（
現
）」（
佐
佐
木
）�

九
三

来
す
る
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
表
す
意
味
も
単
純
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
述
べ
た
の
は
、「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
と
「
う
つ
つ
」
と
は
意
味
の
う
え
で
も
実
際
の
用
法
の
面
で
も
一
致
し
な
い
と
い
う
こ

と
と
、「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
は
「
遠を

つ

」
の
反
復
形
式
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
の
、
二
点
で
あ
る
。
後
者
の
想
定
は
と
も
か

く
、
前
者
の
不
一
致
は
事
実
と
し
て
否
定
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
の
想
定
し
た
語
源
・
語
構
成
が
正
鵠
を
射
た
も
の
で
な
い
と
し

て
も
、「
を
つ
づ
／
を
つ
つ
」
と
「
う
つ
つ
」
と
を
語
源
面
で
結
び
つ
け
る
こ
と
は
回
避
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

注（
1
）　
武
田
祐
吉
「
い
ま
の
を
つ
づ
考
」〔『
萬
葉
』
第
十
七
号
、
昭
和
三
十
年
十
月
〕
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