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タ

マ
を
冠
す
る
万
葉
歌
語
と
そ
の
背
景

*
木

村

紀

子

要

旨

万
葉
集

の
歌
語
の
中

に
は
、

「
タ

マ
ー
」

と
い
う
形

で
熟
語

と
な
る
も
の
が
十
指
を
超

え

て
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
歌

の
中

で
い
わ
ゆ
る
枕
詞
と
な
る
も

の
が

ほ
と
ん
ど

で
あ
る
た

め
、
従
来

そ
の
意
味

の
あ
り
様
が
や
や
も
す
る
と
単

に
修
辞
的

な
も

の
と
見
な
さ
れ
が
ち

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
語
の

「
タ

マ
」
ま
、
本
来
す
べ
て

「霊
」

の
意
を
持
ち
、

万
葉
歌
語
と
し

て
も
ま
だ
そ

の
意
味
が
十
分
生
き

て
お
り
、

タ

マ
を
冠
す
る
熟
語
は
、

タ

マ
の
依

り
代
や

「
タ

マ
ご

ひ
」

の
呪
具
と

い
っ
た
性
格

の
も
の
も
多
く
、
多
用

の
中
か
ら

は
古
代

人
独
特
の
タ

マ
の
把
え
方
が
窺
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
背
後

に
は
、

「
玉
梓

の
道
行
人

・
玉
梓

の
使
」
と

い
わ
れ
る
市
井

の
巫
者

た
ち
が
居

て
、

人
々
の
タ
マ

の
世
界

に
深
く
関
与
し
、
道
び
い
て
も

い
た
。

万
葉
歌
を
中

心
に
、
各
種
古
代

言
語
資
料

の
記
述
も
重
ね
合
せ
な
が
ら
、

タ

マ
を
め
ぐ

る
古
代
人

の
言
葉

と
心

の
風
景
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
い
。

は
じ
め
に

万
葉
集
の
い
わ
ゆ
る
枕
詞

の
中
に
は
、

「
タ
マ
き
は
る

・
タ

マ
か
ぎ
る

・
タ
マ

ほ
こ
の

・
タ
マ
づ
さ
の

・
タ
マ
く
し
げ

・
タ
マ
だ
す
き

・
タ
マ
か
づ
ら
」
等
と
、

「
タ
マ
」
を
冠
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
万
葉
集
の
注
釈
史
の

中
で
、
承
接
語
句
と
の
意
味
関
係
が
あ
る
程
度
明
ら
か
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の

も
あ
れ
ば
、
今
に
意
味
不
明
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

「
タ
マ
」
は
、
現
代
で
も

「
眼
玉

・
し

ゃ
ぼ
ん
玉

・
掌
中
の
玉

・
野
球
の
タ
マ
・

善
玉
悪
玉
」
あ
る
い
は

「
肝

っ
た
ま

・
人
だ
ま

・
た
ま
し

い
」
等
と
使
わ
れ
、

「
丸
い
も

の

・
透
明
感

の
あ
る
も
の

・
大
切
な
も
の

・
霊
的
な
も
の
」
あ
た
り
の

い
ず
れ
か
に
関
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
な
し
て
い
る
。

「玉
に
き
ず

・
玉
を

こ
ろ
が
す
よ
う
な
声

・
手
玉
に
と
る

・
槍
玉
に
あ
が
る
」
等
の
や
や
古
い
比
喩
表

現
も
、
間

々
ロ
に
さ
れ
る
。
現
代
語
の
中
の

「
タ
マ
」
の
用
法
は
そ
れ
ぞ
れ
に
具

体
性
を
も
ち
、
単
純
に

「
美
称
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
少
な
い
。
宝
石
や
貴
石
,

の
装
身
具
に
さ
れ
る
タ
マ
は
た
し
か
に
美
し
い
が
、
タ
マ
と
は
必
ず
し
も
そ
れ
ら

の
こ
と
が
第

一
義
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
。
古
代
語
の
、
と
く
に
枕
詞
中
の
冠
辞

的
な
タ
マ
の
方
は
、

い
わ
れ
る
よ
う
に
単
な
る

「美
称
」
と
い
っ
た
場
合
が
多
い

の
だ
ろ
う
か
ー

。タ
マ
き
は
る

万
葉
集

で
、
た
ま
た
ま
最
初
に
出
て
来
る

「
タ

マ
」

の
例
は
、

○
玉
剋
春
内
の
大
野
に
馬
並
め
て

朝
ふ
ま
す
ら
む
そ
の
草
深
野

(巻

一

四

間
人
連
老
)
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と
い
う
意
味
不
明
と
さ
れ
る

「
タ
マ
き
は
る
」

で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
語
か
ら
検

討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の

「
玉
剋
春
」
は
、
記
紀
歌
謡
中

に
仮
名
で
、

○
タ
マ
キ
ハ
ル

ウ
チ
の
朝
臣

汝
こ
そ
は

世
の
長
人

(記

仁
徳
)

○
タ
マ
キ
ハ
ル

ウ
チ
の
朝
臣
が

頭
椎
の

痛
手
負
は
ず
は

(神
功
紀
)

と
あ
る
の
と
同
様
、

「
う
ち
」
に
か
か

る
と
見
ら
れ
、

「
タ

マ
キ

ハ
ル
」
と
訓
め

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
万
葉
集
の
仮
名
書
き
例
に
は
、

○
タ
マ
キ
ハ
ル

イ
ノ
チ
惜
し
け
ど

(巻
五

八
〇
四
)

○
タ
マ
キ
ハ
ル

イ
ク
ヨ
経
に
け
む

(巻
十
七

四
〇
〇
三
)

と
も
あ

っ
て
、

「
命
」
や

「
世
」
な
ど
に
も
か
か
る
と
見
ら
れ
る
。
万
葉
集
の

「
タ

マ
キ

ハ
ル
」
全
十
九
例
中
で
は
、

む
し
ろ

「
命
」
あ
る
い
は

「短
き
命
」
に

か
か
る
も

の
が
十
四
例
と
最
も
多
く
、

「内
」
あ
る
い
は

「内

の
限
り
」
と
い
う

形
で
二
例
、

「
世
」
お
よ
び

「幾
世
」

が
各

一
例
、
あ
と

一
例
に
、

○
霊
寸
春
吾
が
山
の
上
に
立
つ
霞

立

つ
と
も
居
と
も
君
が
ま
に
ま
に

(巻
十

一
九

一
二
)

と
い
う
も

の
が
あ
る
。
用
字
は
、
右
に
挙
げ
た
巻

一
と
巻
十
の
二
例
の
外
は
、
現

行
本

で

「
霊
剋
六
例

・
玉
剋

一
例

・
玉
切
四
例

・
カ
ナ
六
例
」
で
あ
る
が
、

「剋
」

は
、
寛
永
版
本
な
ど

で

「
刻
」
と
な
る
も
の
が

二
例

(四

・
一
七
六
九
)
あ
る
。

正
訓
的
な
表
記
と
し
て
は

「剋

・
切
」

の
各

一
字
に
よ
る
も
の
が
主
流
と
み
ら
れ
、

そ
れ
が

「き
は
る
」
だ
と
す
る
と
、
今

ひ
と

つ

「き
は
る
」
と
い
う
単
独
和
語
が

思
い
当
た
ら
な
い
た
め
、
意
味
不
詳
と

い
う
こ
と
に
も
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「剋
」
は
、
万
葉
集

で
は
こ
の
語
に
し
か
見
ら
れ
な
い
用
字

で
あ
る
。
新
撰
字
鏡

に
は
》

「剋
」
と
は

「勝
也

・
急
也

・
敏
也

・
刻
也
」
と
あ
り
、
諸
橋

『
大
漢
和

辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
期
限
を
定
め
る
意

で

「剋
期

(後
漢
書
)
」
と
も
、

「
刻
期

(魏
志
V
」
と
も
あ
る
の
で
、

「
霊
剋

い
の
ち
」
と
い

っ
た

「剋
」
も
、

「刻
」

た
ま

に
通
う
意

で
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
文
字
ど
お
り

「霊
」

の
期

限
を
定
め
る
意
と
す
れ
ば
、

「
切
」
も
ま
た
そ
の
期
限
を
切
る
意

で
用
い
、
表
記

時
点

の
と
ら
え
方
は
、

「き
は
る
」
は
動
詞
的
な
も
の
に
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い

う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
先
に
挙
げ
た
歌
二
例
で
は
、

「
霊
剋
春

・
霊
寸
春
」
と
、
と
も
に

「
ハ
ル
」

に

「春
」
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。

「春
」
と
は
、

○
冬
こ
も
り

さ
り
来
れ
ば

鳴
か
ざ
り
し

鳥
も
来
鳴
ぬ(巻

一

一
六

額
田
王
)

○
山
代
の
久
世
の
鷺
坂
神
代
よ
り

春
は
張
り
つ
つ
秋
は
散
り
け
り(巻

九

一
七
〇
七
)

○
む
つ
き
立
ち
春
の
来
た
ら
ぱ

(巻
五

八
一
五
)

と
い
う
と
ら
え
方

で
の

「
は
る
」
で
あ
り
、

へ

ふ

○
あ
ら
た
ま
の

と
し
が
き
ふ
れ
ば

(記

景
行
)

ヘ

へ

○
あ
ら
た
ま
の
き
へ
ゆ
く
年
の
限
り
知
ら
ず
て

(巻
五

八
八
こ

ハこ

と

い
う

よ

う

に

、

「
あ

ら

タ

マ
」

が

「
来

・
経

」

て

ゆ

く

年

の
初

め

で

あ

る

。

「

(
と

し

)

タ

マ
」

と

は

ど

こ

か

ら

か

「
来

る
」

も

の

で
あ

り

、

「
春
」

と

は

、

は
る

野
も
山
も
充
足
し

て

「
張

(
万

五
二
九
)
」

こ
と
だ
と
い
う

の
だ
か
ら
、

「き

は
る
」
と
は
、
単
純
に

「
来

・
張
る
」
だ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

「
タ

マ
」
を
冠
す
る
枕
詞
的
な
も
の
の
中
で
、
承
接
語
が
動
詞
だ
と
断
定

で
き

る
も
の
に
、

○
霊
治
波
布
神
も
吾
れ
を
ぱ
打
棄
て
こ
そ

し
ゑ
や
命
の
惜
し
け
く
も
な
し

(巻
十

一

二
六
六

こ

と
い
う
単
独
例
の

「
タ
マ
ぢ
は
ふ
」
が
あ
る
。
こ
の

「
チ

ハ
フ
」
は
、

一
般
に
、

○

(筑
波
山
登
頂
を
)
男
神
も

許
し
賜
ひ

女
神
も

千
羽
日
給
ひ
て

(巻
九

一
七
五
三
)

○
影
護
知
栗

(新
撰
字
鏡
)

な
ど
の

「
チ
ハ
フ
」
と
同
じ
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は

ヘ

へ

「
チ

・

ハ
フ
」

と

い

う

切

れ

目

を

も

つ
も

の

で
、

「
チ
」

は

、

「
い

の
ち

・
ち

か

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら

」

の

チ

、

「
い

か
つ

ち

・
か

ぐ

つ
ち

・
を

う

ち

・
み

つ

ち

」

の

チ

で
、

さ

か

ん
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な
威
力
を
発
現
す
る
主
体
の
意
で
あ
り
、

「
ハ
フ
」
は
、

「
根
は
ふ

・
幸
は
ふ

・

斎
は
ふ

・
よ
は
ひ

・
な
り
は
ひ
」
等
と
通
う
動
詞

「
は
ふ
」
だ
と
見
な
さ
れ
る
。

「霊
き
は
る
」
も
、
そ
れ
に
類
し
て

「き

・
は
る
」
と
切
れ
目
を
持

つ
も
の
と
把

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ヘ

ヘ

へ

は
ら
む

欽
明
天
皇
は
、

「
天
国
押
波
流
岐

広
庭
命

(記
)

・
天
国
排
開
広
庭
尊

(紀
)
」

と
い
う
。

「押
」
は
、

「
お
し
な
べ
て

(万

一
)
」

の

「
お
し
」
で
あ
ろ
う
が
、

「
は
る
き

(は
ら
き
)
」
を
承
接
す
る

「
広
庭
」
と
は
、

つ
ま
り
は

「
宮
廷
11
う

ち
」
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

「庭
」
が
成
り
栄
え
る
の
も
、
タ

マ

が

「
き
」
て

「
は
る
」
か
ら

で
あ
り
、

○
玉
岐
波
流
磯
宮
坐
支

噛

(皇
太
神
宮
儀
式
帳
)

と

い
う

「
磯
宮
」
に

「
玉
き
は
る
」
が
か
か
る
の
も
同
様
な
と
ら
え
方
で
あ
る
。

は
じ
め
に
挙
げ
た

「
内
の
大
野
」
に
か
か
る
も
の
以
外
で
万
葉
集

で

「
ハ
ル
」
に

「春
」
を
残
す

一
九

一
二
番

の
場
合
は
、

「わ
が
山
」
に
文
字
ど
お
り

「
タ
マ
」

が

「
キ
」
て

「
ハ
ル
」
と
な

っ
た
意

で
あ
る
と
見
ら
れ
、
こ
の
語
の
枕
詞
に
固
定

す
る
以
前
の
自
由
な

「
言
祝
き
」
の

ニ
ュ
ア
ソ
ス
を
残
す
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。万

葉
歌
中
で
大
多
数
を
占
め
る

「命
」
や

「
世
」
に
か
か
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

トこ

「
タ
マ
」
は
い
ず
こ
か
か
ら

「き
」

て
充
足
し
て

「
は
り
」
そ
し
て
離
れ
去

っ
て

「
い
の
ち
」
が
終
る
、
そ
め
よ
う
に
し
て

「
よ
」
は

「
い
く
よ
」
も
繰
返
さ
れ
る

と
い
う
解
釈
が
い
ち
お
う
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の

一
首
全
体
の
意
味

は
、○

玉
切
世
ま
で
と
定
め
た
の
み
た
る

君
に
よ
り
て
は
言
繁
く
と
も

(巻
十

一

二
一二
九
八
)

○
玉
切
命
に
向
ひ
恋
ひ
む
ゆ
は

君
が
み
船
の
梶
柄
に
も
が

(巻
八

一
四
五
五

笠
金
村
)

○
…
…
朝
な
さ
な

言
ふ
こ
と
や
み

霊
剋

命
た
え
ぬ
れ
…
…

(巻
五

九
〇
四

憶
良
)

○
霊
剋
寿
は
知
ら
ず

松
が
枝
を
結
ぶ
情
は
長
く
と
そ
思
ふ(巻

六

一
〇
四
三

家
持
)

な
ど
と
、

か
ぎ
り
あ
る

「
よ
」
や

「短
き
命
」
を
強
調
す
る
と
見
ら
れ
る
傾
向
が

つ
よ
く
、

○
霊
剋

内
の
限
は

平
け
く

安
く
も
あ
ら
む
を

事
も
な
く

喪
な
く
も
あ
ら

む
を

(巻
五

八
九
七

一

憶
良
)

と
、

「内
」

に
あ
え
て

「
限
り
」
を

つ
け
た
憶
良
を
筆
頭
に
、
文
字
ど
お
り

「剋

き
は
る

11
刻
」

の
理
解
だ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、

「剋
」
を
用
い
る
七
首
は
、

す
べ
て
作
者
が
明
ら
か
な
歌
で
、
憶
良

二
首

・
家
持

二
首
そ
し
て
憶
良
の
周
辺
か

同
時
代
の
人
の
も
の
三
首
で
あ
る
。

「霊
き
は
る
」
は
、
本
来
タ
マ
の
訪
れ
と
栄
え
を
言
祝
く
も
の
だ

っ
た
の
が
、

万
葉
知
識
人
な
り
の
い
わ
ば
無
常
観
に
よ

っ
て
曲
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。

「
き
は
る
」
は

「
剋
」

一
字

で
よ
い
と
し
た
の
は
誰
だ

っ
た
の
か
、
も
し

か
し
て
憶
良
だ

っ
た
の
か
、
し
か
し
そ
の
憶
良
も
、

○
吾
が
主
の
み
た
ま
賜
ひ
て
春
さ
ら
ば

奈
良
の
京
に
召
さ
げ
給
は
ね(巻

五

八
八
二
)

と
、

「
春
」
は

「
た
ま
」
を

「た
ま
は
る
」
こ
と
で
来
る
の
だ
と
い
う
感
覚
も
、

ま
だ
残
し
て
い
た
よ
う
で
あ

っ
た
。

二

タ

マ
ほ

こ
の

「
タ
マ
」
を
承
け
る
語
が
動
詞
的
な
も
の
と
名
詞
的
な
も
の
と
で
は
、
当
然
そ

の
意
味
的
な
関
わ
り
方
が
異
な

っ
て
く
る
。

一
般
に

「
美
称
」
と
言
わ
れ
る
も
の

は
、
下
が
実
体
的
な
意
味
を
も

つ
名
詞
の
場
合
で
、
上
接
の

「
玉
」
は
い
わ
ば
冠

辞
と
し
て

一
語
に
合
わ
さ

っ
て
把
え
ら
れ
易
い
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

「
た
ま
ほ
こ
の
」
は
、
記
紀
に
は
出
な
い
用
語
で
あ
る
が
、
万
葉
集
に
は
三
十

七
例
も
あ

っ
て
、

「
里
」
に
続
く

一
例
を
除
き
他
の
す
べ
て
が
下
接
語
を

「道
」
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奈

に
固
定
し
て
い
る
。
仮
名
以
外
の
用
字

に
つ
い
て
は
、
タ

マ
は
す
べ
て

「
玉
」
、

ホ
コ
は

一
例
の

「
文
」
以
外
す
べ
て

「桿
」
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
用
例
が

多
く

て
し
か
も
用
字

や
用
法
に
ゆ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
万
葉

歌
人
に
と

っ
て
は
、

こ
の
語
の
意
味
は

明
快
だ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

枕
詞
的
な
も
の
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば

「
た
ま
ほ
こ
」
は
、

○
是
の
た
だ
よ
へ
る
国
を
修
理
め
固
め
成
せ
と
、
天
沼
矛
を
賜
て
言
依
さ
し
賜
ひ
き
。

故
、
二
柱
の
神
、
天
の
浮
橋
に
立
た
し
て
、
其
の
沼
矛
を
指
し
下
し
て
画
か
せ
ぱ
、

塩
こ
を
ろ
こ
を
う
に
画
き
鳴
し
て
引
き
上
げ
ま
す
時
、
其
の
矛
の
末
よ
り
垂
落
る

塩
の
累
積
、
嶋
と
成
り
き
。

(記

神
代
)

○
天
の
現
矛
を
以
て
、
指
し
下
し
て
探
る
。
是
に
槍
漠
を
獲
き
。
其
の
矛
の
鋒
よ
り

滴
涯
る
潮
、
凝
り
て

一
の
嶋
に
成
れ
り
。

(神
代
紀
)
.

と
い
う

「現
矛
」
そ
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
た
だ

「矛
」
だ
け
な

ら
ば
、
神
話
中
で
は
、

○
援
女
君
の
遠
祖
天
釦
女
命
、
則
ち
手
に
茅
纒
の
趙
を
持
ち
、
天
石
窟
戸
の
前
に
立

た
し
て
、
巧
に
俳
優
す
。

(神
代
紀
)

○
天
釦
女
命
…
…
手
に
着
鐸
の
矛
を
持

て
、
石
窟
戸
の
前
に
於
て
覆
誓
槽
、
庭
瞭
を

挙
げ
て
俳
優
を
巧
作
て
、

(古
語
拾
遺
)

と
、

「わ
ざ
を
ぎ
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。

〇
八
千
ホ
コ
の

神
の
み
こ
と
は

八
島
国

妻
枕
き
か
ね
て

と
い
う
歌
に
お
け
る
大
国
主
神
は

「
ホ

コ
神
」
で
も
あ
る
。
ま
た
、

　

　

　

　

し

ヨ

リ

○
自
ら
御
諸
山
に
登
り
て
東
に
向
き
て
、
八
廻
弄
槍
し
八
廻
撃
刀
す
。

(記

神
代

)

(
崇
神
紀

四
十

八
年

)

○

天
皇

、
亦

頻

に
倭
建

命

に
詔

ら
さ
く

、

「
東

の
方
十

二
道

の
荒

ぶ
る
神

と
ま

つ
ろ

は
ぬ

人
等

と
を

言
向

け
和
平

せ
」

と

の
ら

し

て
、

…
…
比

々
羅

木

の
八
尋

矛
給

ひ

き
。

(記

景
行

)

○

皇
后

の
所

杖

け
る
矛

を

以

て
、
新

羅

王

の
門

に
樹

て
、

後
葉

の
印

と
し

た
ま

ふ
。

故
、
其
の
矛
、
今
猶
新
羅
王
の
門
に
樹
て
り
。

(神
功
摂
政
前
紀
)

と
、

王
た
ち
は

一
定
時
期
覇
者

の
シ
ソ
ボ

ル
の
よ
う
に

「矛
」
を
衝
き
携
え
て
い

た
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

○
た
ち
ま
も
り
、
遂
に
其
の
国
に
到
り
、
其
の
木
の
実
を
採
り
、
縷
八
鰻

・
矛
八
矛

以
ち
て
将
来
る
間
に
、
天
皇
即
に
崩
り
ま
し
ぬ
。

(記

垂
仁
)

と
、
田
島
守
が
将
来
し
た
矛
と
は
、

「
時
じ
く
の
か
く
の
木
の
実

(橘
)
」
の
こ

と
で
あ

っ
た
。

「
ほ
こ
」
は
、
記

・
紀
等
に
見
る
限
り
、
男
性

の
シ
ン
ボ
ル
と
い
っ
た
趣
は

一

定
窺
わ
れ
る
が
、
剣
や
矢
の
よ
う
な
戦
闘
具
の
イ
メ
ー
ジ
は
少
な
い
。
音
か
ら
し

に

ほ

て
も
、
ホ
は
、
稲
の

「穂
」
や

「
秀
つ
ま
国

・
国
の
ま
ほ
ら
」
の

「
ホ
」
に
通
じ
、

古
和
語

で
は
、

「
サ
」
と
共
に
神
聖
な
音
と
言
え
る
も

の
で
あ
る
。

コ
は
、

「
コ

(凝
)
る
、

こ
コ

(処
)

・
と

コ
ろ
」
な
ど
の

「
コ
」
に
通
じ
る
定
点
と
い
っ
た

意
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
び
た
だ
し
い
出
土
品
の
銅
鉾
が
武
器
と
い
う
よ
り
祭

器
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
島
の

「
ホ

コ
」
は
も
と
も
と
武
器
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
何
ら
か
の
類
似
性

の
も
の
と
し
て
漢
語
の

「
矛

・
文

・
鞘

・
戟
」

「
鉾

・
桿
」
な
ど
が
宛
て
ら
れ

(用
字
が
多
い
こ
と
自
体

ハ
る
　

ぴ

っ
た
り
相
当
す
る
も

の
が
な
か

っ
た
こ
と
の
証
で
あ
る
)
、
大
陸
か
ら
伝
わ
る

文
物
や
儀
礼
を
通
し
て
、
武
器
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
着
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
平
安
宮
廷
の
神
楽
歌
に
は
、
採
物
と
し
て

「
榊

・
幣

・
杖

・
篠

・
弓

・

剣

・
桿

・
杓
」
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
梓
の
歌
は
、

○
こ
の
ホ
コ
は

い
つ
く
の
ホ
コ
ぞ

天
に
ま
す

豊
岡
姫
の

宮
の
御
ホ
コ
ぞ

宮
の
御
ホ
コ
ぞ

〈
本
〉

〇
四
方
山
の

人
の
守
り
に

す
る
ホ
コ
を

神
の
御
前
に

い
は
ひ
立
て
た
る

い
は
ひ
立
て
た
る

〈
末
〉

と
い
う
も

の
で
あ
る
。
桿
は
、
天
釦
女
命
以
来
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
神

(巫
)

の
採
物
く
本
V
で
あ
り
、
ま
た
人
が
守
り
に
す
る
物
く
末
V
で
も
あ
る
と
い
う
。

へ

和
名
抄
に
は

「戟
」

に
は

「
保
古
」
、

「矛
」
に
は

「
天
保
古
」
と
和
名
が
宛
て
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ら
れ
て
い
る
。

「
ホ
コ
」
は
、
あ
る
時
期

「
人
の
守
り
」
と
し
て
手
に
持
つ
も
の
.

で
あ

っ
た
。

万
葉
集
に
は
ま
た
、

つ
ぎ
の
よ
う

な

「
ホ
コ
」
が
見
ら
れ
る
。

○
池
上
の
力
士
擁
か
も

白
鷺
の
桿
啄
持
て
飛
び
渡
る
ら
む

(巻
十
六

三
八
三

一

詠
白
鷺
啄
木
飛
歌
)

○
波
羅
門
の
作
れ
る
小
田
を
喫
む
烏

瞼
腫
れ
て
幡
憧
に
居
り

(同

三
八
五
六

詠
数
種
物
歌
)

こ
れ
は
、
や
ま
と
歌
に
新
奇
な
外
来
物
を
詠
ん
で
み
た
大
宮
人
達
の
戯
れ
歌
で

あ
る
が
、
い
さ
さ
か
椰
喩
的

に
歌
わ

れ
て
い
る
に
せ
よ
、

「
ホ

コ
」
と
は
霊
的
な

鳥
の
居
場
所
で
あ
る
と
い
う
感
覚
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
殿
舎

の
勾
欄
の
横
木
で

最
も
上
に
わ
た
し
た
木
を
平
安
期
以
来

「
ほ
こ
木
」
と
い
う
が
、
正
倉
院
文
書
に

は

「鳥
居
桁
」
と
も
出
る

(造
大
神
宮
用
度
帳
案
)
。
ま
た
、
鷹
狩
の
鷹

の
と
ま

り
木
を

「た
か
ほ
こ

(架
タ
カ
ホ
コ

色
葉
字
類
抄
)
」
と
も
言

っ
た
。
宇
治
拾
遺

物
語
中

の

「
千
手
院
僧
正
仙
人

に
あ

ふ
事
」

(岩
波
大
系

一
〇
五
)
・で
は
、
静

観
僧

正

(延
長
二

9
2
5
没
)
の
唱
え
る
尊
勝
陀
羅
尼
を
、
空
を
飛
び
ゆ
く
陽

へ

正
仙
人
が
聞
き
と
め
て
、

コ
房
ノ
前

ノ
椙

ノ
木
」

(今
昔
同
話
巻
+
三
-
一三

に

ヘ

ヘ

へ

と
ま
り
、
さ
ら
に
飛
び
下
り
て

「高
欄

の
ほ
こ
木
の
う

へ
に
ゐ
給
ひ
ぬ
」
と
あ
る
。

神
仙
に
霊
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。
万
葉
集
に
は
、

ヘ

へ

○
い
つ
の
間
も
神
さ
び
け
る
か

香
山
の
鉾
椙
が
末
に
こ
け
む
す
ま
で
に

(巻
三

二
五
九

鴨
足
人
)

と
い
う

「
ホ
コ
杉
」
が
あ
る
が
、
要
す
る
に

「神
の
坐
す
杉
」
の
古
色
蒼
然
と
し

た
イ
メ
ー
ジ
を
い
う

の
だ
ろ
う
。

ホ

コ
は
、
神
の
持
ち
物

か
ら
神
の
依
り
代
に
な

り
、
そ
れ
ゆ
え
に

「
人
の
守
り
」
と
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。

神
事

の
ホ
コ
と
し
て
は
、
今
昔

・
宇
治
拾
遺
の
中

の
、

や
は
り
平
安
初
期
ご
ろ

の
古
色
を
残
す
語
り
で
あ
る

「東
人

い
け
に

へ
を
止
む
る
事
」

の
中
に
、
生
賛
と

な
る
女

(
の
身
代
り
)
を
櫃
に
入
れ

て
、

○
剰

↓
榊

・
鈴

・
鏡
を
ふ
駆
み
臨
也
蔦
、
さ
き
追
の
の
し
り
て
も
て
参
る
さ
ま
、
い

と
い
み
じ
。

と

い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は

一
般
に
は
葬
列
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
神
楽

の
採
物
と
同
様
な
神
具
潜
列
せ
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、

「桿
」
が
先
頭
で
あ
る
所

が
注

目
さ
れ
る
。
万
葉
集
巻
十

一

「寄
物
陳
思
」

の
中
の
二
六
三
二
番
か
ら
の

「寄
物
」
は
、

「真
十
鏡
三
首

・
剣
刀
三
首

・
梓
弓
真
弓
三
首

・
鼓

一
首

・
灯

一

ヘ

へ

首

・
玉
桿

一
首

・
橋

(桁
)

一
首

・
宮
材

一
首
」
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
玉
桿
」

は
何
が
し
か
の
呪
具
で
し
か
も
木
製
と
い
う
並
べ
方

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

○
大
峡

・
小
峡
の
材
を
伐
り
て
瑞
殿
を
造
り
、
兼
て
御
笠
と
矛
盾
を
作
ら
し
む
。

(古
語
拾
遺
)

○
京
畿
諸
国
の
鉄
工
・
銅
工
・
金
作

・
甲
作

・
弓
削

・
矢
作

・糊
削

・
鞍
作

・
靹
張

等
の
雑
戸
は
、
…
…

(続
紀

天
平
勝
宝
四
年
)

「
ほ
こ
」
は
、
山
の
材
を
伐
り
、
削

っ
て
作

っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
作
る

「
ほ
こ
削
り
」
と
い
う
職
種
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
崇
神
紀
九
年
に
は
、
天
皇
が
夢
に
、

○
赤
盾
八
枚
、
赤
矛
八
竿
を
以
て
、
墨
坂
神
を
祠
れ
。
亦
黒
盾
八
枚
、
黒
矛
八
竿
を

以
て
、
大
坂
神
を
祠
れ
。

と
神
人
の
お
告
げ
を
受
け
、
教
え
の
ま
ま
に
祭

っ
た
と
あ
る
が
、

つ
づ
く
垂
仁
紀

二
十
七
年
に
は
、

○
祠
官
に
令
し
て
、
兵
器
を
神
の
幣
と
せ
む
と
ト
禄
し
む
る
に
、
吉
し
。
故
、
弓
矢

及
び
横
刀
を
、
諸
の
神
の
社
に
納
む
。
蓋
し
兵
器
を
も
て
神
祇
を
祭
る
こ
と
、
始

め
て
是
の
時
に
興
れ
り
。

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
崇
神
紀
の

「
盾

・
矛
」
は
や
は
り

「兵
器
」

の
範
疇
の

も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
検
討
か
ら
、
わ
が
国
古
代
に
お
け
る
ホ
コ
の
意
味
づ
け
と
そ
の

分
化
を
図
示
す
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。



6第25号奈 良 大 学 紀 要

○
生
成
力
を
も
つ

神
授
物

〈
天
の
ヌ
ポ
コ
〉

神

(巫
)
の
持
物

11

神
楽
の
採
物

〈
茅
巻
の
希
〉

権
威
の
象
徴

(銅
鉾
)
⇒

祭
式
行
列
の
捧
げ
物

(鉄
鉾
)

武
具

(今
昔
物
語
用
例
の
大
半
)

大
陸
の
類
似
物

(
武
具

・
威
儀
具
他
)

こ
こ
か
ら
、
問
題

の

「
玉
桿
」
の
語

自
体
の
意
味
は
、

「
タ
マ
の
依
り
木
」
あ

た
り
の
意
味
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
ぜ

「道
」
に
か

か
る
の
だ
ろ
う
か
。

万
葉
集
に
お
い
て
、

「
玉
桿

の
道
」

と
な
る
場
合
は
、

「
道
」
と
い
う
語
の
出

度
数

の
三
割
弱

で
あ
る
。
さ
ら
に
、

「道
」
以
下
の
承
接
語
句
は
、

つ
ぎ
の
よ
う

な

一
定
の
パ
タ
ー
ソ
の
も
の
に
集
約
さ

れ
る
。

道
行
人

(
四
首
)

道
行
き
、
行
く

(七
首
)

道
来
る
人

(三
首
)

道
行
き
あ
ひ

(
二
首
)

道

に
出
た
ち

(七
首
)

道
遠
し

(
六
首
)

道
に
出
で
ず

・
道
知
ら
ず

・
道
見

忘
れ

・
道
に
あ
は
じ

・
道

の
神

・
道
の
辺

(の
家
)

・
道
の
く
ま

(各

一
首
)

そ
し
て
、

「道
に
出
た
ち
」
を
中
心
に
当
然
な
が
ら
旅
の
歌
が
目
立
ち
、
ま
た
、

「道

に
行
あ
ひ

・
道
遠
し
」
な
ど
を
中
心
に
、
恋
の

「
道
行
」
に
か
か
わ
る
も
の

も

多

い
◎

し

か

し

な

が

ら

、

よ

う

な

一
群

で

あ

る
。

こ
れ
ら
の
中
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

つ
ぎ
の

の

∩
ー

に

妹
に
逢
は
む
と
我
に
謂
り
つ
も

(巻
十

一

二
五
〇
七

)

○
恋
ひ
死
な
ぱ
恋
ひ
も
死
ね
と
や

玉
枠
の

二
三
七
〇
)

○
…
…
玉
柞
の

道
来
る
人
の

伝
言
に

吾
れ
に
語
ら
く

「は
し
き
よ
し

君
は

こ
の
こ
ろ

う
ら
さ
び
て

嘆
か
ひ
い
ま
す
…
…
ま
そ
鏡

見
れ
ど
も
飽
か
ず

珠
の
緒
の

惜
し
き
盛
り
に

立
つ
霧
の

失
せ
ぬ
る
如
く

置
く
露
の

消
ぬ

る
が
如
く

玉
藻
な
す

靡
き
こ
い
臥
し

`
逝
く
水
の

留
め
か
ね
つ
」
と

狂

言
か

人
の
云
ひ
つ
る

逆
言
か

人
の
告
げ
つ
る

ー

1

遠
音
に
も

聞
け
ば

悲
し
み

(巻
十
九

四
二
一
四

挽
歌

家
持
)

○
…
…
玉
枠
の

道
に
出
立
ち

タ
ト
を

吾
が
問
ひ
し
か
ば

夕
ト
の

吾
に
告

ら
く

「吾
妹
や

汝
が
待
つ
君
は
…
…
久
な
ら
ば

今
七
日
許

早
か
ら
ば

今
二
日
許

有
ら
む
と
そ

君
は
聞
こ
し
し

汝
恋
ひ
そ
吾
妹
」

反
歌

杖
衝
き
も
衝
か
ず
も
吾
れ
は
行
か
め
ど
も

君
が
来
ま
さ
む
道
の
知
ら
な
く

(巻
十
三

三
三
一
八
・
三
三

一
九
)

行

人

の
言

も
告

げ
な

く

(巻

十

}

○
…
…
玉
枠
の

道
来
人
の

立
ち
留
り

何
か
と
問
へ
ば

答
や
る

た
づ
き
を

知
ら
に
…
…
月
待

つ
と

人
に
は
云
ひ
て

君
待
つ
吾
れ
を

(巻
十
三

三
二
七
六
)

「
玉
桿
の
路
行
人
」
あ
る
い
は

「
玉
桿

の
道
来
人
」
と
は
、
し
ば
し
ば
た
だ
の

人
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
占
に
よ
り

「
言
伝
て
」
を
す
る
人
で
あ
る
。
常
陸
国

風
土
記
に
は
、

○
美
麻
貴
天
皇

(崇
神
)
の
み
世
、
大
坂
山
の
頂
に
白
細
の
大
服
服
坐
て
、
白
桿
の

御
杖
取
坐
し
、
識
し
賜
ふ
命
は
、

「わ
が
み
前
を
治
め
奉
ら
ば
、
汝
が
聞
こ
し
看

さ
む
食
国
を
、
大
国
小
国
事
依
さ
し
給
は
む
」
と
識
し
賜
ひ
き
。

(香
取
郡
)
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と
あ
る
が
、
万
葉
歌

の
場
合
も
、

い
わ
ば
そ
う
し
た
カ
ミ
の
、
落
暁

の
果
て
を
思

わ
せ
る

「
道
行
人
」
が
、

「
玉
稗

(
神
霊
の
依
り
木
)
」
を
手
に
携
え
、
道

々
を

往
還
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
時
代
は
や
や
下
る
が
、
大
鏡
に
は
藤
原
兼

家
の
妻
時
姫
が
若
か
り
し
折
の
、

〇
二
条
の
大
路
に
出
で
て
、
夕
け
問
ひ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
白
髪
い
み
じ
う
白
き
女
の

た
だ

人
行
く
が
立
ち
ど
ま
り
て
、

何
わ
ざ
し
給
ふ
人
ぞ
。
も
し
夕
け
問
ひ
給

ふ
か
。
何
事
な
り
と
も
思
さ
む
こ
と
叶
ひ
て
、
こ
の
大
路
よ
り
も
広
く
長
く
栄
え

さ
せ
給
ふ
べ
き
ぞ
」
と
う
ち
申
か
け
て
ぞ
ま
か
り
け
る
。
人
に
は
あ
ら
で
さ
る
べ

き
も
の
の
示
し
た
て
ま
つ
り
け
る
に
こ
そ
侍
り
け
あ
。

(巻
四

兼
家
伝
)

と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
傍
線
部
な
ど
、
先
の
万
葉
歌
三
三

一
八
・
三
二
七
六
番

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
趣

で
あ
る
。

「
夕
け
」
と
は
、
夕
暮

の
辻
の
行
き
ず
り
の
人
誰

で
も
の
声
を
聞
い
て
占
う
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
心
許
な
げ
に
仔
む
人
に
近
寄

っ

て
は

「
言
伝
て
」
を
す
る
し
か
る
べ
き
人

(巫
)
が
居
た
の
で
あ
る
。

○
…
…
玉
柞
の

道
来
人
の

泣
く
涙

こ
さ
め
に
降
れ
ば

白
妙
の

衣
ひ
つ
ち

て

立
ち
留
り

吾
れ
に
語
ら
く

「…
…

(巻
二

二
三
〇

志
貴
親
王
亮
時
作
歌
)

の
場
合
な
ど
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
類
の

「
人
」
だ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。

と

こ
ろ
で
、

「
玉
桿
の
道
行
き
」

に
は
、

○
玉
柞
の

道
ゆ
き
人
は

足
ひ
き
の

山
行
き
野
行
き

に
は
た
つ
み

川
ゆ
き

渡
り

い
さ
な
取
り

海
道
に
出
て

か
し
こ
き
や

神
の
渡
り
は

吹
く
風
も

の
ど
に
は
吹
か
ず
…
…

(巻
十
三

三
三
三
五
)

○
玉
爽
の
道
行
き
疲
れ

い
な
む
し
ろ
敷
き
て
も
君
を
見
む
よ
し
も
が
も

(巻
十

一

二
六
四
三
)

○
…
…
タ
マ
ホ
コ
ノ

道
に
出
発
ち

岩
根
踏
み

山

え
野
行
き
…
…

(巻
十
八

四
一
一
六

家
持
)

と
い

っ
た
旅
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
当
時
、
旅
は

「
苦
し
」
以
外
の

何
物

で
も
な
か

っ
た
か
ら
、
当
然

「
人

の
守
り
」
と
も
な
る

「
玉
桿
」
を
衝
く
杖

と
し
て
携
え
る
の
が
常
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

「
玉
桿
」
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、

後

の
山
伏
の
金
剛
杖
や
錫
杖
と
い
っ
た
物

に
も
流
れ
る
霊
的
で
実
用
的
な
護
身
具

で
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
ま
た
、

○
玉
柞
の
道
行
か
ず
あ
ら
ば

ね
も
こ
ろ
の
か
か
る
恋
に
は
あ
は
ざ
ら
ま
し
を

(巻
十

一

二
三
九
三
)

○
は
し
き
や
し
誰
に
障
れ
か
も

玉
杵
の
路
見
忘
れ
て
君
が
来
ま
さ
ぬ(同

二
三
八
〇
)

○
玉
枠
の
道
ゆ
き
ぶ
り
に

思
は
ぬ
に
妹
を
あ
ひ
見
て
恋
ふ
る
こ
ろ
か
も

(同

二
六
〇
五
)

○
人
言
の
謹
を
聞
き
て

玉
柞
の
道
に
も
逢
は
じ
と
云
へ
り
し
吾
妹

(巻
十
二

二
八
七

一
)

な
ど
作
者
不
詳
の

「
正
述
心
緒
」
歌

で
は
、

「玉
桿
の
道
」
ぴ
き
に
よ
り
思
わ
ず

恋

に
お
ち
た
と
い
う
趣
も
あ
る
。
恋
と
は
、
タ
マ
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
が
、

タ

ハ
ゑ

マ
の
活
動
は
必
ず
し
も
自
覚
的
に
制
御

で
き
る
電
の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
、
タ

マ

の
つ
く

「
ホ
コ
」
に
よ

っ
て

「
道
」
引
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
っ
た
把
え
方
で

あ
ろ
う
。

○
遠
く
あ
れ
ど
君
に
ぞ
恋
ふ
る
玉
梓
の

里
人
皆
に
吾
れ
恋
ひ
あ
や
も

(巻
十

一

二
五
九
八
)

と
い
う

「
里
人
」
に
か
か
る
と
見
え
る
唯

一
例
は
、
そ
れ
ら
と

一
群
の
歌
と
見
ら

れ
る
も
の
で
、
む
し
ろ

「
玉
桿
の
」

で
切
れ
、

「
里
人
皆
に
恋
を
す
る
と
で
も
言

う
の
で
す
か
、
遠
く
に
居
て
も
君

一
人
に
恋
し
て
い
る
の
で
す
、
玉
桿

の

(道
び

き
の
ま
ま
に
)
」
と
い

っ
た
言
葉
足
ら
ず
の
歌
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
歌
を
可
能
に
す
る
の
は
、

「
玉
桿
」
の
指
す
意
味
が
ま
だ
具
体
的
に

　フ
　

生
き
て
お
り
、
言
葉
の
単
な
る
儀
礼
と
し
て
の
形
式
化
し
た
枕
詞
で
は
な
か

っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

一
般
に
、
万
葉
集
の
い
わ
ゆ
る
枕
詞
に
お

い
て
例
外
的

な
か
か
り
方
と
見
ら
れ
る
単
独
例
に
は
、
そ
の
言
葉
本
来
の
言
祝
き
性
を
も

つ
具
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体
的
な
意
味
感
覚
を
残
す
場
合
が
多
い
。

、

、

○
タ
マ
ホ
コ
ノ
道
の
神
た
ち
ま
ひ
は
せ
む

吾
が
思
ふ
君
を
な
つ
か
し
み
せ
よ

(巻
十
七

四
〇
〇
九

大
伴
池
主
)

「
玉
桿
」
と
は
、
タ
マ
の
依
る
ホ

コ

(杖
)
と
し
て
、

「
道
行
人
」
と
い

っ
た

へ

巫
者

(道
の
カ
ミ
)
に
携
え
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
タ

マ
を
道
び
く
呪
具
と
さ
れ
た

も
の
で
あ

っ
た
。

大
和
桜
井
市
の
茶
臼
山
古
墳
か
ら
は
、
長
さ
五
十
セ
ソ
チ
余
り
の
美
し
い
碧
玉

を
組
み
合
せ
た
玉
杖
が
出
土
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

一
時
期
の
王
者

の
も

の
で
、
万
葉
集
の

「
玉
梓
」
は
、
あ
え

て
漢
語

の
ホ

コ
類
似
物
に
は
用

い
ら
れ
な

ハゑ

い
木
偏

の

「
桿
」
を
宛

て
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
緒
に
通
し
た
玉
を
か
け
る
と
い
っ

た
こ
と
は
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

先
に
も
見
た
と
お
り
や
は
り
木
だ

っ
た
と

思
わ
れ
る
。

三

タ
マ
づ
さ
の

「
タ
マ
ヅ
サ
」
は
、
平
安
和
歌
で
は
、

○
秋
風
に
は
つ
か
り
が
ね
ぞ
聞
こ
ゆ
な
る
た
が
た
ま
つ
さ
を
か
け
て
き
つ
ら
む

(古
今
集

巻
四

秋
上

二
〇
七
)

○
た
ま
つ
さ
の
つ
ひ
に
と
ま
ら
ぬ
も
の
な
ら
ば
空
し
き
身
と
も
な
り
ぬ
ぺ
き
か
な

(宇
津
保

梅
の
花
笠
)

と
あ

っ
て
、

「
手
紙
」
の
意

で
使
わ
れ

て
い
る
。
下

っ
て
近
世
に
は
、

○
艶
書
を
ぱ
ふ
み
の
真
中
を
ね
じ
り
て
む
す
ぶ
也
、
俗
に
こ
れ
を
玉
づ
さ
と
云
。

(中
略
)
玉
づ
さ
も
万
葉
等
の
集
な
ど
に
も
見
え
た
れ
ば
俗
称
と
は
言
べ
か
ら
ず
。

(嬉
遊
笑
覧

巻
三
)

な
ど
と
あ
り
、
単
に
手
紙
と
い
う
よ
り

「恋
文
」
に
限
ら
れ
る
雅
語
さ
ら
に
は
俗

語
と
し
て
伝
承
さ
れ
、
タ
マ
を
冠
す
る
万
葉
歌
語

の
中
で
も
命
の
長
い
も
の
で
あ

っ

た
。

こ
の
こ
と
は
、
万
葉
集
中
十
七
首
に
用
い
ら
れ
る

「
玉
梓
」

の
意
味
や
か
か
り

方
が
、
後
世
の
目
に
も
比
較
的
分
明
だ
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。

「
タ

マ

ヅ
サ
」
は
用
字
も

「
玉
梓
」
に
限
ら
れ
る
し
、
接
続
も
、

二
例
の
み

「妹
」
に
直

接
す
る
以
外
は
、
消
息
を
伝
え
る

「
つ
か
ひ
」
な
い
七
そ
の

「
伝
言
」
に
か
か
る

も
の
が
す
べ
て
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
万
葉
集

で
は
、
後
に
そ
こ
に
関
心
が
ゆ
き
伝
承
さ
れ
た
恋
の

「
つ
か

ひ
」
で
は
な
く
、

つ
ぎ

の
よ
う
な
挽
歌
の
中
の
死
者
の
消
息
を
告
げ
る

「
つ
か
ひ
」

の
場
合
が
少
か
ら
ず
あ
る
。

○

「
な
ゆ
竹
の

と
を
よ
る
皇
子

さ
に
つ
ら
ふ

吾
が
大
王
は

こ
も
り
く
の

泊
瀬
の
山
に

神
さ
び
に

い
つ
き
坐
す
」
と

ー

お

よ
つ
れ
か

吾
が
聞
き
つ
る

狂
言
か

我
が
聞
き
つ
る
も
…
…

反
歌

逆
言
の
狂
言
と
か
も

高
山
の
石
穂
の
上
に
君
が
臥
や
せ
る

(巻
三

四
二
〇

・
四
二
}

石
田
王
卒
之
時
丹
生
王
作
歌
)

○
…
…
奥
つ
藻
の

な
び
き
し
妹
は

黄
葉
の

過
ぎ
て
去
に
き
」
と

玉
梓
の

使
の
言

へ
ば

梓
弓

声
に
聞
き
て
…
…(巻

二

二
〇
七

人
麻
呂
泣
血
哀
働
作
歌
)

○
い
つ
し
か
と
待
つ
ら
む
妹
に

玉
梓
の
言
だ
に
告
げ
ず
去
に
し
君
か
も

(巻
三

四
四
五

丈
部
龍
麻
呂
自
経
死
時
大
伴
三
中
作
歌
)

そ
し
て
、

こ
れ
ら
で
歌
わ
れ
て
い
る
状
況
や
言
葉
づ
か
い
が
、
先
の

「
玉
柞
の
」

の
場
合
に
お
け
る

「
玉
柞

の
道
行
人
の
言
も
告
げ
な
く

(
二
一二
七
〇
)
」

「
玉
桿

の
道
来
人

の
伝
言
に

(四
二
一
四
)
」
等
と
大
変
よ
く
似

て
い
る
こ
と
が
と
く
に

注
目
さ
れ
る
。
愛
す
る
人

の
死
の
知
ら
せ
は
、
泊
瀬
山
の
巌
の
上
に
神
さ
び
い
つ

く
と
か
、
黄
葉

の
よ
う
に
過
ぎ
去

っ
て
い
っ
た
と
か
、
逝
く
水
の
よ
う
に
留
め
ら

れ
な
い
の
だ
と
か
と
、
在
り
来
た
り
に
せ
よ
当
事
者
に
と

っ
て
は
た
ま
し
い
に
痛

く
響
く
、
美
し
い
比
喩
を
も

っ
て
告
げ
ら
れ
る
。

○
玉
梓
の
妹
は
珠
か
も

足
ひ
き
の
清
き
山
辺
に
蒔
け
ば
散
り
ぬ
る
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○
玉
梓
の
妹
は
花
か
も

足
ひ
き
の
こ
の
山
か
げ
に
蒔
け
ば
失
せ
ぬ
る

(巻
八

一
四
一
五
。
一
四
一
六

挽
歌
)

な
ど
も
、

「
玉
梓
の

(言
伝
て
中
の
)
妹
は
」

「
玉
の
よ
う
に
山
辺
に
蒔
か
れ
て

散

っ
た

・
花
の
よ
う
に
山
か
げ
に
蒔

か
れ
て
失
せ
た
」
と
か
と
、
美
し
く
切
な
く

伝
宜
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
聞
く
人
は
気
も
動
顛
し
て
、
そ
れ
を

「
お
よ
つ
れ
か
、

た
は
ご
と
か
」
と
否
ん
で
み
る
も

の
の
、
な
す
す
べ
も
な
く
嘆
き
に
暮
れ
る
。

「お
よ
つ
れ
か
ー

、
た
は
ご
と
か
I
l
」

「
逆
言
の
狂
言
と
か
も
」
は
、
集

中
の
常
套
句
で
、

「
お
よ
つ
れ
か
」

を
省

い
た
と
見
ら
れ
る

二
例

(
三
三
三
三

・

三
三
三
四
)
を
含
め
八
首
に
出
る
が
、

八
首
す
ぺ
て
挽
歌
で
あ
る
。
そ
の
中

で
、

「
逆
言

・
狂
言
」
の
主
体
が
明
ら
か

に

「
玉
梓

の
人
」
と
さ
れ
る
も
の
が
三
首

(

四
二
〇

・
四
一
=

・
三
九
五
七
)
、

「
玉
桿

の
道
来
人
」
と
い
う
も
の

一
首

(
四
二

一
五
)
で
、
残
り
も
そ
れ
ら

の
類
型
と

み
な
せ
る
歌
わ
れ
方

の
も
の
で
あ
る
。
あ

え
て
区
別
し

て
み
れ
ば
、

○
狂
言
か
逆
言
か

「隠
口
の
泊
瀬
の
山
に
い
ほ
り
せ
り
」
と
ふ

(巻
七

一
四
〇
八

挽
歌
)

○
…
…
逆
言
の

狂
言
と
か
も

「白
妙
に

舎
人
装
ひ
て

和
つ
か
山

御
輿
立

た
し
て

久
方
の

天
知
ら
し
ぬ
れ
」
…
…

(巻
三

四
七
五

安
積
皇
子
亮
時

家
持
)

と
い
う
場
合
は

「
玉
梓
の
人
」
的
で
あ
り
、
旅
に
あ
る
人
の
死
を
告
げ
て
来
る
、

○
王
の

御
命
か
し
こ
み

秋
津
嶋

倭
を
過
ぎ
て
…
…
行
き
し
君

い
つ
来
ま
さ

む
と

占
置
き
て

斎
は
ひ
わ
た
る
に

狂
言
か

人
の
言
ひ
つ
る

「
我
が
心

つ
く
し
の
山
の

黄
葉
の

散
り
す
ぎ
に
き
」
と

君
が
た
だ
香
を

反
歌

狂
言
か
人
の
言
ひ
つ
る

玉
の
緒
の
長
く
と
君
は
言
ひ
て
し
も
の
を

(三
三
三
三
・
三
三
一二
四

挽
歌
)

と
い
う
場
合
は
、

「
玉
柞
の
道
行
人
」
的
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
先
に
挙
げ
た
志

貴
親
王
亮
時
の
場
合
は

「
玉
桿

の
道
来
る
人
」
で
あ

っ
た
し
、
ま
た
、

○
王
の

み
こ
と
か
し
こ
み

足
ひ
き
の

山
野
障
ら
ず

天
ざ
か
る

鄙
も
治
む
る

ま
す
ら
を
や

何
か
物
思
ふ

青
丹
よ
し

奈
良
路
来
通
ふ

タ
マ
ヅ
サ
ノ

つ

か
ひ
絶
え
め
や

(巻
十
七

三
九
七
三
)

と
い
う
も
の
も

h
玉
柞

の
人
」

の
言
伝
て
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

っ
た
よ

う
に
、
状
況
は
交
錯
し
て
い
る
。

二
〇
七

・
二
〇
九
番
な
ど
、
古
写
本
中
で

「梓
」

が

「梓
」
と
な

っ
て
混
乱
が
あ
る
の
も
、
字
形
の
近
さ
は
勿
論
、
意
味
上
も
類
似

す
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

「
タ
マ
ヅ
サ
」
の
実
体
は
、
正
訓
用
字

の
す
べ
て
が

「
玉
梓
」

で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も

「梓
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
梓
と
い
え
ば

「梓
弓
」

が
す
ぐ
連
想
さ
れ
る
が
、

こ
れ
ま
で
見
て
来
た

「
玉
梓

・
玉
桿
」
.を
も

つ
歌

の
中

に
も
、

○
玉
梓
の

使
の
言
へ
ば

梓
弓

声
に
聞
き
て

(
二
〇
七

人
麻
呂
)

○
玉
桿
の

道
来
る
人
の

伝
言
に

吾
に
語
ら
く

「
…
…
」
と

狂
言
か

人
の

伝
ひ
つ
る

逆
言
か

人
の
告
げ
つ
る

梓
弓

爪
弾
く
夜
音
の

遠
音
に
も

聞
け
ば
悲
し
み
…
…

(四
二
一
四

家
持
)

と
、

「梓
弓
」
が
重
な

っ
て
出
る
も

の
が
あ
り
、
と
く
に
四
二

一
四
番
の
場
合
、

鳴
弦
に
よ

っ
て
霊
の
口
寄
せ
を
す
る
巫
者
が
、
す

で
に
存
在
L
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

「
梓
弓
」

の
用
法
は
、
仮
に
形
式
的
な
枕
だ
と
し
て

も
、

「
玉
桿

の
人
」
や

「
玉
梓
の
使
」

の

「伝
言
」
と
は
、
死
者

の
タ
マ
か
ら
の

「
伝
言
」
だ
と
す
る
常
識
を
も
と
に
用
い
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
玉
梓
」

の

「
梓
」
と
は
、

「
タ
マ
」
を
依
ら
せ
持
ち
来
る

「
梓
の
弓
」
と
同

一

物

の
場
合
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、

「玉
梓
」

の

「
桿
」
が
梓
材

で
あ

っ

た
可
能
性
も
高

い
。
橘
や
杉
な
ど
と
同
様
に
、

「梓
」
も
ま
た
生
長
早
く
弓
を
ば

じ
め
多
用
途

の
器
材
加
工
に
適
し
た
霊
木
と
し
て
の
ホ

コ
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

○
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、
わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
、
い
と
暗
う
細
い
に
…
…
修

行
者
あ
ひ
た
り
。

「
か
か
る
道
は
い
か
で
か
い
ま
す
る
」
と
い
ふ
を
見
れ
ば
、
見

し
人
な
り
け
り
。
京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に
と
て
、
文
か
き
て
つ
く
。
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(伊
勢

九
段
)

と
い
う

「修
行
者
」
は
、
ま
さ
し
く

「
玉
梓
の
使
」

で
あ
る
が
、
ま
た

「
山
行
き

野
行
き
」
の

「
玉
柞
の
道
行
人
」
だ
と

も
い
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
書
記
に
は
、

タ
ハ
ゴ
ト

オ
リ
ヅ
レ
ゴ
ト

○
復
た
、
趣
妄

・
妖
偽
を
禁
断
す
。

(天
智
紀
九
年
正
月
)

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。

「
順
考
古

道
」
の
皇
極
女
帝
の
治
政
下
を
最
後
に
、

儒
仏
絶
対
治
政
が
す
す
む
に
つ
れ
、
巫
者
た
ち
の
活
動
は
文
字
文
化
の
裏
の
世
界

に
沈
み
、
多
く
を
書
き
と
ら
れ
る
こ
と

は
な
か

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

さ

て
、

「
玉
梓
」
を
も

つ
万
葉
歌
の
半
数
ほ
ど
は
、

「
玉
桿
」

の
場
合
と
同
様

に
、
巻
十

一
の

「
正
述
心
緒
」
歌
を
中

心
に
し
た
作
者
未
詳

の
恋
の
歌
で
あ
る
。

○
か
く
だ
に
も
吾
れ
は
恋
ひ
な
む

玉
梓
の
君
が
使
を
待
ち
や
か
ね
て
む

(巻
十

一

二
五
四
入
V

O
玉
梓
の
君
が
使
を
待
ち
し
夜
の

名
ご
り
そ
今
も
寝
ね
ぬ
夜
の
多
き

(巻
十
二

二
九
四
五
)

○
人
言
を
茂
み
と
君
に
玉
梓
の
使
も
や
ら
ず

忘
る
と
思
ふ
な

(巻
十

一

二
五
八
六
)

○
さ
に
つ
ら
ふ

君
が
み
言
と

玉
梓

の

使
も
来
ね
ば
…
…

(巻
十
三

三
八
一
一
)

恋
と
は
、

○
霊
合

へ
ば
相
寝
る
も
の
を

小
山
田
の
鹿
猪
田
守
る
如
母
し
守
ら
す
も

(巻
十
二

三
〇
〇
〇
)

○
筑
波
峯
の
を
て
も
こ
の
も
に
守
部
据
ゑ

母
い
守
れ
ど
も
霊
そ
合
ひ
に
け
る

(巻
十
四

三
三
九
三

常
陸
国
歌
)

○
玉
あ
は
ば

君
来
ま
す
や
と

吾
が
嘆
く

八
尺
の
嘆
き

玉
緯
の

道
来
る
人

の

立
留
り

何
か
と
問

へ
ば
…
…

(巻
十
三

・
三
二
七
六
)

と
い
う
よ
う
に
、
互
い
の
タ
マ
が
合

っ
て
成
立
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
ま

た
、○

吾
が
背
子
が
使
を
待
つ
と

笠
も
着
ず
出
で
つ
つ
そ
見
し
雨
の
降
ら
く
に

○
た
し
か
な
る
使
を
な
み
と
情
を
そ
使
に
や
り
し

夢
に
見
え
き
や

○
吾
が
恋
ひ
し
事
も
語
ら
ひ
な
ぐ
さ
め
む

君
が
使
を
待
ち
や
か
ね
て
む

と
、

「
さ
に
つ
ら
ふ
」
者
た
ち
の
と
つ
と

つ
と
し
た

「
言
」

の
練
達
な
と
り
も
ち
に
よ

っ
て
こ
そ
う
ま
く
通
い
合
う
も
の
な
の
だ
と
説
く
人
が

あ

っ
た
の
だ
ろ
う
創

そ
う
し
た
人
と
は
、

○
梓
弓
引
き
み
緩

へ
み
思
ひ
み
て

す
で
に
心
は
依
り
に
し
も
の
を

(巻
十
二

二
九
八
六
)

○
梓
弓
末
の
た
づ
き
は
知
ら
ね
ど
も

心
は
君
に
依
り
に
し
も
の
を

(巻
十
二

二
九
八
五

一
本
歌
)

○
梓
弓
末
中
た
め
て
よ
ど
め
り
し

君
に
は
会
ひ
ぬ
嘆
き
は
や
め
む

(伺

二
九
八
八
)

と
、

「
梓
弓
」
の
弦
を

「
引
み
緩

へ
み
」
爪
弾
き
な
が
ら
、
恋
の
行
末
を
占
う
者

で
も
あ

っ
た
。
右

の
よ
う
な
二
九
八
五
～
八
八
の

「
梓
弓
」
を
頭
に
お
く
歌
は
、

(ε

後
世
の
梁
塵
秘
抄
四
句
神
歌

の
源
流
を
想
わ
せ
る
市
中
の
巫
歌

で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な

「
道
の
カ
ミ
」
た
ち
1
皇
極
紀
の

「
巫
硯
」
1
が
、
万
葉
時
代

の
道
々
や

橋
の
た
も
と
な
ど
に
は
居

て
、
物
思
い
顔
の
人
を
見
つ
け
て
は

「
立
ち
と
ま
り
」

「
何
か
」
と
問

い
か
け
、

「
ま
ひ
」
を
あ
て
に

「
玉
梓
の
使
」
に
も
立
ち
、
そ
し

て
、
何
よ
り
も
彼
ら

の

「
た
づ
き
」
と
も
す
ぺ
く
、

「
タ

マ
」
を
め
ぐ
る
見
え
な

い
世
界

へ
の
想
念
を
常
識
と
し

て
人
々
に
植
え
つ
け
、

「
玉
桿
の
道
行
人
」
と
な

っ

て
東
国

へ
ま
で
も
広
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

「さ
に

つ
ら
ふ
」
恋
の
使
い
に
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
人
と
は

限
ら
ず
、
ま
だ
そ
の
心
に
う
と
い
身
近
な
童
幼
を
た

て
る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

○
女
ど
も
、
あ
ま
た
出
て
か
く
言
ひ
か
け
た
る
。

〔歌
〕
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
童
の

(巻

十

二

三

一
二

一
)

(同

二
八
七
四
)

(巻
十

一

二
五
四

三
)

は
、

「
た

し

か

な
使

」
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ロ
に
て
言
ひ
い
れ
て

〔男
、
歌
〕
、
さ
て
、
と
き
ど
き
通
ひ
け
れ
ど
…
…

(大
和

付
載
説
話
)

と
い

っ
た
、
平
安
貴
族

の
恋
の
場
に
お
け
る

「
わ
ら
は
」

の
役
割
か
ら
逆
に
考
え

て
も
、
日
常
的
に
は
そ
の
方
が
自
然

の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
折
に
は
、

○
玉
梓
の
君
が
使
の
手
折
り
け
る

こ
の
秋
萩
は
見
れ
ど
あ
か
ぬ
か
も

(巻
十

一=

=

)

と
い
っ
た
、

タ
マ
の
つ
く
木
が
必
ず

し
も

「梓
」
と
は
限
ら
ず
、
折

々
に
に
お

い

た

つ

「
か
く
の
木
」

の
小
枝

(
ホ
コ
)
で
あ
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四

タ

マ
〈
し
げ

・
タ

マ
だ
す
き
他

恋
が
成
る
た
め
に
は
、

二
人
の
タ

マ
の
合
う
こ
と
こ
そ
が
大
切
だ
と
い
う
。
そ

こ
に
、
相
手
の
タ
マ
を

「
こ
ふ
」
た
め
の
種

々
の
呪
物
が
成
立
し
た
。

○
玉
厘
覆
ふ
を
安
み
あ
け
て
往
な
ば

君
が
名
は
あ
れ
ど
吾
が
名
し
惜
し
も

(巻
二

九
三

鏡
王
女
)

○
吾
が
思
ひ
を
人
に
知
る
れ
や

玉
厘
開
き
あ
け
つ
と
夢
に
し
見
ゆ
る

(巻
四

五
九

一

笠
女
郎
)

○
こ
の
こ
ろ
は
恋
ひ
つ
つ
も
あ
ら
む

タ
マ
ク
シ
ゲ
あ
け
て
を
ち
よ
り
す
べ
な
か
る

ぺ
し

(巻
十
五

三
七
二
六

狭
野
娘
子
)

「
玉
く
し
げ
」
は
、

「
玉
厘
ふ
た
が
み
山
」
と
い
う

「
蓋
」・
と
、

「
玉
厘
み
む

う
と
山
」
と
い
う

「身
」
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
る
合
子
で
あ
る
が
、
右
の

歌
か
ら
は
、
そ
の
蓋
を
開
け
る
か
覆
う
か
に
、
恋
の
成
り
ゆ
き
を
か
け
た
特
別
の

意
味
の
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
れ
は
当
然
、
浦
島

子
伝
説

(
一
七
四
〇
)

の
玉
匝

の
タ
ブ
ー
と
も
か
か
わ
る
も

の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

「く
し
げ
」
と
は
、
も
と
よ
り

「
櫛
笥
」

で
、
女
子
の
護
身
具
で
も
あ
る

「
く

し
」
を
納
め
て
お
く
箱
で
あ
る
。
ま
た
、
崇
神
紀
十
年
に
記
さ
れ
る
倭
　
々
日
百

襲
姫
命

(記
、
活
玉
依
砒
売
)
の
櫛
笥
の
中
に
夫
の
大
物
主
神
が

「
美
麗
し
き
小

蛇
」
と
し
て
入

っ
て
い
た
と
い
う
三
輪
山
伝
説
中
で
、
重
要
な
役
割
を
持

つ
も
の

で
も
あ
る
。

く
し
げ

万
葉
集
の

「
水
江
浦
嶋
子
」
伝
説
歌
で
は
、

「
こ
の
簾
開
く
な
ゆ
め
」

「
こ
の

は
こ

た
ま
く
し
げ

筥
を
開
き
て
見
て
ぱ
」
「
玉
筐
少
し
披
く
に
」
と
、

「
く
し
げ
」
と

「
玉
く
し
げ
」

と
は
ほ
ぼ
同
意
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
集
中
の
用
例
数
は

「
く
し
げ
」

六
例
に
対
し

「
玉
く
し
げ
」
十
八
例
で
、

「
玉
」
を
冠
す
る
場
合
が
断
然
多
い
し
、

枕
詞
的
用
法
は

「
玉
く
し
げ
」
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、

○
君
な
く
は
な
ぞ
身
装
は
む

匝
な
る
黄
楊
の
小
櫛
も
取
ら
む
と
も
思
は
ず

(巻
九

一
七
七
七

播
麿
娘
子
)

○
処
女
ら
が
玉
筐
な
る
玉
櫛
の

神
さ
び
け
む
も
妹
に
あ
は
ず
あ
れ
ば

(巻
四

五
二
二

藤
原
大
夫
)

と
、
櫛
を
入
れ

て
お
く
と
歌
う
も
の
が
あ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
今

一
つ
注
目
さ

れ
る
の
は
、

○
草
枕
旅
に
は
妻
は
率
た
れ
ど
も

厘
の
内
の
珠
こ
そ
念
ほ
ゆ
れ

(巻
四

六
三
五

湯
原
王
)

○
白

玉
を
手

に
は
纒

か
ず

に

○

わ

た

つ
み

の

神

の
命

の

さ

り

て
…

…

と

、

「
玉

」

そ

し

て
、

厘
の
み
に
置
け
り
し
人
そ
玉
詠
せ
る(巻

七

=
二
二
五
)

み
く
し
げ
に

蓄
ひ
置
き
て

斎
く
と
ふ

玉
に
ま

(巻
十
九

四
二
二
〇

坂
上
郎
女
)

も
入
れ
て

「
斎
き
」
お
く
と
歌
う
こ
と
で
あ
る
。

○
妹
が
た
め
玉
を
拾
ふ
と

木
の
国
の
ゆ
ら
の
崎
に
こ
の
日
暮
ら
し
つ

(巻
七

一
二
二
〇
)

○
妹
が
た
め
吾
れ
玉
拾
ふ

沖
辺
な
る
玉
持
ち
寄
せ
来
沖
つ
白
波

(巻
九

一
六
六
五
)

O
木
の
国
の

浜
に
寄
る
と
ふ

鰻
玉

拾
は
む
と
云
ひ
て

妹
の
山

背
の
山
越
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え
て

行
き
し
君

い
つ
来
ま
さ
む
と
…
…

(巻
十
三

三
三
一
入
)

○
吾
妹
子
が
心
な
ぐ
さ
に
や
ら
む
た
め

沖
つ
島
な
る
白
玉
も
が
も

(巻
十
八

四

一
〇
四

家
持
)

な
ど
の
歌
か
ら
は
、
万
葉
時
代
、

「
妹
が
た
め
」
に
は
る
ば
る
紀
の
国
ま
で

「腹

玉
白
玉
」
を
求
め
に
行
く
こ
と
が
流
行
し
た
ら
し
い
こ
と
も
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

お
そ
ら
く
、
女
の
側
は
、
男

か
ら
贈
ら
れ
た

「
(白
)
玉
」
を
、
男
の
タ
マ
の

代
と
し
て

「
く
し
げ
」
に
入
れ

て
蓋

を
し
大
切
に
持

つ
こ
と
が
、
恋
の
行
末
に
重

い
意
味
を
持

つ
と
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
厘
を
、
不
用
意
に

「
開
き
あ
け
つ
」

(
五
九

=

と

い
う

の
は
、

「
思
ひ
を
人
に
知
」
ら
れ

る
こ
と

に
も
な
る
、

い
わ
ば
は
し
た
な
い
こ
と
で
も
あ

っ
た
。

○
は
し
き
や
し
吹
か
ぬ
風
ゆ
ゑ

玉
厘
開
け
て
さ
寝
に
し
吾
れ
そ
く
や
し
き

(巻
十

一

二
六
七
八
)

「
浦
島
子
」
伝
説
歌
に
お
い
て
、

「
開
く
な

ユ
メ
」
と
渡
さ
れ
た
匝
は
、
睦
み

合

っ
た

二
人
の
タ
マ
を
封
じ
込
め
た

「
タ
マ
く
し
げ
」
で
、
そ
の
ζ
と
の
自
覚
乏

し
く
開
け
た
こ
と
で
、

「
タ

マ
」
は
白
雲
と
な

っ
て
常
世
辺
に
棚
引
き
去
る
。
タ

マ
の
離
れ
去

っ
た
浦
島
子
は
、
当
然

「
ゆ
な
ゆ
な
は
息
さ

へ
絶
え
て

後
遂
に
寿

死
に
け
る
」
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
三
輪
山
伝
説
の
倭
　
々
姫
命
の

「
く

し
げ
」
は
、
神

(男
)
が
そ
の
本
然
の

「
形
」

で
こ
も
る
も
の
で
あ

っ
た
。
本
の

形
と
は
、
あ
る
い
は
ま
た
、
海
神
の
女

で
あ
る
豊
玉
ひ
め
の
命

の
場
合
は
、

「
本

つ
国
の
形
」

で
の
出
産
を

「
願
勿
見
」

と
い
う
よ
う
に
、
み
だ
り
に
覗
き
見
て
は

ヘ

ヘ

へ

な
ら
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
タ
ブ

ー
が
破
ら
れ
る
こ
と

で
、

一
般
に
異
界
出

自
同
志
の
男
女
の
仲
は
決
定
的
な
破
局

を
迎
え
る
。

三
輪
山
伝
説
の
櫛
笥
の
中
の

「
小
蛇
」
と
、
浦
島
子
伝
説
の
玉
匝
の

「白
雲
」

ム
リ
リ

と
の
間
に
、
ど

の
よ
う
な
人

々
の
思

い
入
れ
の
変
容
や
大
陸
文
化

の
影
響
が
あ

っ

た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

万
葉
集
歌
の
浦
島
子
の

「
玉
匝
」
は
、
他

の
万
葉
集
歌
の

「
玉
匝
」
の
と
ら
え
方

と
、
さ
ほ
ど
ズ
レ
の
な
い
感
覚
で
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
な
ら
ぬ
者
の
本
然
の
形
が

「
タ
マ
」

で

あ
る
と
す
る
と
、
櫛
笥
に

「
小
蛇
」
が
こ
も
る
こ
と
と
、
形
代
の

「
白
玉
」
を
入

れ
る
こ
と
と
は
、
思
い
の
外
近
い
繋
り
を
も

つ
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。い

ず
れ
に
せ
よ
、
万
葉
集
の

「
タ
マ
く
し
げ
」
と
は
、
美
し
い
箱

の
意
と
し
て

「
玉
」
を
冠
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

「
タ

マ

(霊

ザ
玉
)
」
を
大
切
に
入
れ
る

「
く
し
げ
」
と
い
う
具
体
的
な
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
。.

さ
て
、
特
定
の
相
手
の
タ
マ
を

「
こ
ふ
」
あ
る
い
は

「
よ
ぶ
」
気
持

の
切
実
さ

は
、
玉
厘
の
蓋
を
開
け
て
待

つ
と
い
う
以
外
に
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
よ
り
も
古
い

由
来
を
も

つ
次
の
よ
う
な
呪
法
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。

○
玉
手
次
懸
け
ね
ば
苦
し

懸
垂
れ
ば
つ
ぎ
て
見
ま
く
の
欲
し
き
君
か
も

(巻
十
二

二
九
九
二
)

○
玉
手
次
懸
け
ぬ
時
な
き
吾
が
恋
は

時
雨
し
降
ら
ば
ぬ
れ
つ
つ
行
か
む

(巻
十

二
二
=
=
ハ
)

○
玉
手
次

懸
け
ぬ
時
な
く

吾
が
思

へ
る

君
に
よ
り
て
は
…
…

(巻
十
三

三
二
八
六
)

「
玉
手
次
か
け
て
」
恋
う
の
は
、
右
の
よ
う
な
恋

の
相
手

(
の
タ
マ
)
ば
か
り

で
な
く
、

「
玉
桿

・
玉
梓
」

の
場
合
と
同
様
に
死
者
を
偲
ぶ
と
き
も
よ
り
荘
重
な

儀
礼
と
し
て
な
さ
れ

て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

○
…
…
天
の
如

ふ
り
放
け
見
つ
つ

ー

恐
こ
く
あ
り
と

も

(巻
二

一
九
九

高
市
皇
子
濱
宮
時

人
麻
呂
)

○
…
…
天
の
原

ふ
り
放
け
見
つ
つ

珠
手
次

懸
け
て
偲
は
な

恐
こ
く
あ
り
と

も

(巻
十
三

三
三
二
四

挽
歌
)

ま
た
、
笠
金
村
歌
に
お

い
て
は
、

○
劃
調
渕
ー

副
訓
「
」
創
酬
刷
刮
劃
は
:…
・

(巻

八

一
四

五
三

贈

入
唐
使

)

○

…

…
わ

た

つ
み

の

手

に
巻

か
し
た

る

珠

手
次

懸
け

て
偲

ひ

つ

日
本
嶋
根

・を

(巻

一二

一二
六
六
)
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と
、
愛
し
い
対
象
を
離
れ
て
恋
う
時

に
も

(言
葉
の
上
だ
け
か
も
知
れ
な
い
が
)
す

る
呪
的
行
為

で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
挙
げ
た
三
二
八
六
番
歌

で
は
、

「
玉
手
次
懸
け
ぬ
時
な
く
」

と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、

○
…
…
倭
文
幣
を

手
に
取
持
て

竹
珠
を

し
じ
に
貫
き
垂
れ

天
地
の

神
を

そ
吾
が
乞

い
た
も
す
べ
な
み

(三
二
入
六
)

と
、

「恋
」
と
は
い
え
、
何
と
も
物

々
し
く
す
さ
ま
じ
い
祈
薦
ぶ
か
が
示
さ
れ
て

い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
歌
の
前
後

に
収
め
ら
れ
た

「
或
本
歌
」
で
は
、
同

様
な
趣
を
、

○
菅
の
根
の

ね
も
ご
ろ
ご
ろ
に

吾
が
思
へ
る

妹
に
よ
り
て
は

言
の
禁
も

な
く
あ
り
こ
そ
と

斎
戸
を

い
は
ひ
掘
り
据
ゑ

竹
珠
を

間
な
く
貫
き
垂
れ

天
地
の

(以
下
同
じ
)

(三
二
八
四
)

○
大
船
の

思
ひ
た
の
み
て

さ
な
葛

い
や
遠
長
く

我
が
思
へ
る

君
に
よ
り

て
は

言
の
故
も

な
く
あ
り
こ
そ
と

木
綿
手
次

肩
に
取
懸

忌
戸
を

斎

ひ
掘
り
据
え

玄
黄
の

(以
下
同
じ
∀

(三
二
入
八
)

と
、
す
こ
し
ず

つ
呪
物
の
し
つ
ら
い
に
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ソ
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、

死
者

に
対
し
て
も
当
然
同
様
な
行
為
を

歌
う
も
の
が
あ
り
、

○
…
…
吾
が
屋
戸
に

み
諸
を
立
て
て

枕
辺
に

斎
戸
を
据
ゑ

竹
玉
を

間
な

く
貫
き
垂
れ

木
綿
手
次

腕
に
懸

て

天
な
る

さ
さ
ら
の
小
野
の

七
生
菅

手
に
取
り
持
て

久
か
た
の

天
の
川
原
に

出
で
立
ち
て

み
そ
ぎ
て
ま
し

を
…
…

(巻
三

四
二
〇

石
田
王
卒
時
)

○
…
…
木
綿
手
次

吾
れ
は
祈
れ
ど

肩
に
取
掛
け

倭
文
幣
を

手
に
取
持
ち
て

な

れ
そ
と

巻
て
寝
し

妹
が
秩
は

雲
に
た
な
び
く

(巻
十
九

四
二
三
六

伝
諦
遊
行
女
婦
蒲
生
)

○
…
…
白
妙
の

た
す
き
を
か
け

真
十
鏡

乞
ひ
の
み

国
つ
神

伏
し
て
額
つ
き

つ
ま
り
は
、

手
に
取
り
持
ち
て

天
つ
神

仰
ぎ

(巻
五

九
〇
四

恋
古
日

憶
良
)

○
天
の
う
ず
め
の
命
、
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
手
次
に
繋
け
て
、
天
の
真
析
を
縷

と
し
て
、・
天
の
香
山
の
小
竹
葉
を
手
草
に
結
ひ
て
、
…
…

(記

神
代
)

と
い
う

「
天
の
日
影
」

の

「手
次
」
な
る
も
の
が
、

「木
綿
手
次
」

「白
妙

の
手

次
」
そ
し
て

「
玉
手
次
」
と
な
っ
て
、
万
葉
時
代
の
カ
ミ
や
タ
マ
を

「
こ
ふ
」
呪

具
に
な

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

○
玉
垂
の
小
簾
の
間
通
し
独
り
居
て

見
る
験
な
き
夕
月
夜
か
も

(巻
七

一
〇
七
三
V

O
玉
垂
の
小
簾
の
す
け
き
に
入
り
通
ひ
来
ね

足
乳
根
の
母
が
問
は
さ
ば
風
と
申
さ

む

(巻
十

一

二
三
六
四

旋
頭
歌
)

○
玉
垂
の
小
賓
の
垂
簾
を
往
き
か
ち
に

寝
は
な
さ
ず
と
も
君
は
通
は
せ

(巻
十

一

二
五
五
六
)

と
い
う

「
玉
垂

の
小
簾
」
も
》

「
竹
玉
を
間
な
く

(し
じ
に
)
貫
き
垂
り
」
と
い

う

「竹
玉
」
の
垂
れ
物

の
呪
性
を
曳
く

「
タ
マ
ご
ひ
」
の
し

つ
ら
い
だ

っ
た
と
見

ら
れ
る
。

○
君
待
つ
と
吾
が
恋
ひ
居
れ
ば

我
が
屋
戸
の
簾
動
か
し
秋
の
風
吹
く

(四
八
八
・
一
六
〇
六

額
田
王
)

と
い
う
歌

の

「
簾
」
と
は
、
単
に
初
秋
の
風
物
と
い

っ
た
物
で
は
な
く
、

二
三
六

四
番
の
旋
頭
歌
に
通
う
よ
う
な
意
味
を
持

っ
た

「
(玉
)
簾
」
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
万
葉
時
代

の
人
々
は
、
恋
や
死
の
よ
う
な
タ
マ
の
離
れ
易
い
時

へ
の

構
え
を
決
し
て
怠
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

○
玉
手
次

畝
火
の
山
の

橿
原
の

日
知
り
の
御
世
ゆ

あ
れ
座
し
し

神
の
こ

と
こ
と
…
…

(巻

一

二
九

人
麻
呂
)

○
…
…
玉
手
次

畝
火
の
山
に

鳴
く
鳥
の

音
も
聞
こ
え
ず

玉
梓
の

道
行
人

も

独
り
だ
に

似
て
し
行
か
ね
ば
…
…

(巻
二

二
〇
七

人
麻
呂
)

○
思
ひ
あ
ま
り
い
た
も
す
ぺ
な
み

玉
手
次
う
ね
び
の
山
に
吾
れ
印
結
ひ
つ

(巻
七

=
二
三
五
)

な
ど
の

「
う
ね
ぴ
山
」
に
か
か
る

「
玉
手
次
」
も
、

「
ウ
ネ

(項
)
」
と
い
う
音
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に
よ
る
連
想

で
か
け
ら
れ
た
の
で
は
あ
ろ
う
が
、

「
玉
手
次
」
を
懸
け
る
こ
と
に

よ

っ
て
畝
火
山
を
霊
体
と
す
る
感
覚
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ
と
見
ら
れ
る
。
い

わ
ば
言
葉
に
よ

っ
て
タ
ス
キ
を
懸
け
た

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

二
〇
七
番
の

人
麻
呂
の

「
泣
血
哀
働
作
歌
」
の
そ
の
部
分
の
意
味
は
、
霊
山
う
ね
ぴ

の
鳥

の
声
、

さ
さ
や
き
過
ぎ
る
玉
桿
の
道
行
人
の
い
ず
れ
か
ら
も
妹
の
タ
マ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
届
か
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
万
葉
時
代

の
人
々
に
、

タ
マ
と
は
ど
の
よ
う
な
形
姿
の
も
の
と
把

え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。、
そ
れ
は
、
ま

っ
た
く
見
え
な
い
も
の
で
は
な
く
、

見
え
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
形
代
と
し
て
石
や
竹
や
布
な
ど
が
設
定
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。

○
青
旗
の
木
旗
の
上
を
通
ふ
と
は

目
に
は
視
れ
ど
も
直
に
逢
は
ぬ
か
も

(巻
二

一
四
八
)

○
人
魂
の
さ
青
な
る
君
が
た
だ
独
り

逢

へ
り
し
雨
夜
の
葉
ひ
さ
し
思
ほ
ゆ

(巻
十
六

三
八
八
九
)

な
ど
が
、
わ
ず
か
に
そ
の
こ
と
を
窺
え

る
歌
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
形
姿
に
つ

い
て
は
、
要
す
る
に
歌
う

(言
う
)
ま

で
も
な
い
共
通
認
識
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
よ
り
視
覚
的
に
近

い
形
代
を
求
め
、
そ
の
形

代
的
な
も
の
へ
の
観
察
は
精
緻
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

へ

緒
が
つ
い
て
い
た
に
違
い
な
い
穴
玉

。
曲
玉
は
、
タ
マ
が
来
て
孕
み
は
る
ゆ
え

の
、
人

の
胎
児
と
膀

の
緒
を
想
わ
せ
る
が
、
玉
に
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
を
繋
ぎ
留

め
る
緒

の
存
在
が
重
要
で
あ

っ
た
。
そ

し
て
、

○
真
珠
は
緒
絶
え
し
に
き
と
聞
き
し
故
に

そ
の
緒
ま
た
貫
き
吾
が
玉
に
ぜ
む

(巻
十
六

三
八
一
四
)

○
か
く
し
つ
つ
有
り
な
ぐ
さ
め
て

玉
の
緒
の
絶
え
て
別
れ
ば
す
べ
な
か
る
ぺ
し

(巻
十

一

二
八
二
六
)

○
玉
の
緒
の
絶
え
た
る
恋
の
乱
れ
な
ぱ

死
な
ま
く
の
み
そ
ま
た
も
逢
は
ず
し
て

(巻
十

一

二
七
八
九
)

と
、
そ
の
緒
が
絶
え
て
タ
マ
が
所
在
不
明
と
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、

○
中
々
に
人
と
在
ら
ず
は

桑
子
に
も
成
ら
ま
し
も
の
を
玉
の
緒
ば
か
り

(巻
十
二

三
〇
八
六
)

○
さ
寝
ら
く
は
玉
の
緒
ば
か
り

恋
ふ
ら
く
は
ふ
じ
の
高
嶺
の
鳴
沢
の
ご
と

(巻
十
四

三
三
五
八
)

と
、
玉
の

「緒
ば
か
り
」

で
タ
マ
の
抜
け
た
状
態
と
な
る
こ
と
も
た
し
か
に
あ

っ

た
の
で
あ
る
。

ま
た
、

「
タ
マ
か
づ
ら
」
と
は
、

つ
や
や
か
な
朱
や
黄
に
す
き
と
お
る
丸
い
実

の
つ
く
ま
さ
し
く

「
日
か
げ
の
か
づ
ら
」

で
あ
る
が
、
そ
の

「
遠
長
く
」

「
絶
ゆ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る
こ
と
な
き
」

つ
よ
い
緒

(蔓
)
の
延
び
広
が
り

へ
の
関
心
も
相
当
な
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、

「
さ
青
」
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
人
ダ
マ
に
近
い
と
さ
れ
た
の
は
、

「
日
か
げ
の
か
づ
ら
」

で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
碧
玉
や
輩
翠

・
焉
璃
な
ど
の
石
の

タ
マ
で
あ
ろ
う
。

人
麻
呂
の
歌
語
と
し
て
成
立
し
た
可
能
性
の
あ
る

「
玉
か
ぎ
る
」
の

「
か
ぎ
る
」

が
、
ほ
の
か
に
見
え
る
よ
う
な
見
え
な
い
よ
う
な
タ
マ
の
青
く
透
け
る
光
彩
を
意

ハユ

味
の
中
核
に
し

て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
か
つ
て
細
か
く
検
討
し
た
が
、
と
も

か
く
、
古
代
墳
墓
等
よ
り
出
土
す
る
多
く
の
玉
珠
は
、
単
に
美
し
い
装
飾
品
や
財

宝
と
し
て
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
語
で
は
玉
は
、

「
ガ
ラ

ス
玉

・
あ
め
玉

・
パ
チ
ソ
コ
玉
」
等
と
、
と
り
わ
け
球
状
の
形
態
に
そ
の
命
名
の

関
心
が
向
い
て
い
る
が
、
古
代
語
で
は
む
し
ろ

「透
け
る
光
彩
」
こ
そ
が
、
タ
マ

の
形
代
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。

今
年
五
月
、
奈
良
県
磯
城
郡

の
通
称
島
の
山
古
墳
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
手

つ
か
ず

の
ま
ま
の
埋
葬
呪
具
と
見
ら
れ
る
お
び
た
だ
し
い
碧
玉
類
の
出
土
が
あ

っ
た
。
そ

れ
ら
は
、
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
万
葉
集
歌
の
と
お
り
に
、
被
葬
者
の
枕
辺
に

「
玉

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

匝

(碧
玉
石
の
合
子
)
」

を
開
け
た
状
態

で
置
き
、
鏡
を
か
け
、

「
玉
手
次

(長た

い
ネ
ッ
ク
レ
ス
状
の
も
の
)
」
を
体
上
に
か
け
、
両
手
首

の
位
置

に
は
玉
の

「
手

な

　　
　

纒
き
」
を
し
、
そ
し
て
、
沢
山
の

「
玉
釧
」
が
外
榔
に
は
り

つ
け
て
あ

っ
た
。
そ
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れ
は
、
い
わ
れ
る
よ
う
な

「
魔
よ
け
」

で
は
な
く
死
者
の
離
れ
去

っ
た
タ

マ
を
招

(13
)

く

「
タ
マ
ご
ひ
」
の
呪
具
だ

っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

「
玉
」
を
身
に
つ
け
る
文
化
は
、
仏

教
の
数
珠
以
外
、
そ
の
後
急
速
に
衰
退
す

る
。
そ
の
わ
け
は
、
タ

マ
の
呪
術
を
説
く
人

々
の
呪
力
が
、
儒
仏
絶
対
治
政
の
も

と
に
後
退
し
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
万
葉
時
代
、
あ
れ
ほ
ど
関
心
の
高

か
っ
た

「
白
玉

(真
珠
)
」
も
、
源
氏

・
枕
草
子
と

い
っ
た
平
安
女
房
文
学
に
は

全
く
登
場
し
な
い
。
宇
治
拾
遣

の
中

の

「
玉
の
価
は
か
り
な
き
事
」

(岩
波
大
系

一
八
〇
)
に
は
、
平
安
盛
時

の
藤
原
頼

道
の
頃
、
大
豆
ほ
ど
の
あ
こ
や
の
玉
が
、

唐
に
持

っ
て
ゆ
く
と
あ
き
れ
る
程

の
高
値
と
な

っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
栄
華

の
極
み
に
あ

っ
た
王
朝
貴
族
も
さ
ほ
ど
の
関
心
を
も
た
な
か

っ
た
ゆ
え
に
、
白
玉

は
京
よ
り
も
唐

へ
渡

っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
碧
玉
等
石
の
タ
マ
の
着

身
呪
術
こ
そ

一
時
の
外
来
文
化

で
、
ホ
コ

木
や
木
綿
手
次
、
そ
し
て
、

○
倭
文
手
纒
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
に
は
あ
れ
ど

(巻
五

九
〇
三
)

○
…
…
倭
文
手
纒

賎
し
き
吾
が
故

(巻
九

一
八
〇
九
)

し

つ

た

と
歌
わ
れ
、
万
葉
時
代
は
貧
し
さ

の
象
徴
の
よ
う
な

「倭
文
手
ま
き
」

こ
そ
が
、

よ
り
古
層

の
も
の
で
、

○
珠
衣
の
さ
ゐ
さ
ゐ
沈
み

家
の
妹
に
物
言
は
ず
来
に
て
思
ひ
か
ね
つ
も

(巻
四

五
〇
三

人
麻
呂
)

の

「
タ
マ
ぎ
ぬ
」
も
、
お
そ
ら
く
さ

や
さ
や
と
い
う
衣
ず
れ
の
音
と
し

っ
と
り
と

重
い
光
沢
の
あ
る
キ
ヌ
の
こ
と
か
と
見
ら
れ
る
。

「
玉
手
次
」
と

い
っ
て
も

一
般

に
は
石
の
玉
を
連
ね
た
も
の
で
は
な
く
、

「
白
妙
」
の
た
す
き
だ

っ
た
と
思
わ
れ

ニ
よ
く

る
。
大
陸
の
王
者
の
玉

へ
の
執
着

の
産
物

「
玉
衣

・
玉
台

・
玉
階

・
玉
棺
」
な
ど

(
14
〕

も
、
平
安
貴
族
が
唐
商
の
献
上
物
と
し
て
何
よ
り
喜
ん
だ
と
い
う

「
漢
籍
」
の
文

字
の
上
で
接
す
る
だ
け
な
ら
、
実
体
が
玉
な
の
で
な
く

「
美
称
」
だ
と
、
あ
る
い

は
せ
い
ぜ
い
玉
を

「
散
り
ば
め
」
た

の
だ
と
見
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
財
宝

や
装
飾
品
と
し
て
の

「
た
ま
」

の
所
有
に
は
、
こ
の
国
の
権
者
も
富
者
も
む
ろ
ん

貧
者
も
、
そ
の
後
永
ら
く
た
い
し
た
関

心
を
持
た
な
か

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

注

(
1
)
木
村

「
稲
作
語
源
誌
」

(
奈
良
大
学
紀
要
第

二
十
三
号
)

(
2
)
稲
や
豆
の
実
が

「
入
る
」

「
入
ら
な

い
」
と
い
う
言
い
方
が
、
そ

の
感
覚
を
伝
え
る
。

(
3
)

「
弄
槍
」
は
、
書
記

の
訓
は

「
ホ

コ
ユ
ケ
」
だ
が
、
和
名
抄
に
は

「
ホ

コ
ト
リ
」
と
和
訓

さ
れ
、

「
弄
丸

(
タ

マ
ト
リ
)
」

「
弄
鈴

(
ス
ズ
ト
リ
)
」

と
共

に
散
楽

の

一
つ
と
さ
れ

る
。
外
来
芸
能
と
の
何
ら
か
の
習
合
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
4
)
名
義
抄
で
ホ

コ
と
訓
む
宇
は

二
十

四
字
あ
る
。
諸
橋

『
大
漢
和
』

の
宇
訓
索
引

「
ホ

コ
」

に
は
、
実

に
七
十
字

が
あ
が
る
。

(
5
)
い
わ
ゆ
る

「
タ
マ
ふ

り
」

の

「
ふ
り
」

で
あ

ろ
う
。
今
昔
同
話

で
は
、

「
鉾

。
榊

・
鈴

・

鏡

ヲ
持

ル
者
雲
ノ
如

ク
シ
テ
、
前

ヲ
追

テ
行
ヌ
」
と
、
や
や
抽
象
的

で
、

「
ふ
り
あ
は
す
」

は
見
ら
れ
な
い
。
ち
な
み

に
、

今
昔
物
語
集
に
は

二
十

五
話
に
わ
た
り
ホ

コ
が
出
る
が
、

こ
こ
以
外

の
ほ
と
ん
ど
が
武
器
で
、
用
宇
も

「
鉾
」
が
主

で
あ
る
。

(
6
)
存
在
を
観
念
的
に
自
覚
す
る
場
合

に
、

「
た
ま
し
ひ
は
あ
し
た
ゆ
ふ
ぺ
に
た
ま
ふ
れ
ど
」

〈
万
三
七
六
七
)
と
い
う
よ
う
に

「
タ

マ
シ
ヒ
」
と
言
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

(
7
)
源
氏
物

語

(
夕
顔
)
に
は
、

「夕
露

に
ひ
も
と
く
花
は
玉
ぽ
こ
の
た
よ
り
に
見
え
し
え
に

こ
そ
あ
り
け
り
」
と
い
う
夕
顔

の
歌
が
出
る
。

「
玉
ぽ

こ
」
の
具
体
的
な
意
味
が
ま
だ
生

き

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
如
何
だ
ろ
う
か
。

(
8
)
諸
橋

『
大
漢
和
』

に
よ
る
と
、

「
梓
」
は

「
柱
」

に
同
じ
と
あ

る
が
、

「
拝
」

の
意
は

「
み
ず

の
み

・
ゆ
あ
み
だ
ら
い
」
等
で
ホ

コ
と
は
関
係
が
な
い
。
む
し
ろ

「杵

(
ま
ゆ
み

・

山
ぐ
わ

・
て
こ
)
」

か
、
あ
る
い
は

「
玉
杵
」
と
い
う
語
も
あ
る

「
杵

(き
ね

・
つ
ち
)
」

の
つ
も
り
で
選
ん
だ
字

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
9
)
木
村

「
梁
塵
秘
抄
四
句
神
歌
」

(
国
語
国
文
第

52
巻
1
号
)

(
10
)
重
松
明
久

『
浦
島
子
伝
』

(
現
代
思
潮
社

古
典
文
庫

)

(
11
)
木
村

「
古
代
日
本
語

の
光
感
覚
-
語
根
冨

『
を
あ
ぐ
る
意

味

の
構
造
1
」

(萬
葉
第

百
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(
12
)

(
13

)

(
14

)

七
号
)

「
吾
妹
子
は
く
し

ろ
に
あ
ら
な
む

左
手

の
吾
が
奥

の
手

に
纏
き

て
い
な
ま

し
を
」

(
万

一
七
六
六
)

「
玉
釧
手
に
と
り
も
ち
て

(
一
七
九

二
)

「
玉
釧
巻
き
ぬ
る
妹

も
あ
ら
ば
こ

そ
」

(
二
八
六
五
)

な
お
、

「
玉
け
に
は
飯
さ

へ
盛
り

玉
も

ひ
に
水
さ

へ
盛
り
」

(武
烈
紀
)
と

い
う
葬
送

歌
も
思

い
合
わ
さ
れ
る
。

折

口
信
夫
の
用
語

「
タ

マ
ご

ひ
」
は
、
そ

の
ま
ま

の
形

で
は
古
文
献
に
出
な

い
も
の
で
あ

る
。
し
か
し

「
こ
ひ
」
と
は
、
本
質
的
に

「
タ

マ
ご

ひ
」

で
あ

っ
た
か
ら
、
あ
え
て

「
タ

マ
」
を
冠
す
る
こ
と
も
な

い
と
い
う
の
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

森
克
巳

『
日
宋
貿
易
の
研
究
』

(
国
立
書
院
)

引
用
の
万
葉
集
の
歌
番
号
は
旧
番
号
に
よ

っ
た
。
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