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万
葉
集
に
お
け
る
ツ
ツ
の
用
法
に
つ
い
て

│
覚
書
と
し
て
│

畠　

山　

真　

一

　
　
　

1　

は
じ
め
に

　

本
研
究
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
助
詞
ツ
ツ
の
用
法
を
考
察

し
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
上
代
に
お
け
る
ツ
ツ
の

特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

万
葉
集
に
観
察
さ
れ
る
ツ
ツ
は
、
広
い
意
味
で
の
同
時
性

を
表
現
す
る
接
続
助
詞
だ
が
、
⑴
前
接
す
る
動
詞
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
る
動
作
や
変
化
結
果
が
持
続
す
る
こ
と
、
⑵
同
一

主
体
に
よ
っ
て
そ
の
動
作
・
変
化
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
、
⑶

異
な
っ
た
主
体
に
よ
っ
て
そ
の
動
作
・
変
化
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
、
と
い
っ
た
ア
ス
ペ
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
（
山
口　

一
九
八
〇
、
野
村　

一
九
八
九
）。

　

現
代
日
本
語
（
共
通
語
）
に
お
け
る
ツ
ツ
の
ア
ス
ペ
ク
チ

ュ
ア
ル
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
副
島
（
二
〇
〇
七
）
や
竹
内

（
二
〇
一
一
）
が
ツ
ツ
と
存
在
動
詞
ア
ル
が
結
び
つ
い
た
シ
ツ

ツ
ア
ル
と
い
う
形
式
に
注
目
し
て
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
現

代
日
本
語
の
ア
ス
ペ
ク
ト
体
系
と
し
て
、
副
島
（
二
〇
〇
七
）

は
ス
ル
・
シ
テ
イ
ル
・
シ
ツ
ツ
ア
ル
・
シ
テ
ア
ル
の
四
項
対

立
を
、
竹
内
（
二
〇
一
一
）
は
ス
ル
・
シ
ツ
ツ
ア
ル
・
シ
テ

イ
ル
の
変
則
的
三
項
対
立
を
見
出
し
て
い
る
。

　

本
研
究
は
、
万
葉
集
で
観
察
さ
れ
る
ツ
ツ
の
ア
ス
ペ
ク
チ

ュ
ア
ル
な
ふ
る
ま
い
を
分
析
し
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
「
変
化
の
進
行
」
の
用
法
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
を
報
告

す
る
。

　
　
　

2　

先
行
研
究

　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
は
、
ツ
ツ
の
用
法
と
し
て
、

「
継
続
・
反
復
」
を
た
て
、
万
葉
集
か
ら
次
の
よ
う
な
用
例
を

あ
げ
て
い
る
（
上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会 

一
九
六
七
）一
。

⑴　

a.　

梅
の
花　

散
ら
く
は
い
づ
く　

し
か
す
が
に　

こ

の
城
の
山
に 

雪
は
降
り
つ
つ
（
八
二
三
）
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b.　

あ
り
通
ひ　

見
つ
つ
し
の
は
め　

こ
の
布
勢
の
海

を
（
四
一
八
七
）

　

（1a）
は
、
降
雪
と
い
う
動
作
の
継
続
を
表
現
し
て
い
る
が
、

（1b）
は
、
反
復
の
接
辞
ア
リ
が
前
接
し
た
「
通
ひ
」
が
文
脈
中

に
あ
る
た
め
、「
通
う
」
と
い
う
動
作
の
継
続
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
「
通
う
」
と
い
う
動
作
が
反
復
し
て
行
わ
れ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

上
代
・
中
古
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
の
記
述
を
精
緻
化
し
た
も
の
が
、
山
田
（
一
九
八
〇
）

で
あ
る
。
山
田（
一
九
八
〇
：
一
〇
ペ
ー
ジ
〜
一
一
ペ
ー
ジ
）は
、

上
代
・
中
古
に
お
け
る
ツ
ツ
を
次
の
四
つ
の
用
法
を
持
つ
助

詞
と
し
て
分
析
し
て
い
る
二
。

⑵　

a.　

動
作
の
継
続

狩
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
、
酒
を
飲
み
つ
つ
、
や

ま
と
歌
に
か
か
れ
け
り
（
伊
勢
物
語
）

b.　

状
態
の
持
続

朝
戸
出
の　

君
が
足
結
を　

濡
ら
す
露
原　

早
く

起
き　

出
で
つ
つ
我
も　

裳
の
裾
濡
ら
さ
な
（
万

葉
集　

二
三
五
七
）

c.　

反
復

草
枕　

旅
に
し
ば
し
ば　

か
く
の
み
や　

君
を
遣

り
つ
つ　

我
が
恋
ひ
居
ら
む
（
万
葉
集　

三
九
三

六
）

d.　

複
数
主
体
に
よ
る
動
作
の
繰
り
返
し

人
々
お
ど
ろ
き
て
、
め
で
た
う
お
ぼ
ゆ
る
に
忍
ば

れ
で
、
あ
い
な
う
起
き
ゐ
つ
つ
鼻
を
忍
び
や
か
に

か
み
わ
た
す
（
源
氏　

須
磨
）

　

山
田
（
一
九
八
〇
）
が
上
代
・
中
古
の
デ
ー
タ
か
ら
見
出

し
た
ツ
ツ
は
、す
べ
て
万
葉
集
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
る
。「
動

作
の
継
続
」
に
つ
い
て
は
（1a）
に
挙
例
し
て
い
る
こ
と
か
ら
省

略
し
、「
複
数
主
体
に
よ
る
動
作
の
繰
り
返
し
」
の
み
挙
例
す

る
三
。

⑶　

う
つ
せ
み
の　

世
の
人
な
れ
ば　

大
君
の　

命
恐
み　

天
離
る　

鄙
治
め
に
と　

朝
鳥
の　

朝
立
ち
し
つ
つ　

群
鳥
の　

群
立
ち
去
な
ば　

留
ま
り
居
て
（
一
七
八
五
）

　

上
述
の
山
田
（
一
九
八
〇
）
の
分
析
は
時
代
別
国
語
大
辞

典
の
記
述
を
一
歩
進
め
た
も
の
で
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ

り
、
分
類
に
つ
い
て
も
疑
う
べ
き
点
は
な
い
。
し
か
し
、
ツ

ツ
が
後
接
す
る
動
詞
の
意
味
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
用
法
の
関
係
が

検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
鈴
木
（
一
九
九
二
）
以
降
蓄
積
さ
れ
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て
き
た
古
代
日
本
語
に
関
す
る
ア
ス
ペ
ク
ト
研
究
と
の
接
続

が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
節
に
お
い
て
、
と
く
に
動
詞
の
意
味
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
強

い
連
関
を
持
つ
ツ
ツ
の
「
動
作
の
継
続
」
用
法
と
「
結
果
状

態
の
持
続
」
用
法
を
検
討
し
、
加
え
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
ツ
ツ
の
ア
ス
ペ
ク
チ
ュ
ア
ル
な
用
法
の
存
在
を

指
摘
す
る
。

　
　
　

３　

ツ
ツ
の
用
法
の
特
質

　

本
節
で
は
、
ま
ず
ツ
ツ
の
「
動
作
の
継
続
」
用
法
と
「
結

果
状
態
の
持
続
」
用
法
を
検
討
し
、
そ
れ
に
続
い
て
、
管
見

の
限
り
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
ツ
ツ
の
用
法
に
つ

い
て
述
べ
る
。

　
　
　

３
・
１　

ツ
ツ
と
動
詞
の
意
味
カ
テ
ゴ
リ
ー

　

本
節
で
は
、ツ
ツ
の「
動
作
の
継
続
」用
法
と「
状
態
の
持
続
」

用
法
を
順
に
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、「
動
作
の
継
続
」
用
法
で
あ
る
が
、次
の
よ
う
な
知
覚
・

思
考
や
自
然
現
象
を
表
す
も
の
が
多
い
。

⑷　

a.　

雲
だ
に
も　

著
し
く
し
立
た
ば　

心
遣
り　

見
つ

つ
も
居
ら
む　

直
に
逢
ふ
ま
で
に
（
二
四
五
二
）

b.　

人
と
な
る　

こ
と
は
難
き
を　

わ
く
ら
ば
に　

な

れ
る
我
が
身
は　

死
に
も
生
き
も　

君
が
ま
に
ま

と　

思
ひ
つ
つ　

あ
り
し
間
に　

う
つ
せ
み
の　

世
の
人
な
れ
ば　

大
君
の　

命
恐
み　

天
離
る　

鄙
納
め
に
と
（
一
七
八
五
）

c.　

心
な
き　

秋
の
月
夜
の　

物
思
ふ
と　

眼
の
寝
ら

え
ぬ
に　

照
り
つ
つ
も
と
な
（
二
二
二
六
）

　

（4c）
に
は
「
照
る
」
を
あ
げ
た
が
、
自
然
現
象
の
継
続
を
示

す
ツ
ツ
の
例
と
し
て
は
、
（1a）
に
挙
例
し
た
「
降
る
」
に
ツ
ツ

に
下
接
す
る
例
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
数
観
察
で
き
た

（
10
例
）。
ま
た
、感
情
の
表
出
を
表
現
す
る
動
詞
「
泣
く
」「
嘆

く
」
と
む
す
び
つ
い
た
も
の
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
意
志
性
が
無
く
動
作
性
が
低
い
も
の
で

あ
る
が
、
動
作
性
が
高
い
と
認
定
で
き
る
動
詞
に
ツ
ツ
が
結

び
つ
き
、「
動
作
の
継
続
」
を
表
現
し
て
い
る
場
合
も
観
察
で

き
た
。
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑸　

a.　

黒
木
取
り　

草
も
刈
り
つ
つ　

仕
へ
め
ど　

い
そ

し
き
わ
け
と　

褒
め
む
と
も
あ
ら
ず
（
七
八
〇
）
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b.　

我
が
や
ど
の　

梅
の
下
枝
に　

遊
び
つ
つ　

う
ぐ

い
す
鳴
く
も　

散
ら
ま
く
惜
し
み
（
八
四
二
）

c.　

垂
姫
の　

浦
を
漕
ぎ
つ
つ　

今
日
の
日
は　

楽
し

く
遊
べ　

言
ひ
継
ぎ
に
せ
む
（
四
〇
四
七
）

d.　

取
り
て　

丹
生
の
檜
山
の　

木
伐
り
来
て　

筏

に
作
り　

ま
梶
貫
き　

磯
漕
ぎ
廻
つ
つ　

島
伝
ひ

見
れ
ど
も
飽
か
ず　

み
吉
野
の　

滝
も
と
ど
ろ
に

落
つ
る
白
波
（
三
二
三
二
）

　

し
か
し
、
用
例
は
上
述
の
も
の
に
尽
き
て
い
る
よ
う
で
あ

り
、
動
作
性
の
高
い
動
詞
は
ツ
ツ
が
結
び
つ
き
に
く
い
と
言

え
る
。

　

続
い
て
「
状
態
の
持
続
」
用
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
状
態

の
持
続
と
し
て
分
類
で
き
る
も
の
と
し
て
目
に
つ
く
の
は
静

止
状
態
へ
の
変
化
を
表
現
す
る
動
詞「
待
つ
」（
５
例
）、「
居
る
」

（
３
例
）
で
あ
る
。

⑹　

a.　

鴨
山
の　

岩
根
し
ま
け
る　

我
を
か
も　

知
ら
に

と
妹
が　

待
ち
つ
つ
あ
る
ら
む
（
二
二
三
）

b.　

巻
向
の　

穴
師
の
山
に　

雲
居
つ
つ　

雨
は
降
れ

ど
も　

濡
れ
つ
つ
そ
来
し
（
三
一
二
六
）

　

そ
の
他
の
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
た
。

⑺　

a.　

岩
畳　

恐
き
山
と　

知
り
つ
つ
も　

我
は
恋
ふ
る

か　

並
な
ら
な
く
に
（
一
三
三
一
）

b.　

人
目
守
る　

君
が
ま
に
ま
に　

我
さ
へ
に　

早
く

起
き
つ
つ　

裳
の
裾
濡
れ
ぬ
（
二
五
六
三
）

c.　

松
の
花　

花
数
に
し
も　

我
が
背
子
が　

思
へ
ら

な
く
に　

も
と
な
咲
き
つ
つ
（
三
九
四
二
）

d.　

秋
の
雨
に　

濡
れ
つ
つ
居
れ
ば　

賤
し
け
ど　

我

妹
が
や
ど
し　

思
ほ
ゆ
る
か
も
（
一
五
七
三
）

　
「
静
止
状
態
へ
の
変
化
」
以
外
で
「
状
態
の
持
続
」
を
意
味

す
る
例
と
し
て
は
、

（7d）
に
挙
例
し
た
「
濡
る
」
と
ツ
ツ
の
が

連
接
が
最
も
多
く
観
察
さ
れ
た
（
５
例
）。

　

本
節
に
お
い
て
こ
こ
ま
で
議
論
し
て
き
た
ツ
ツ
の
「
状
態

の
持
続
」
用
法
は
、
主
体
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
す

る
結
果
状
態
の
持
続
を
意
味
し
て
い
た
が
、
ツ
ツ
は
「
客
体

変
化
結
果
状
態
の
持
続
」
を
表
現
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑻　

落
ゆ
る
実
は　

玉
に
貫
き
つ
つ　

手
に
巻
き
て　

見
れ

ど
も
飽
か
ず
（
四
一
一
一
）

　

こ
の
例
で
は
、「
落
ち
た
実
を
玉
に
し
て
緒
を
作
り
、
そ
の

緒
を
手
に
ま
い
た
と
こ
ろ
、
い
つ
ま
で
見
て
も
飽
き
な
い
」
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と
い
う
状
況
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、「
玉
に
貫
き
つ
つ
」
は
「
玉

に
し
て
お
い
て
」
と
い
う
客
体
変
化
結
果
状
態
の
維
持
を
意

味
し
て
い
る
。

　

次
の
例
は
、
確
実
と
は
言
え
な
い
も
の
の
「
客
体
変
化
結

果
状
態
の
維
持
」
と
解
釈
で
き
る
例
で
あ
る
。

⑼　

衣
こ
そ
ば　

そ
れ
破
れ
ぬ
れ
ば　

継
ぎ
つ
つ
も　

ま
た

も
合
ふ
と
い
へ　

玉
こ
そ
ば　

緒
の
絶
え
ぬ
れ
ば　

く

く
り
つ
つ　

ま
た
も
合
う
と
い
へ
（
三
三
三
〇
）

　

こ
の
例
に
お
け
る
「
継
ぎ
つ
つ
も
」、「
く
く
り
つ
つ
」
は
、

「（
破
れ
た
ら
）
ま
た
継
を
当
て
て
お
き
」、「（
緒
が
切
れ
た
ら
）

く
く
っ
て
お
け
ば
」
と
解
釈
で
き
、
客
体
変
化
結
果
状
態
の

維
持
と
も
分
析
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
例
の
場
合
、
仮
定

条
件
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
優
勢
で
、
ツ
ツ
は

む
し
ろ
反
復
も
し
く
は
繰
り
返
し
と
し
て
解
釈
す
べ
き
と
も

思
わ
れ
、
確
実
な
例
と
は
言
え
な
い
。

　
　
　

３
・
２　

ツ
ツ
と
変
化
の
進
行
・
パ
ー
フ
ェ
ク
ト

　

こ
こ
ま
で
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
用
法
と
動
詞
分

類
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
本
節
で
は
、
先
行
研
究

で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
「
変
化
の
進
行
」
用

法
と
「
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
」
用
法
が
観
察
で
き
る
こ
と
を
述
べ

た
い
四
。

　

副
島
（
二
〇
〇
七
）、
竹
内
（
二
〇
一
一
）
が
指
摘
す
る
よ

う
に
現
代
日
本
語
に
お
け
る
シ
ツ
ツ
ア
ル
は
、「
変
化
の
進
行
」

を
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑽　

扉
が
開
き
つ
つ
あ
る
。

　

こ
の
例
は
、「
扉
」
が
「
開
く
」
と
い
う
変
化
を
開
始
し
た

も
の
の
、
依
然
と
し
て
「
開
き
き
っ
て
」
お
ら
ず
、「
開
く
」

と
い
う
変
化
が
進
行
し
て
い
る
と
い
う
状
況
を
描
写
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

⑽
に
例
示
さ
れ
る
よ
う
な
用
法
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
ツ

ツ
に
も
観
察
で
き
る
。
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑾　

ほ
と
と
ぎ
す　

鳴
き
渡
り
ぬ
と　

告
ぐ
れ
ど
も　

我
聞

き
継
が
ず　

花
は
過
ぎ
つ
つ
（
四
一
九
四
）

　

本
例
の
結
句
で
は
、「
花
の
盛
り
が
過
ぎ
つ
つ
あ
る
」
こ
と

が
描
写
さ
れ
て
お
り
、「
花
の
盛
り
が
過
ぎ
て
い
く
」
と
い
う

変
化
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き

る
。
こ
れ
は
、
現
代
日
本
語
の
シ
ツ
ツ
ア
ル
に
お
け
る
「
変

化
の
進
行
」
と
同
じ
用
法
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
同
様
の
用
法
と
解
釈
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
例
と
し
て
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は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（
東
歌
で
は
あ
る
が
）。

⑿　

赤
駒
が　

門
出
を
し
つ
つ　

出
で
か
て
に　

せ
し
を
見

立
て
し　

家
の
児
ら
は
も
（
三
五
三
四
）

　

通
常
、「
門
出
す
」
と
い
う
位
置
変
化
は
瞬
間
的
な
も
の
で

あ
る
が
、
⑿
に
お
い
て
は
、
な
か
な
か
出
立
で
き
な
い
と
い

う
状
況
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
変
化
に
時
間
的
な
幅
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、本
例
に
お
け
る
ツ
ツ
は
「
門
出
す
」

と
い
う
変
化
が
進
行
中
で
あ
り
、
そ
の
変
化
が
進
行
し
て
い

る
プ
ロ
セ
ス
と
「
出
で
か
て
に
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
オ
ー

ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
で

き
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
例
も
「
変
化
の
進
行
」
と
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
の
例
も
、「
変
化
の
進
行
」
と
解
釈
で
き
る
例
で
あ
る
。

⒀　

春
さ
れ
ば　

水
草
の
上
に　

置
く
霜
の　

消
え
つ
つ
も

　
　

我
は　

恋
ひ
渡
る
か
も
（
一
九
〇
八
）

　

本
例
は
、「
春
に
お
い
て
水
草
の
上
に
発
生
し
た
霜
が
消
え

る
よ
う
に
、
私
の
心
も
消
え
入
り
つ
つ
あ
り
な
が
ら
も
、
私

は
恋
し
つ
づ
け
て
い
る
」
と
い
う
解
釈
に
な
る
と
思
わ
れ
、「
消

え
入
る
」
と
い
う
変
化
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

続
い
て
、
い
わ
ゆ
る
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
を
ツ
ツ
が
表
現
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
を
見
て
み
た
い
。

　

現
代
日
本
語
に
お
い
て
、
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
は
典
型
的
に
は

シ
テ
イ
ル
形
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
次
の
例
を
見
て
み

よ
う
。

⒁　

a.　

す
で
に
私
は
業
務
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
い
ま
す
。

b.　

そ
の
話
は
聞
い
て
い
ま
す
。

　

（14a）
は
、「
過
去
の
あ
る
時
点
で
業
務
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
き

っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
が
発
話
時
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

と
（
例
え
ば
、
他
の
従
業
員
よ
り
も
先
に
帰
宅
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
て
い
る
な
ど
）」
を
示
し
て
い
る
。
同
様
に
、

（13b）

は
、「
過
去
の
あ
る
時
点
で
、
話
を
聞
い
た
」
と
い
う
出
来
事

が
発
生
し
、
そ
の
聴
取
の
結
果
、
発
話
時
に
「
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
」
と
い
う
経
験
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
シ
テ
イ
ル
形
式
の
用
法
は
、「
あ

る
設
定
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
そ
れ
よ
り
も
前
に
実
現
し

た
運
動
が
ひ
き
つ
づ
き
関
わ
り
、
効
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
」

を
表
現
し
て
お
り
、
こ
れ
を
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
と
呼
ぶ
（
工
藤 

一
九
九
五
：
99
ペ
ー
ジ
）。

　

万
葉
集
に
見
ら
れ
る
ツ
ツ
に
は
、
こ
の
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
を
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表
現
し
て
い
る
と
み
な
せ
る
も
の
が
あ
る
。
次
の
例
を
見
て

み
よ
う
。

⒂　

a.　

遠
く
あ
れ
ば　

わ
び
て
も
あ
る
を　

里
近
く　

あ

り
と
聞
き
つ
つ　

見
ぬ
が
す
べ
な
さ
（
七
五
七
）

b.　

松
浦
潟　

佐
用
姫
の
児
が　

領
巾
振
り
し　

山
の

名
の
み
や　

聞
き
つ
つ
居
ら
む
（
八
六
八
）

c.　

あ
り
あ
り
て　

後
も
逢
は
む
と　

言
の
み
を　

堅

く
言
ひ
つ
つ　

逢
ふ
と
は
な
し
に
（
三
一
一
三
）

　

（15a）
で
は
「
近
く
に
い
る
と
聞
い
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
「
逢

う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
逆
接
的
な
関
係
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、「
近
く
に
い
る
と
聞
い
た
こ
と
」
に
よ
っ

て
「
逢
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
期
待
が
形
成
さ
れ
、
そ

の
期
待
が
発
話
時
に
ま
で
効
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
逆
接
」
の
解
釈
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
、

（15a）
の
ツ
ツ
は
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
を
表
現
し
て
い

る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
状
況
は

（15b）
に
お
い
て
も

同
じ
で
あ
る
。

　

（15c）
に
つ
い
て
も
、「
聞
い
た
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
効
力
」
で

は
な
く
、「
後
で
逢
お
う
」
と
い
う
約
束
が
成
立
し
た
に
も
関

わ
ら
ず
「
逢
う
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
逆
接
で
あ
り
、

（15a）
、

（15b）
と
同
じ
く
言
語
活
動
の
効
力
が
発
話
時
に
残
存
し
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
言
語
活
動
を
表
現
す
る
「
言
う
」、「
聞
く
」

と
い
っ
た
動
詞
に
ツ
ツ
が
下
接
し
た
場
合
、
パ
ー
フ
ェ
ク
ト

の
読
み
が
発
生
す
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
句
と
句
の
連
接
の
点
で
言
え
ば
ツ
ツ
は
、
パ
ー
フ

ェ
ク
ト
読
み
が
得
ら
れ
た
場
合
、「
逆
接
」
の
関
係
を
表
現
し

て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
現
代
日
本
語
の
ナ
ガ
ラ
と
同

じ
状
況
で
あ
る
（
和
田　

1998

）。

　

次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

⒃　

田
中
は
、
明
日
必
ず
借
金
を
返
済
す
る
と
言
い
な
が
ら
、

返
さ
な
か
っ
た
。

⒃
は
、

（15c）
と
同
様
に
約
束
の
効
力
が
発
話
時
に
残
存
し
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
約
束
行
為
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
出
来
事
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
ナ
ガ
ラ
の
逆
接
解
釈

が
発
生
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、万
葉
集
に
お
け
る
ツ
ツ
は
、

現
代
日
本
語
の
ナ
ガ
ラ
と
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
　

４　

お
わ
り
に

　

本
研
究
で
は
、
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
動
詞
と
接
続
す
る
ツ
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ツ
の
分
析
を
行
い
、
従
来
の
分
類
の
精
密
化
を
行
っ
た
。
あ

わ
せ
て
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
「
変
化
の
進
行
」
用
法
お
よ
び
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
用
法
を
ツ

ツ
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
観
察
を
述
べ
た
。

注一　

挙
例
に
つ
い
て
も
、
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
に
な

ら
っ
た
が
、
翻
字
に
つ
い
て
は
新
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万

葉
集
一
〜
四
』（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。
以
後
、
本
論
文
で

使
用
さ
れ
る
万
葉
集
の
例
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
全
集

『
万
葉
集
一
〜
四
』（
小
学
館
）
か
ら
採
る
こ
と
と
す
る
。

二　

注
一
と
同
様
に
、
挙
例
に
つ
い
て
も
山
田
（
一
九
八
〇
）

に
な
ら
っ
た
。

三　

こ
れ
以
降
、
提
示
す
る
デ
ー
タ
は
万
葉
集
か
ら
の
み
で

あ
る
た
め
、
歌
番
号
の
み
記
載
す
る
。

四　
一九
八
〇
年
代
ま
で
の
国
語
学
的
研
究
は
、「
変
化
」
を
「
動

作
」
と
同
一視
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
。
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