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①
は

｢

已
津
物｣

で
、｢

已｣

は

｢

棄お

く｣

の
連
用

形
オ
キ
を

｢

沖｣

の
借
訓
に
用
い
た
も
の
、
②
は

｢

己
津
物｣

で
、｢

己｣

は

｢

起お

く｣

の
終
止
形
で
、

そ
の
オ
ク
を

｢

奥｣

の
借
訓
に
用
い
た
も
の
と
い
う

理
解
で
す
。
沖
の
藻
は
水
底
に
隠
れ
て
見
え
な
い
し
、

奥
の
物
も
文
字
通
り
隠
れ
て
み
え
な
い
か
ら
、｢

隠｣

に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
意
味
上
き
わ
め
て
妥
当
で
す
。

し
か
し
い
ず
れ
も

『

万
葉
集』

の
借
訓
に
例
の
な
い

特
異
な
用
法
で
す
。
そ
こ
で
、
古
訓
を
尊
重
し
て
、

｢

已｣

で
は
な
く

｢

己｣

が
本
来
の
字
と
し
、｢

己
津

物
＝
お
の
づ
も
の

(

自
分
自
身
に
内
在
す
る
も
の)｣

と
い
う
新
説
も
あ
り
ま
す※
４

。
己
自
身
に
内
在
す
る
も

の
と
い
う
思
弁
的
な
発
想
が
、
果
た
し
て
万
葉
人
に

と
っ
て
自
然
で
あ
っ
た
か
、
新
説
に
も
疑
問
が
な
い

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
国
語
学
の
世

界
で
は
、
一
般
に
知
ら
れ
る

｢

沖
つ
藻
の｣

で
必
ず

し
も
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
持
統
天
皇
六
年
の
伊
勢
行
幸
は
何

を
目
的
に
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
天
皇
は
、
生

涯
に
四
八
回
に
の
ぼ
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
行
幸
を
さ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
目
的
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
特
に
こ
の
度
は
、
中
納
言
三
輪
高
市
麻

呂
が

｢

農
時
を
妨
げ
る｣

と
の
理
由
で
、
二
度
に
わ

た
り
職
を
辞
し
て
諫
言
か
ん
げ
ん

し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

強
行
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
三
月
六
日
に
出
発
し
、

伊
賀
を
通
り
、
伊
勢
・
志
摩
を
巡
り
、
二
十
日
に
は

飛
鳥
浄
御
原
宮
に
帰
還
し
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
伊

勢
の
神
郡
や
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
国
造
ら
に
冠
位

を
与
え
、
調
役
を
免
じ
、
到
る
所
の
民
衆
と
の
交
流

を
は
か
り
、
困
窮
者
に
稲
を
賜
り
、
囚
人
を
釈
放
す

る
な
ど
の
仁
政
を
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
行

幸
に
は
近
江
・
美
濃
・
尾
張
・
三
河
・
遠
近
五
国
の

騎
士
が
供
奉
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
護
衛
と
い

う
目
的
を
超
え
た
も
の
も
の
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
単

な
る
物
見
遊
山
で
も
儀
礼
的
色
彩
を
お
び
た
も
の
で

も
な
く
、
一
種
の
政
治
的
行
動
や
軍
事
的
示
威
行
動

の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
歌
が
行
幸
の
帰
路
を
想
定
し
て
歌
わ
れ
た
と

す
れ
ば
、
明
日
に
は
無
事
使
命
を
果
た
し
た
夫
に
逢

え
る
と
い
う
妻
の
思
い
が
、
一
層
強
く
伝
わ
っ
て
く

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。『

万
葉
集』

は
今
も
愛
読
さ

れ
る
古
典
の
一
つ
で
す
が
、
そ
れ
は
千
数
百
年
を
隔

て
て
ど
こ
か
に
回
帰
す
べ
き
心
の
拠
り
所
を
発
見
す

る
か
ら
で
し
ょ
う
。

(

清
水

潔)

Ⅱ 悠久の時をふりかえって

万
葉
歌

(

上
出
軒
山
書)
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※
１

『

万
葉
集』

は
全
部
、
漢
字
で
書
い
て
あ
り
、
仮
名
が
ま
だ
無

か
っ
た
時
代
で
漢
字
の
音
を
借
り
て
国
語
を
あ
ら
わ
し
た
。
そ

の
た
め
、
読
解
は
、
難
渋
を
極
め
た
が
、
鎌
倉
時
代
の
仙
覚
、

江
戸
時
代
の
契
沖
、
賀
茂
真
淵
、
本
居
宣
長
、
鹿
持
雅
澄
な
ど

す
ぐ
れ
た
学
者
が
研
究
を
重
ね
、
さ
ら
に
近
代
の
万
葉
学
者
の

調
査
に
よ
っ
て
、
い
ま
で
は
楽
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

※
２

仙
覚
本
及
び
同
系
統
本
の
訓
、
本
居
宣
長『

万
葉
集
玉
の
小
琴』

、

日
本
古
典
文
学
全
集
本
、
和
歌
文
学
大
系
本
、
新
日
本
古
典
文

学
大
系
本
な
ど
。
な
お
、
契
沖
は

｢

い
つ
も
の

(

繁
藻
の)｣

(
『

万
葉
代
匠
記』)

、
賀
茂
真
淵
は｢

お
き
つ
も
の(

奥
つ
物)｣

(
『

冠
辞
考』)

、
鹿
持
雅
澄
は

｢

お
き
つ
も
の

(

奥

(

水
底)

つ
藻
の)｣

(
『

万
葉
集
古
義』)

説
を
と
る
。

※
３

石
垣
謙
二

｢

己
津
物
考｣

、
澤
潟
久
孝

『

万
葉
集
注
釈』

、
日
本

古
典
文
学
大
系
本
、『

時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編』

。

※
４

仙
覚
以
前
の
古
写
本
古
訓
、
西
宮
一
民

｢

己
津
物

(

お
の
づ
も

の)

考｣

。

『

万
葉
集』

に
は

｢

隠
な
ば
り｣

(

名
張)

を
詠
み
込
ん
だ

歌
が
三
首
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
首
の
う
ち
二
首

は
、
持
統
天
皇
の
東
国
行
幸
の
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で

す
。
一
首
は
持
統
天
皇
六
年

(

六
九
二)

三
月
の
伊

勢
行
幸
、
い
ま
一
首
は
譲
位
後
の
大
宝
二
年

(

七
〇

二)

十
月
の
三
河
行
幸
時
の
も
の
で
す
。

名
張
は
畿
内
と
畿
外
の
境
に
位
置
し
、
東
国
へ
の

入
口
に
当
た
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
飛
鳥
浄
御
原
宮

や
藤
原
宮

(

持
統
天
皇
八
年

(

六
九
四)

十
二
月
以
降)

か
ら
伊
勢
や
三
河
へ
の
道
は
、
名
張
を
通
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
持
統
天
皇
六
年

(

六
九
二)

の
伊

勢
行
幸
の
際
の
歌
の
み
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

当
麻
真
人
麻
呂
妻

た
き
ま
の
ま
ひ
と
ま
ろ
の
つ
ま

作
歌

吾
勢
枯
波

わ

が

せ

こ

は

何
所
行
良
武

い

づ

く

ゆ

く

ら

む

己
津
物

お
き
つ
も
の

隠
乃
山
乎

な
ば
り
の
や
ま
を

今
日
香
越
等
六

け

ふ

か

こ

ゆ

ら

む(

巻
一･

四
三)

こ
れ
と
同
じ
歌
が
、『

万
葉
集』

巻
四
に
は
、

幸
伊
勢
国
時

い
せ
の
く
に
に
い
で
ま
せ
る
と
き
に、
当
麻
麻
呂
大
夫
妻
作
歌
一
首

吾
背
子
者

わ

が

せ

こ

は

何
處
将
行

い
づ
く
ゆ
く
ら
む

己
津
物

お
き
つ
も
の

隠
乃
山
乎

な
ば
り
の
や
ま
を

今
日
歟
超
良
武

け

ふ

か

こ

ゆ

ら

む

(

巻
四
・
五
一
一)

と
あ
り
ま
す※
１

。
伊
勢
国
へ
の
行
幸
に
従
駕
し
た
当
麻

真
人
麻
呂
の
妻
が
歌
っ
た
も
の
で
す
。
当
麻
氏
は
主

に
継
体
天
皇
以
降
の
天
皇
近
親
の
後
裔
氏
族
で
、
天

武
天
皇
十
三
年

(

六
八
四)

十
月
に
八
色
や

く

さ

の
姓
か
ば
ね
の
筆

頭
で
あ
る
真
人
姓
を
賜
り
ま
し
た
。｢

大
夫｣
と
い
い

ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
令
制
の
五
位
相
当
の
位
階
を

帯
び
て
い
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
麻
呂
の
事
蹟
の

詳
し
い
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
行
幸
に
宮
都

を
守
る

｢

留
守
官｣

に
任
じ
ら
れ
た
一
人
に
同
族
の

当
麻
真
人
智
徳
ち

ど

こ

が
い
ま
す
が
、
留
守
官
は
有
力
な
官

人
が
任
命
さ
れ
る
の
が
例
で
し
た
。

こ
の
歌
は
、
古
く
か
ら
多
く
の
人
々
に
愛
誦
さ
れ

た
万
葉
歌
の
一
つ
で
あ
り
、
殊こ
と

に
名
張
市
民
に
と
っ

て
馴
染
み
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
名
張
駅
前
に
建

つ
万
葉
歌
碑
に
は
、
佐
々
木
信
綱
氏
の
揮
毫
で

｢

吾

せ
こ
は
い
つ
く
行
く
ら
む
於
己
都
藻
の
名
張
の
山
を

今
日
か
こ
ゆ
良
舞｣

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。｢

わ
が

夫
は
ど
の
辺
り
を
通
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
名

張
の
山
を
今
日
あ
た
り
は
越
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か｣

、

都
に
あ
っ
て
夫
の
旅
路
を
想
う
真
情
が
素
直
に
伝
わ
っ

て
く
る
歌
で
す
。

｢

隠｣

は
大
和
よ
り
み
て
山
陰
に

｢

か
く
れ
ひ
そ

む｣

の
意
、
動
詞
ナ
バ
ル

(

隠
れ
る
の
意)

の
連
用

形
ナ
バ
リ
と
同
音
な
の
で
地
名
に
か
け
た
も
の
で
す
。

こ
れ
を

｢

隠
か
く
れ
る

｣

で
は
な
く

｢

隠
な
ば
り(

名
張)｣

と
訓
む

こ
と
は
本
居
宣
長
が
唱
え
て
以
来
の
定
説
で
す
が
、

そ
の
枕
詞
で
あ
る

｢

己
津
物｣

に
は
諸
説
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
な
か
で
今
日
最
も
有
力
な
の
は
、

①

｢

お
き
つ
も
の

(

沖
つ
藻
の※
２)｣

②

｢

お
く
つ
も
の

(

奥
つ
物※
３)｣

の
両
訓
で
す
。

隠
の
山
を
今
日
か
越
ゆ
ら
む

―
持
統
天
皇
の
行
幸
と
万
葉
歌
―

隠の山を今日か越ゆらむ
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