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は
じ
め
に

　

萬
葉
集
の
歌
表
記
を
巡
る
議
論
に
お
い
て
、「
訓
字
」
と
い
う
術
語
、
そ
し
て

そ
れ
が
指
す
も
の
を
我
々
は
認
め
て
い
る
。
単
に
「
漢
字
」
と
い
わ
ず
に
「
訓

字
」
と
呼
ぶ
と
き
、
そ
の
文
字
が
〝
倭
訓
（
倭
語
）
を
表
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い

る
〟
こ
と
を
も
っ
て
し
た
呼
び
名
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
ど
う
使
わ
れ
る
か
と
い

う
文
字
の
用
法
を
前
提
に
し
た
術
語
だ
と
い
え
る＊
１

。「
素
材
と
し
て
の
漢
字
」（
注

１
参
照
）
と
、
実
際
に
使
わ
れ
る
有
り
よ
う
（
機
能
）
と
い
う
弁
別
は
、
漢
字
と

い
う
文
字
そ
の
も
の
と
、
そ
し
て
萬
葉
集
で
使
わ
れ
る
実
態
を
、
確
か
に
明
確
に

し
て
く
れ
る
―
―
い
う
な
れ
ば
表
記
の
研
究
に
お
い
て
必
須
の
視
座
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
「
伊
」
字
は
萬
葉
集
で
は
イ
の
仮
名
で
し
か
使
わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

動
態
と
し
て
は
表
音
用
法
の
み
で
、
表
語
（「
こ
れ
」「
か
れ
」
な
ど
の
意
）
用
法

と
し
て
は
使
用
を
確
認
で
き
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
文
字
を

0

0

0

0

0

「
訓
字

0

0

」
と0

呼
ぶ
機
会
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
「
訓
字
」
と
は
、
動
態
と
し
て
―
―
文

字
が
実
際
に
表
語
用
法
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
状
況
を
必
要
と
す
る
術
語
で
あ
る
。

で
は
次
に
、「
訓
字
」
に
対
し
て
「
正
訓
字
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
て

み
た
い
。「
正
訓
字
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
―
―
名
称
が
ま
さ
に
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
単
に
「
訓
字
」
と
括
る
も
の
に
対
し
て
、
い
か
な
る
点
で
有
標
で

あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
い
の
か
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
案
外
に
看
過
さ
れ
て

き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
は
「
正
訓
」「
正
訓
字
」

（「
正
訓
」
と
い
え
ば
文
字
に
付
随
し
て
い
る
よ
み
と
し
て
、「
正
訓
字3

」
と
は
文

字
を
指
す
、
と
し
て
お
く
）
と
い
う
術
語
の
使
い
方
な
い
し
定
義
を
あ
る
一
つ
に

定
め
よ
う
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
案
外
に
、
定
義
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ

の
術
語
を
通
し
て
、
文
字
と
読
み
と
の
関
係
を
、
享
受
者
の
我
々
が
ど
う
認
識
し
、

か
つ
そ
れ
を
歌
の
鑑
賞
な
い
し
研
究
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
古
代
と
い
う
時
代

に
、
あ
る
い
は
資
料
に
帰
納
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
（
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
）

と
い
う
こ
と
を
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
煩
瑣
を
さ
け
る

た
め
、
術
語
の
カ
ギ
括
弧
表
記
は
原
則
と
し
て
省
略
す
る
。

　

萬
葉
集
「
正
訓
」
攷

尾
　
山
　
　
　
慎

（『文学史研究』56号　2016. 3）
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一
、
正
訓
の
定
義
と
そ
の
揺
れ

　
一
・
一　
辞
書
や
概
説
書
の
説
明
か
ら

　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』（
三
省
堂
）（
以
下
、『
時
代
別
』
と
略
称
す

る
）
に
よ
れ
ば
、「
か
な
り
一
般
性
を
も
っ
た
分
類
項
目
」（
二
三
頁
下
段
）
と
し

た
上
で
、

表
意
―
正
音
、
正
訓
、
義
訓

表
音
（
万
葉
仮
名
）
―
音
仮
名
（
借
音
、
略
音
を
含
む
）、
訓
仮
名
（
借
訓
、

略
訓
を
含
む
）

表
意
ま
た
は
表
音
―
戯
書

と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
正
音
と
は
仮
名
と
の
対
応
に
お
い
て
た
て
ら
れ
る
も
の
で
、

よ
う
す
る
に
今
日
で
い
う
字
音
語
だ
が
、「
僧
」
で
シ
と
読
む
場
合
な
ど
、「
語
そ

の
も
の
が
完
全
に
帰
化
し
て
い
る
」
場
合
は
正
訓
と
の
分
別
は
つ
け
が
た
い
、
と

い
う
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
音
仮
名
と
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
正
音
と

い
っ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
沿
え
ば
、
正
訓
と
は
訓
仮
名
に
対
応
す
る
も
の
と

し
て
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
訓
仮
名
「
夢
西
所
見
（
い

め
に
し
み
ゆ
る
）」
に
対
し
て
、「
西
山
邊
尓
（
に
し
の
や
ま
べ
に
）」
は
正
訓
と

い
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
萬
葉
集
の
漢
字
の
用
法
の
分
類
は
、
仙
覚
の
『
仙
覚
律
師
奏
覧
状
』

に
お
け
る
真
名
仮
名
・
正
字
・
仮
字
・
義
読
の
四
種
分
類
に
は
じ
ま
り
、
春
登

が
『
萬
葉
用
字
格
』
に
て
八
種
に
こ
れ
を
細
分
し
、
未
整
備
な
点
は
あ
る
も
の
の
、

名
称
は
多
く
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
（『
萬
葉
用
字
格
』
に
つ

い
て
は
後
述
）。

　

さ
て
、
沢
瀉
久
孝
は
、
正
訓
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、

一
語
を
一
字
を
も
っ
て
表
し
た
も
の
（「
吾
（
わ
れ
）」「
君
（
き
み
）」
な
ど
）

一
語
を
表
す
の
に
二
字
以
上
を
も
っ
て
し
た
も
の
（「
年
魚
」（
あ
ゆ
）「
芽

子
」（
は
ぎ
）「
白
水
郎
」（
あ
ま
）」

を
も
含
め
て
い
る＊
２

。
つ
ま
り
、
沢
瀉
分
類
で
は
「
国
語
の
意
味
に
相
当
し
た
漢

字
」
の
う
ち
、
義
訓
で
は
な
く
、
か
つ
「
一
字
に
も
か
け
る
も
の
を
二
字
以
上
に

し
た
も
の
（「
神
祇
」（
か
み
）、「
京
師
」（
み
や
こ
）、「
辛
苦
」（
く
る
し
）
な

ど
）
で
も
な
い
も
の
を
正
訓
と
し
て
括
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
正

訓
と
は
、
冒
頭
に
挙
げ
た
、
借
訓
（
訓
仮
名
）
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
「
正

訓
」
で
あ
る
と
理
解
で
き
、
使
用
頻
度
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
（
た
と
え
ば
ア

ユ
表
記
で
は
、
仮
名
書
き
以
外
で
は
「
年
魚
」
が
四
例
で
あ
る
が
、「
鮎
」
表
記

も
四
例
あ
る
）。　

　

以
上
に
対
し
、
も
う
少
し
規
定
が
狭
い
形
で
な
さ
れ
た
「
正
訓
」
が
あ
る
。
た

と
え
ば
『
萬
葉
集
必
携
』（
學
燈
社　

一
九
七
九
年
）
で
は
、

正
訓
字
と
は
、
邦
語
訳
に
相
当
す
る
定
着
訓
を
利
用
し
た
漢
字
の
表
意
的
用

法

と
あ
る
（
三
九
頁
、
項
目
執
筆
は
稲
岡
耕
二
氏
）。「
定
着
訓
」
と
い
う
説
明
が
あ

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
続
く
義
訓
の
説
明
で
は
、

字
義
を
利
用
し
た
表
意
的
用
法
で
あ
る
点
は
正
訓
字
と
同
様
で
あ
る
が
、
通

常
の
定
着
訓
に
よ
ら
ず
、
特
殊
な
読
み
方
に
よ
る

と
あ
る
。
な
お
先
に
挙
げ
た
『
時
代
別
』
に
お
け
る
義
訓
の
説
明
で
は
、「
語
の

意
味
を
分
析
し
て
得
た
結
果
を
文
字
化
し
た
解
説
的
な
用
字
」
と
し
て
い
て
、
や

は
り
定
着
云
々
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。『
時
代
別
』『
萬
葉
集
必
携
』
と
も
に
、

正
訓
と
義
訓
と
が
連
続
的
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
り
、
事
実
そ
う
に
違
い
な
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い
が
、『
萬
葉
集
必
携
』
の
説
明
で
は
、「
定
着
」「
特
殊
」
と
い
う
対
立
軸
で
正

訓
と
義
訓
と
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
そ
う
い
っ
た
連
続
性
の
中
に
あ
っ
て
、

両
者
を
分
け
る
基
準
で
も
あ
る
と
よ
め
る
。
ま
た
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
説
明
も

あ
る
―
―
た
と
え
ば
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
（
一
）』
解
説
で
、

自
立
語
は
こ
と
に
正
訓
字
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
際

に
は
表
さ
れ
る
意
味
と
表
す
文
字
の
間
の
結
び
つ
き
は
ゆ
る
く
、
か
な
り
流

動
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
（
中
略
）
い
わ
ゆ
る
義
訓
は
、
正
訓
に
お
け

る
意
味
と
文
字
の
結
び
つ
き
の
ゆ
る
さ
を
衝
い
て
、
語
形
よ
り
も
意
味
を
忠

実
に
伝
達
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
表
記
法
（
傍
線
引
用
者
）

と
あ
る
。
こ
の
説
明
も
、
正
訓
と
義
訓
の
連
続
性
を
よ
く
う
か
が
わ
せ
る
が
、

『
必
携
』
の
説
明
と
は
や
や
異
な
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
『
時
代
別
』、
あ
る
い

は
沢
瀉
の
分
類
の
よ
う
な
、
よ
う
す
る
に
倭
語
を
表
す
用
法
と
し
て
の
そ
れ
と
し

て
正
訓
を
と
ら
え
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
説
明
よ
り
一
歩
踏
み
込
ん
で
い
る

の
は
、「
実
際
に
は
表
さ
れ
る
意
味
と
表
す
文
字
の
間
の
結
び
つ
き
は
ゆ
る
」
い

と
し
て
い
る
点
で
、
こ
れ
ゆ
え
に
、
同
字
異
訓
、
異
字
同
訓
が
多
々
あ
る
の
だ
と

説
明
す
る
。

　

以
上
を
見
る
に
、
正
訓
と
規
定
さ
れ
る
も
の
に
は
大
き
く
分
け
て
お
よ
そ
二
つ

あ
り
得
る
よ
う
で
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、

　

・ 

漢
字
で
倭
語
を
表
す
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
で
義
訓
以
外
の
も
の
、
と
い
う
大

き
な
括
り
と
し
て

で
あ
る
。「
結
び
つ
き
が
緩
い
」
と
み
る
立
場
（
小
学
館
全
集
解
説
）
も
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
こ
の
視
座
を
基
本
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
に

は
、

　

・
義
訓
で
は
な
い
も
の
で
、「
定
着
」
し
た
訓
と
し
て
認
め
う
る
も
の
を
指
す

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
現
象
を
み
て
、
同
じ
名
付
け
で
括
っ
て
い
る
は
ず
な

の
に
、
両
者
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
が
誤
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
―
―
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
の
視
界
の
置
き
方
の
違
い
に

要
因
が
あ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
考
え
て
み
て
も
、
お
お

む
ね
結
び
つ
き
が
緩
い
中
に
も
、
頻
用
字
（
訓
）
は
時
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に

全
容
―
―
個
別
事
象
と
い
う
関
係
で
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
、
同
時

に
「
正
訓
」
は
、
文
字
と
読
み
の
定
着
度
に
関
知
す
る
場
合
と
、
し
な
い
場
合

の
両
方
に
使
わ
れ
う
る
術
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ばm

oon

の
「
ツ

キ
」
を
記
す
と
き
、
萬
葉
集
三
四
〇
余
例
中
三
〇
〇
例
を
「
月
」
字
が
占
め
る
。

ど
う
考
え
て
も
、
結
び
つ
き
は
緩
く
は
な
い
と
見
ら
れ
る
し
、「
月
」
を
ツ
キ
以

外
の
訓
で
つ
か
う
場
合
が
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
ま
さ
に
「
定
着
」
で
あ

る
と
い
っ
て
い
い
よ
う
に
思
え
る
。
一
方
で
、「
音
」「
声
」
は
現
在
の
そ
れ
と
は

違
い
、
い
ず
れ
も
「
オ
ト
」
も
し
く
か
「
コ
ヱ
」
と
読
む
。
つ
ま
り
、「
音
（
コ

ヱ
）」
と
使
っ
た
り
、「
声
（
オ
ト
）」
と
使
っ
た
り
す
る
。
伝
本
上
で
も
、
読
み

に
異
同
が
出
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
「
緩
い
」
と
い
え
よ
う
か
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
正
訓
の
話
に
戻
ろ
う
。
上
記
の
よ
う
な
「
月
」
あ
る
い
は

「
声
」「
音
」
等
の
用
例
に
対
峙
し
た
と
き
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
を
も
「
正
訓
」
と
悉

く
呼
ん
で
し
ま
う
と
、
ど
う
い
う
意
味
で
の
正
訓
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
は
一
つ
問
題
で
は
あ
る
。「
月
」
―
ツ
キ
は
良
い
と
し
て
も
、「
声
」
字

の
正
訓
と
い
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
「
コ
ヱ
」「
オ
ト
」
の
二
訓
と
も
を
指
す
の
か
、

そ
れ
と
も
い
ず
れ
か
一
つ
に
絞
る
べ
き
な
の
か
（
実
際
に
絞
れ
る
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
）。
仮
に
、
上
記
す
べ
て
を
正
訓
と
呼
ん
で
全
く
問
題
が
な
い
と
い
う
立

場
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
『
時
代
別
』
の
説
明
に
乗
る
も
の
で
、
事
実
上

文
字
と
読
み
の
定
着
度
は
捨
象
し
て
こ
の
術
語
を
使
っ
て
い
る
―
―
よ
う
す
る
に
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訓
字
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、「
月
」
の
正
訓
は
ツ
キ
、
ツ
キ

の
正
訓
字
は
「
月
」
と
い
う
説
明
に
は
納
得
す
る
が
、「
コ
ヱ
」「
ネ
」「
オ
ト
」

と
複
数
訓
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
ら
を
「
音
」
字
の
正
訓
と
い
う
い
い
方
は
し
に
く

い
、
と
い
う
立
場
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
使
用
頻
度
へ
の
関
知
お
よ
び
複

数
訓
あ
っ
て
も
そ
こ
に
序
列
が
あ
る
と
い
う
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
後
者
の
場
合
は
、
定
着
度
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
正
訓
と
い
う
術
語
定
義
中
に

含
意
し
て
い
る
使
い
か
た
で
あ
り
、『
萬
葉
集
必
携
』
の
定
義
に
相
当
す
る
。

　

以
下
、
本
稿
の
議
論
に
お
い
て
正
訓
を
使
っ
て
し
ま
う
と
混
乱
す
る
の
で
、
広

く
捉
え
て
い
る
方
の
正
訓
を
「
訓
（
字
）」、『
必
携
』
が
い
う
正
訓
を
「
定
着
訓

（
字
）」
と
仮
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
前
者
を
無
標
、
後
者
を
有
標
で
命
名
し
た

の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
前
者
の
区
分
に
後
者
が
含
み
込
ま
れ
る
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。「
訓
（
字
）」
は
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
が
、「
定
着
訓
（
字
）」
は
ど
の
よ

う
に
計
ら
れ
、
同
定
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
の
か
。
次
項
で
は
そ
の
前
に
、
主
要

な
先
行
論
で
、
正
訓
を
い
ず
れ
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
か
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
一
・
二　
諸
論
に
お
け
る
「
正
訓
」
の
概
念
と
、
使
わ
れ
方

　

こ
こ
で
は
主
に
国
語
学
系
で
「
正
訓
」
と
い
う
術
語
を
含
む
論
文
、
著
作
を
研

究
者
ご
と
に
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
お
け
る
使
い
方
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
冒
頭
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
基
準
に
基
づ
い
て
こ
の
術
語
使
用
の
成
否

判
定
を
こ
こ
で
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
（
い
ず
れ
の
意
で
使
っ
て
い
て
も
そ

れ
は
構
わ
な
い
）。
こ
こ
で
は
参
考
ま
で
の
客
観
的
な
確
認
、
調
査
で
あ
る
。

・
鶴　
久
氏　

　

訓
字
に
関
す
る
論
文
が
多
い
氏
は
「
正
訓
（
文
）
字
」
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し

ば
使
う
。
た
と
え
ば
「
萬
葉
集
正
訓
文
字
の
用
法
：
咲
・
萩
・
鮎
・
椿
・
霍
公

鳥
・
鶯
・
森
」（『
香
椎
潟
』　

三
七　

一
九
九
二　

福
岡
女
子
大
学
）
で
は
、「
現
在
、
一

字
に
対
す
る
訓
は
大
半
二
・
三
か
せ
い
ぜ
い
四
・
五
に
止
っ
て
い
る
が
、
古
く
は

（
中
略
）
一
字
に
対
す
る
三
十
・
四
十
は
勿
論
、
五
十
に
及
ぶ
。
漢
字
の
も
つ
本

来
の
意
味
と
日
本
に
お
け
る
事
物
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
場
合
で
も
、
類
似

さ
へ
し
て
ゐ
れ
ば
そ
の
表
記
に
使
用
す
る
こ
と
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
正
訓
文

字
に
は
今
日
の
用
法
と
は
か
な
り
相
違
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た

言
が
あ
る
。

→
正
訓
を
定
着
訓
の
意
で
は
使
っ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。

・
古
屋　
彰
氏

　

古
屋
氏
は
「
正
訓
字
主
体
表
記
」
と
い
う
い
い
方
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

「
萬
葉
集
正
訓
字
主
体
表
記
に
お
け
る
助
詞
の
表
記
の
推
移
に
つ
い
て
」（『
金
沢
大

学
文
学
部
論
集　

文
学
科
篇
』
八　

一
九
九
八
）
な
ど
。
正
訓
を
定
着
訓
と
と
ら
え
て
い

れ
ば
こ
の
よ
う
な
い
い
方
は
で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
（
訓
字
主
体
表
記
の
訓
字
は

多
様
で
あ
る
）、
や
は
り
鶴
氏
同
様
の
定
義
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

・
池
上
禎
造
氏

　

池
上
氏
の
論
は
、
正
訓
に
定
着
訓
の
意
を
含
意
さ
せ
る
よ
う
な
言
述
が
い
く
つ

か
み
ら
れ
る
。
な
お
、
論
題
に
正
訓
と
い
う
術
語
を
用
い
て
こ
れ
を
論
じ
た
の
は

池
上
氏
が
最
初
で
あ
る
（「
正
訓
字
の
整
理
に
つ
い
て
」（『
萬
葉
』
三
四　

一
九
六
〇
）。

池
上
氏
は
、
古
今
集
序
文
の
漢
字
を
抽
出
す
る
と
、
現
代
で
も
使
う
も
の
が
よ
く

見
い
だ
せ
る
が
、
萬
葉
集
に
も
こ
う
い
う
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
問
い
か
け

る
。
そ
し
て
、
正
訓
の
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
、
と
し
て
「
こ
の
巻
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（
二
〇
─
引
用
者
注
）
で
は
、
後
半
に
正
訓
字
を
含
ま
な
い
歌
が
多
く
を
占
め
る
」
と

述
べ
る
。
こ
れ
は
定
着
訓
の
意
で
は
通
ら
な
い
の
で
、
広
く
と
ら
え
る
訓
字
の
意

で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
の
眼
目
は
、
頻
用
さ
れ
て
い
る
文
字
を
あ
ぶ
り
だ
し
て
、
定

着
度
を
み
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
を

正
訓
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
な
ど
と
い
っ
た
術
語
の
再
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
正
訓
と
い
う
術
語
の
使
い
方
は
上
記
の
と
お
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
作
業
に
あ
た
っ
て
、「
古
写
本
中
の
異
同
が
多
く
て
容
易
に

判
断
の
下
せ
な
い
場
合
」「
結
局
は
例
の
少
な
さ
が
常
に
決
断
を
に
ぶ
ら
せ
る
」

「
一
語
に
数
通
り
字
が
あ
る
場
合
、
例
が
少
な
い
と
、
ど
の
程
度
に
固
定
し
た
か

の
判
断
に
苦
し
む
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
定
着
訓
（
字
）
の
模
索

が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
広
義
で
の
正
訓
の
中

に
お
け
る
序
列
な
い
し
傾
斜
を
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
し
、
ま

さ
に
そ
れ
こ
そ
が
「
正
訓
字
の
整
理
」
の
真
意
だ
っ
た
と
い
え
る
。

・
井
手　
至
氏

　
「
第
二
篇　

萬
葉
集
の
表
記
法
」（『
遊
文
録
』
国
語
史
編
二　

和
泉
書
院　

一
九
九
九
）

に
お
い
て
、「
正
訓
漢
字
」
と
い
う
術
語
で
各
節
を
構
成
す
る
（
初
出
は
三
七
頁
）。

「
漢
字
の
表
す
意
味
に
類
似
す
る
国
語
を
そ
の
漢
字
の
倭
訓
と
し
て
引
き
当
て
、

漢
字
を
正
訓
漢
字
と
し
て
用
い
る
（
中
略
）
漢
字
の
倭
訓
が
定
着
し
て
く
る
と
、

そ
の
字
訓
を
借
り
用
い
て
、
漢
字
を
再
び
借
訓
仮
名
と
し
て
表
音
的
に
用
い
る
方

法
を
も
採
用
し
た
」

→
「
正
訓
漢
字
」
自
体
に
は
固
定
性
、
定
着
性
と
い
っ
た
観
点
は
加
味
さ
れ
て
い

な
い
と
み
ら
れ
る
。

・
沖
森
卓
也
氏

　
『
日
本
古
代
の
文
字
と
表
記
』（
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
九
）
七
三
頁
「
二　

表
訓

機
能
」
の
と
こ
ろ
で
、「
表
訓
機
能
は
漢
字
の
基
本
的
な
正
規
の
利
用
に
お
い
て

認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
中
核
的
機
能
と
す
る
の
が
正
訓
字
で
あ
る
」
と

あ
る
。

→
「
基
本
」「
正
規
」「
中
核
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
が
、
文
字
と
訓
が
固
定
的

関
係
を
築
い
て
い
る
も
の
の
み
を
正
訓
字
と
呼
ぶ
わ
け
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
。

　

な
お
、
上
代
の
文
字
表
記
に
関
わ
る
記
述
を
含
む
以
下
の
著
作
で
は
、
い
ず
れ

も
事
項
、
熟
語
索
引
に
は
「
正
訓
」
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
稲
岡
耕
二
氏
『
萬

葉
表
記
論
』（
塙
書
房
一
九
七
六
）、
犬
飼
隆
氏
『
上
代
文
字
言
語
の
研
究
』（
笠
間
書

院
一
九
九
二　

補
訂
版
二
〇
〇
五
）（
―
―
た
だ
し
第
四
章
に
「
正
訓
字
に
添
え
ら
れ
た
音
注
の
機

能
―
か
づ
し
か
の
ま
ま
の
て
ご
（
な
）
―
」
と
あ
る
が
、
基
本
的
に
氏
は
「
表
語
」
と
い
っ
た
言
い

方
の
方
を
重
用
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
）。
内
田
賢
徳
氏
『
上
代
日
本
語
表
現
と
訓
詁
』

（
塙
書
房
二
〇
〇
五
）、
乾
善
彦
氏
『
漢
字
に
よ
る
日
本
語
書
記
の
史
的
研
究
』（
塙
書

房
二
〇
〇
三
）
な
ど
で
は
、
索
引
に
術
語
と
し
て
の
立
項
は
な
い
。

　

概
略
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
定
着
使
用
を
う
け
て
い
る
も
の
に
限
ら
ず
正
訓
と
い
う
術
語
を
使
う
―
―
つ
ま

り
『
時
代
別
』
の
解
説
に
沿
う
―
―
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
正

訓
と
い
う
用
語
を
使
わ
な
い＊
３

、
あ
る
い
は
術
語
と
し
て
索
引
に
立
項
し
な
い
も
の

も
あ
っ
て
一
様
で
は
な
い
。
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
術
語
の
使
用
の
是

非
を
裁
定
す
る
の
が
本
稿
の
主
眼
で
は
な
い
が
、
こ
の
曖
昧
な
術
語
を
使
用
す
る

こ
と
で
、
あ
る
漢
字
と
訓
と
の
関
係
が
、
無
条
件
に
定
位
さ
れ
る
（
前
提
さ
れ

る
）
―
―
た
と
え
ば
そ
れ
が
最
も
標
準
的
な
使
用
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
―
―

お
そ
れ
は
あ
る
と
い
う
こ
と
は
本
稿
に
お
い
て
注
意
し
た
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。

仮
に
、
萬
葉
集
内
で
そ
の
証
左
が
え
ら
れ
て
も
、〝
七
・
八
世
紀
の
日
本
漢
字
に

お
い
て
〟
と
い
う
い
い
方
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
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我
々
は
往
々
に
し
て
、〝
仮
想
七
・
八
世
紀
日
本
の
漢
字
使
用
の
状
況
〟
と
、
享

受
資
料
た
る
『
萬
葉
集
』
の
内
部
徴
証
と
の
間
を
自
由
に
行
き
来
、
あ
る
い
は
同

一
視
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
く
使
わ
れ
る
、
余
り
使
わ
れ
な

い
と
い
っ
た
判
断
、
裁
定
は
存
外
に
難
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
一
・
三　
歴
史
的
経
緯
―
『
萬
葉
用
字
格
』

　

前
項
と
時
間
軸
と
し
て
は
い
れ
か
わ
っ
て
し
ま
う
が
、
近
世
以
前
の
研
究
―
―

『
萬
葉
用
字
格
』
に
つ
い
て
幾
ば
く
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
い
く
つ
か
あ
る
近
世

以
前
の
用
字
研
究
で
こ
れ
に
注
目
す
る
の
は
、
前
掲
の
池
上
禎
造
氏
が
、
同
書
で

は
春
登
の
「
当
代
人
意
識
」
で
正
訓
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

注
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る＊
４

。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
、
現
代
の
我
々
に
も
置
き
換

え
て
顧
み
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
萬
葉
集
に
は
「
シ
グ
レ
」
と

い
う
語
が
何
度
か
出
て
く
る
が
、
我
々
に
お
な
じ
み
の
「
時
雨
」
表
記
は
一
例
も

な
い
（
多
く
「
鍾シ
グ

礼レ

」
と
記
さ
れ
る
）。
こ
の
こ
と
を
、
な
ぜ
だ
ろ
う
と
思
っ
て

考
察
す
る
の
は
よ
く
て
も
、「
出
て
こ
な
い
の
は
お
か
し
い

0

0

0

0

」
と
前
提
し
て
考
察

す
る
の
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
現
代
人
と
し
て
の
感
覚
で
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
、
問
題
が
あ
る
。
そ
う
い
う
注
意
を
促
す
も
の

と
し
て
池
上
の
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
近
世
以
降
の
萬
葉
集
の
用
字
、
表
記
研
究
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
乾
善

彦
『
漢
字
に
よ
る
日
本
語
書
記
の
史
的
研
究
』（
塙
書
房
二
〇
〇
三
）
に
て
詳
細
に
ま

と
め
ら
れ
、
か
つ
的
確
な
論
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
筆
者
が
特
に
新
見
を

提
示
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
本
論
に
関
わ
る
部
分
に
お
い
て
、『
萬
葉
用
字
格
』

に
絞
っ
て
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。『
萬
葉
用
字
格
』
は
釈
春

登
に
よ
っ
て
一
八
一
五
年
頃
に
刊
行
さ
れ
た
萬
葉
集
の
用
字
分
類
で
、
一
般
に
、

体
系
的
に
未
整
備
な
点
も
認
め
ら
れ
る
が
（
中
略
）
音
訓
と
漢
字
の
字
義
と

の
関
係
か
ら
考
え
ら
れ
る
べ
き
項
目
を
多
く
含
み
、
現
在
で
も
そ
の
名
称
な

ど
受
け
継
が
れ
て
い
る

 

（『
萬
葉
集
必
携
』
三
八
頁
：
項
目
執
筆
は
稲
岡
耕
二
氏
）、

分
類
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
確
立
を
得
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
が
、

一
応
の
分
別
に
は
拠
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
今
日
に
至
る
ま
で
大

約
便
宜
な
名
称
と
し
て
実
用
に
供
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
だ
け
の
効
用
も

買
わ
れ
て
い
る
も
の
と
察
せ
ら
れ
る

 

（『
萬
葉
用
字
格
』
和
泉
書
院　

一
一
五
頁　

鈴
置
浩
一
氏
解
説
）

な
ど
の
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
未
整
備
と
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、

事
実
、「
正
音
」「
略
音
」「
正
訓
」「
義
訓
」
な
ど
は
現
行
も
通
用
し
て
い
る
術
語

で
あ
る
。
乾
前
掲
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
仙
覚
以
来
の
分
類
を
引

き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
未
整
備
、
一
貫
性
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
た

と
え
ば
「
戯
書
」
を
特
出
し
た
こ
と
な
ど
、
後
世
に
投
げ
か
け
た
問
題
は
大
き
い

と
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
正
訓
と
い
う
術
語
の
も
と
に
、『
萬
葉
用
字
格
』
で
は
、
鈴
置
浩
一
氏

に
よ
れ
ば
一
一
〇
四
字
を
挙
げ
、
一
書
全
体
の
掲
出
字
三
〇
七
七
字
中
の
四
四
．

四
七
％
を
占
め
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
研
究
史
あ
る
い
は
概
説
書
に
お
い

て
も
、
再
三
そ
の
未
整
備
な
点
は
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
た
と
え

ば
「
漢
」
を
ア
マ
ノ
ガ
ハ
と
し
て
正
訓
に
あ
げ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
賛
同
し
が
た

い
も
の
が
あ
る
し
、
同
訓
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
訓
と
義
訓
の
両
方
に
掲
出
さ
れ
る

字
も
あ
る
（
商
「
あ
き
」
な
ど
）
点
な
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
各
氏
が
出
さ
れ
て
き
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た
疑
義
の
と
お
り
で
あ
る
。
具
体
的
に
定
義
か
ら
見
て
み
る
と
、
春
登
は
正
訓
を

ま
ず
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
以
下
、
引
用
は
す
べ
て
和
泉
書
院
影
印
叢
刊
（
文
化
一

五
年　

三
都
書
林
刊
）
に
よ
る
）。

天
を
阿
米
、
地
を
都
知
と
訓
る
は
言
の
意
と
字
の
義
と
相
当
れ
ば
ま
た
く
の

正
訓
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（ 
引
用
者
注
─
「
例
言
六
オ
」
よ
り
。
漢
字
、
仮
名
は
現
行
に
あ
ら
た
め

適
宜
句
読
点
を
施
し
た
。
以
下
同
）

　

つ
ま
り
、
字
義
と
そ
れ
に
相
応
に
見
合
う
言
葉
―
―
そ
の
関
係
に
お
い
て
使

わ
れ
て
い
る
も
の
を
正
訓
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
、「
言
の
意
」
あ
る
い
は

「
字
の
義
」
が
、
何
に
拠
る
か
は
、
こ
こ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
「
例

言
」
を
読
み
進
め
る
と
、

正
訓
は
古
事
記
日
本
書
紀
そ
の
外
、
新
撰
字
鏡
、
和
名
抄
等
の
訓
の
例
に
よ

る
（
例
言
七
ウ
）

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
訓
か
ど
う
か
認
め
る
際
に
（
萬
葉
集
以
外
に
）
参
考
に
し

た
文
献
を
挙
げ
て
い
る
が
、
辞
書
類
は
い
う
に
及
ば
ず
、
記
紀
に
し
て
も
、
結
局

の
と
こ
ろ
後
代
に
施
さ
れ
た
訓
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
厳
密
に
い
え

ば
「
上
代
に
お
い
て
ど
う
だ
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
問
う
上
で
の
決
定
的
傍
証

と
は
い
い
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
春
登
の
こ
の
処
置
を
責
め
る
の
は

無
論
、
酷
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、
萬
葉
集
の
訓
詁
の
手
が
か
り
に
記
紀
を
参
考
に

す
る
こ
と
は
あ
る
し
、
ま
た
時
代
的
に
少
々
降
っ
て
も
、『
新
撰
字
鏡
』
や
『
和

名
類
聚
抄
』
あ
た
り
を
参
考
に
引
く
こ
と
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
こ
の
方

針
が
萬
葉
集
の
文
字
と
訓
と
考
え
る
う
え
で
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
と
は
い
い
難

い
。
池
上
氏
の
「
春
登
が
正
訓
と
い
ふ
こ
と
を
後
代
人
意
識
で
言
つ
た
」
と
い
う

言
（
注
４
参
照
）
で
あ
る
が
、
池
上
は
、
ど
の
分
類
が
そ
の
「
後
代
人
意
識
」
に
あ

た
る
か
と
い
っ
た
指
摘
を
具
体
的
に
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
こ
の
「
後

代
人
意
識
」
と
は
、
時
代
が
下
っ
た
資
料
な
い
し
、
伝
本
上
に
存
在
す
る
訓
を
参

考
に
し
て
い
る
と
い
う
点
が
そ
う
だ
と
い
う
の
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
下
っ
て
江

戸
時
代
に
生
き
た
春
登
自
身
の
語
感
や
文
字
観
、
も
し
く
は
も
う
少
し
社
会
的
な

レ
ベ
ル
で
い
う
江
戸
時
代
当
時
の
文
字
と
訓
に
お
け
る
標
準
が
、
上
代
の
そ
れ
に

す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
時
代

別
』
二
三
頁
で
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

（
春
登
の
分
類
は
―
―
筆
者
注
）
漢
字
の
素
材
性
を
、
そ
の
ま
ま
歌
を
表
記

し
て
い
る
文
字
に
適
用
し
た
静
態
的
な
分
類
で
あ
る
。
こ
れ
を
含
め
て
、
多

く
の
場
合
、
古
典
―
―
実
質
的
に
は
萬
葉
集
―
―
の
解
釈
の
前
提
と
し
て
、

後
世
的
な
立
場
に
立
つ
個
々
の
文
字
の
類
別
か
ら
帰
納
さ
れ
た
分
類
が
な
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
字
の
所
属
は
も
と
よ
り
、
分
類
自
体
に
上
代

文
字
の
体
系
的
把
握
と
い
う
意
味
ま
で
を
も
も
た
せ
る
の
は
妥
当
で
な
い
。

　

こ
う
い
っ
た
指
摘
も
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
池
上
も
ま
た
後
者
―
―
す

な
わ
ち
、
春
登
の
文
字
観
や
江
戸
時
代
の
標
準
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
―
―
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
文
字
と
訓
と
の
関
係
は
、
奈
良
時
代
か
ら
一
貫
し
て
ほ
ぼ
現
代

ま
で
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
─
─
た
と
え
ば
「
君
（
き
み
）」「
月
（
つ
き
）」

「
秋
（
あ
き
）」
な
ど
─
─
が
あ
る
一
方
で
、
必
ず
し
も
連
続
し
な
い
場
合
も
あ
る
。

連
続
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
仮
に
「
後
代
人
意
識
」
で
上
代
の
そ
れ
を
説

い
て
も
、
た
ど
り
着
く
と
こ
ろ
は
同
じ
に
は
な
る
（
だ
か
ら
問
題
が
な
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
）。『
時
代
別
』（
二
頁
）
で
、「
語
に
対
し
て
固
定
し
た
漢
字
は
、
お
お

む
ね
現
代
の
漢
字
と
一
致
し
、
名
詞
が
目
立
つ
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す
い
場
合
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
を
端
的
に
表
す
例
と
し

て
、
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
こ
う
。「
去
」
字
（
の
べ
三
九
二
例
）
の
場
合
、
現
行
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テ
キ
ス
ト
類
に
よ
れ
ば
サ
ル
訓
が
お
よ
そ
八
五
例
、
ユ
ク
訓
が
お
よ
そ
一
四
〇
例

で
あ
る
。
一
・
七
倍
ほ
ど
の
開
き
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
サ
ル
」
訓
は
「
ユ
ク
」

訓
に
比
べ
て
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
、
と
い
っ
て
み
て
も
さ
ほ
ど
意
味
を
な
す
ま
い
。 

歌
作
に
あ
た
っ
て
そ
も
そ
も
サ
ル
と
い
う
語
が
ユ
ク
ほ
ど
に
要
求
さ
れ
な
か
っ
た

だ
け
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
歴
然
と
数
値
的
差
異
が
出
て
い
る

と
も
い
い
が
た
い
。
現
代
で
は
こ
の
字
に
「
ユ
ク
」
訓
は
ふ
つ
う
な
い
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
上
代
の
「
去
」
字
に
お
け
る
訓
の
優
劣
を
決
定
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
。「
後
代
人
意
識
」
は
こ
の
場
合
介
入
さ
せ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
「
訓
字0

」
と
し
て
み
た
と
き
、
た
と
え
ば
「
ユ
ク
」
と
い
う
倭
語
に
あ
て
ら
れ

る
「
行
」
字
は
萬
葉
集
に
一
七
四
例
、「
去
」
は
一
四
〇
例
あ
る
。
こ
の
一
七
四

対
一
四
〇
は
差
異
は
ど
う
捉
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
す
ぐ
さ
ま
定
着
訓
字

は
「
行
」
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
裏
付
け
た
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
池
上
論
文
も

い
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
用
例
数
の
制
約
が
こ
こ
に
絡
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
な

お
、『
萬
葉
用
字
格
』
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
去
」
字
で
あ
る
が
、
三
ウ
の
伊
部

に
「
イ
ヌ
」
の
正
訓
と
し
て
挙
例
、
次
に
三
八
オ
由
部
に
「
ユ
ク
」
の
正
訓
と
し

て
挙
げ
る
も
の
の
、「
サ
ル
」
訓
は
そ
も
そ
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
萬
葉
集
で

は
「
サ
ル
」
訓
は
八
〇
例
以
上
あ
っ
て
「
イ
ヌ
」
訓
よ
り
多
く
、
通
常
は
無
視
で

き
る
数
で
は
な
い
は
ず
で
、
や
は
り
不
審
で
あ
る
（
本
書
が
、
集
中
一
例
し
か
な
い
例

も
多
々
拾
う
姿
勢
か
ら
し
て
も
不
審
で
は
あ
る
─
─
た
と
え
ば
五
ウ
宇
部
「
滅
（
ウ
セ
）
は
「
家
滅

目
八
跡
」（
巻
九
・
一
七
四
〇
）
の
孤
例
）。
諸
本
異
同
を
み
て
も
、
サ
ル
訓
で
揺
れ
な
い

例
は
多
々
あ
り
、
春
登
が
み
て
い
た
テ
キ
ス
ト
で
サ
ル
訓
が
な
か
っ
た
と
は
考
え

に
く
い
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
今
日
に
お
け
る
本
書
の
評
価
を
な
す
一
因
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
、
春
登
が
、
用
例
の
多
少
で
決
め
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
は
大
い
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

二
、
よ
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
―
は
ど
の
よ
う
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
か

　
二
・
一　
〝
ゆ
れ
〟
と
〝
定
着
〟

　

さ
て
、
筆
者
が
重
視
し
た
い
の
は
、
第
一
章
に
あ
げ
た
正
訓
の
定
義
に
お
い
て
、

「
定
着
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
ほ
う
の
そ
れ
で
あ
る
。
事
実
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
筆
者
は
、
も
し
使
う
と
す
れ
ば
こ
ち
ら
の
意
味
で
正
訓
と
い
う
術
語
を

こ
れ
ま
で
使
っ
て
き
た
と
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
萬
葉
集
必
携
』
の
解
説

に
対
し
て
も
い
え
る
こ
と
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
定
着
」
の
度
合
い
を
測
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
何
度
も
例
に
出
し
て
い
る
が
、「
月
」

字
の
よ
う
に
、
ツ
キ
（
ツ
ク
）
と
い
う
実
質
単
独
の
訓
し
か
確
認
さ
れ
な
い
も
の

と
、「
去
」
の
よ
う
に
、
サ
ル
「
暮
去
者
／
ユ
フ
サ
レ
バ
」、
イ
ヌ
「
千
歳
八
去
流

／
チ
ト
セ
ヤ
イ
ヌ
ル
」、
ユ
ク
「
伊
去
波
伐
加
利
／
イ
ユ
キ
ハ
バ
カ
リ
」
の
よ
う

に
複
数
訓
認
め
ら
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。
例
示
し
た
「
去
」
字
の
場
合
、
各
訓
の

語
義
に
よ
る
棲
み
分
け
が
比
較
的
明
瞭
で
、
あ
ま
り
異
同
は
見
ら
れ
な
い
が
、
訓

字
が
複
数
の
倭
語
に
対
応
し
う
る
と
い
う
あ
り
よ
う
は
、
萬
葉
集
歌
に
お
い
て
し

ば
し
ば
異
同
を
引
き
起
こ
す
。
た
と
え
ば
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、

「
惑
」
マ
ト
ヒ
／
ワ
ビ
シ　

／
サ
ビ
シ
／
メ
グ
シ
／
ク
ル
シ
（
巻
四
・
七
一
七
）

「
言
愛
美
」
コ
ト
ウ
ル
ハ
シ
ミ
／
コ
ト
ウ
ツ
ク
シ
ミ
（
巻
一
〇
・
二
三
四
三
）

「
落
易
」
カ
ル
ト
モ
／
カ
レ
ヤ
ス
シ
／
フ
リ
ヤ
ス
シ
／
チ
リ
ヤ
ス
シ
／
チ
リ

ス
グ
／
ウ
ツ
ロ
フ
（
巻
六
・
九
八
八
）
な
ど

 

※
各
訓
み
の
所
載
情
報
は
割
愛
す
る
。

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
萬
葉
集
歌
で
ま
ま
あ
る
こ
う
い
っ
た
ケ
ー
ス
を
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研
究
者
は
「
よ
み
が
揺
れ
て
い
る
」「
訓
が
揺
れ
て
い
る
」
な
ど
と
よ
く
表
現
す

る
。
こ
の
よ
う
に
各
々
の
歌
で
、
訓
が
一
つ
に
定
ま
ら
な
い
こ
と
を
「
揺
れ
」
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
先
の
「
去
」
字
で
い
え
ば
、

客
去
君
跡
「
旅
ゆ
く
君
と
」（
巻
一
・
六
九
）

の
よ
う
に
、
諸
本
異
同
が
な
く
、
事
実
「
ユ
ク
」
と
し
か
読
め
な
い
も
の
に
つ

い
て
は
、「
訓
は
揺
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
（
し
、
こ
れ

ま
た
実
際
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
）。
た
だ
、
こ
の
場
合
の
「
揺
れ
て
い
な

い
」
が
指
す
と
こ
ろ
と
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
例
に
つ
い
て
、
よ
ま
れ
た
結
果
が
一

つ
に
絞
ら
れ
得
て
、
伝
承
上
動
揺
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
す
の
み
で

あ
っ
て
、「
去
」
字
が
多
訓
状
態
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
は
別
で
あ
る
。
よ
っ
て

一
つ
の
訓
同
定
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
に
、
読
み
手
が
〝
こ
の
文
字
は
「
サ
ル
」
と

も
「
イ
ヌ
」
と
も
読
め
る
が
、
し
か
し
こ
こ
は
「
ユ
ク
」
で
よ
い
〟、
と
い
っ
た

思
考
過
程
を
経
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
去
」
字
が
備
え
て
い
る
選
択
可
能
性

と
し
て
の
よ
み
を
脳
裏
に
よ
ぎ
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
書
き
手
の
方

は
、
す
で
に
歌
の
中
に
読
み
込
ま
れ
、
定
ま
っ
た
言
葉
「
ユ
ク
」
が
あ
っ
て
、
そ

こ
に
「
去
」
字
を
選
ん
で
く
る
と
考
え
れ
ば
、
歴
史
上
の
多
く
の
読
み
手
達
が
遺

し
た
異
同
な
る
も
の
は
そ
こ
に
は
あ
り
得
な
い
。
書
き
手
に
と
っ
て
答
え
は
も
と

よ
り
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
、
書
き
手
が
、
詠
じ
た
語
「
ユ

ク
」
の
た
め
に
「
去
」
字
を
想
起
し
、
事
実
そ
れ
を
書
く
の
だ
け
れ
ど
も
、
脳
裏

に
こ
の
字
は
「
サ
ル
」
と
も
「
イ
ヌ
」
と
も
読
め
る
な
と
思
い
な
が
ら
書
い
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
、「
去
」
字
の
も
つ
よ
み
の
選
択
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

を
承
知
の
上

で
、
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
読
み
手
が
、
対

峙
し
た
表
記
の
訓
を
定
め
る
た
め
に
脳
裏
に
よ
ぎ
ら
せ
た
そ
の
「
去
」
字
の
選
択

可
能
性
と
し
て
の
別
訓
群
と
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
次
元
の
も
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
記
さ
れ
た
歌
表
記
に
お
い
て
「
揺
れ
る
」
と
か
「
揺
れ
な
い
」
と
い
う

の
は
、
当
然
な
が
ら
、
読
み
手
の
側
が
、
そ
の
文
字
列
に
対
峙
し
た
と
き
に
起
こ

り
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
、
そ
の
揺
れ
の
要
因
と
な
る
様
々
な
訓

の
候
補
と
は
、
読
み
手
の
脳
裏
に
よ
ぎ
る
ほ
ど
に
、
そ
の
文
字
と
の
つ
な
が
り
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
っ
て
い
る
と
も
い
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
つ
ま
り
選
択
肢
と
な
り
得
る
ほ
ど
の
紐
帯
を
認
識
し

得
て
い
る
。
で
は
、
古
代
に
お
け
る
あ
る
文
字
と
言
葉
（
音
）
の
紐
帯
を
我
々
が

0

0

0

ど
う
測
る
か
―
古
代
人
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
ど
う
測
る
か
―
―
た

と
え
ば
現
代
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
「
去
」
字
の
標
準
的
な
訓
は
「
サ
ル
」
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
上
代
の
状
況
に
適
用
で
き
る

保
証
は
な
い
。
文
字
が
ど
う
い
っ
た
語
（
音
）
と
対
応
し
て
い
る
か
と
い
う
認
識

が
、
当
時
ど
の
よ
う
に
共
有
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
漢
字
と
い
う
文
字

が
成
り
立
た
せ
て
い
た
古
代
の
書
記
言
語
と
し
て
の
日
本
語
を
考
え
る
上
で
、
根

幹
に
置
か
れ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
二
．
二
、
数
の
論
理

　

あ
る
一
つ
の
音
、
あ
る
い
は
語
に
対
し
て
、
複
数
の
表
記
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、

こ
れ
に
つ
い
て
よ
く
使
わ
れ
る
表
記
と
か
、
あ
ま
り
つ
か
わ
れ
な
い
表
記
と
い
っ

た
、
よ
う
は
使
用
頻
度
、
ひ
い
て
は
文
字
と
語
（
音
）
の
密
着
度
を
測
る
こ
と
は
、

ど
の
よ
う
に
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
当
然
な
が
ら
あ
る
程
度
用
例
数
に
現
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
助
動
詞
「
ラ
ム
」
は
お
よ
そ
四
六
〇
例
余
り
が
萬

葉
集
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
音
仮
名
書
き
（「
良ラ
牟ム
」
な
ど
）
で
あ
れ
ば

ラ
表
記
に
「
良
」
が
二
〇
〇
例
以
上
出
て
く
る
の
で
、
ラ
ム
表
記
に
は
「
良
」
字
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が
〝
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
〟
と
い
え
、「
浪
牟
」
の
「
浪
」
は
集
中
唯
一
例
で
あ

る
の
で
、〝
稀
・
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
〟
と
い
え
よ
う
か
。「
浪
」
は
ラ
を
表
す

仮
名
で
あ
る
か
ら
、
仮
名
「
良
」
と
使
い
道
は
同
じ
と
い
う
こ
と
に
、
こ
の
場
合

は
な
る
。
そ
の
上
で
、
あ
る
程
度
の
差
異
が
出
て
い
る
こ
と
を
し
て
、
頻
用
／
稀

用
で
と
ら
え
る
こ
と
は
一
つ
許
さ
れ
よ
う
か
と
思
う
（
た
だ
し
、
萬
葉
集
の
中
に

0

0

0

0

0

0

於
い
て

0

0

0

、
と
い
う
注
記
は
必
要
だ
）。
こ
の
ケ
ー
ス
と
同
じ
く
、
異
字
同
訓
（
鳴

く
／
啼
く
／
哭
く
）
の
場
合
で
も
、
同
じ
語
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
文
字
を
用
い

る
か
と
い
う
そ
の
字
種
ご
と
の
多
寡
が
出
る
わ
け
だ
か
ら
、
結
局
仮
名
「
ラ
」
の

場
合
の
頻
用
／
稀
用
に
ま
つ
わ
る
分
析
と
同
様
の
手
続
き
が
で
き
よ
う
。

　

で
は
、
一
つ
の
文
字
に
対
し
て
、
複
数
訓
が
あ
る
場
合
（
先
掲
「
音
」
＝
ネ
／

オ
ト
／
コ
ヱ
）
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
ず
も
っ
て
用
例
数
が
あ
る
程
度
な
い

こ
と
に
は
で
き
な
い
話
で
あ
る
。
先
に
「
去
」
字
で
そ
の
例
を
示
し
た
け
れ
ど
も
、

有
意
と
見
な
せ
る
数
値
差
を
得
ら
れ
る
保
証
は
な
く
、
ま
た
、
た
と
え
用
例
数
が

多
く
て
も
、
多
訓
の
お
互
い
で
数
値
が
拮
抗
し
て
い
る
場
合
は
、「
例
が
少
な
い

と
、
ど
の
程
度
に
固
定
し
た
か
の
判
断
に
苦
し
む
」（
池
上
前
掲
論
）
と
い
う
の

と
結
局
同
じ
と
こ
ろ
に
陥
る
。「
去
」
字
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
い
う
と
、
文
字
と

読
み
の
つ
な
が
り
は
、
一
対
一
対
応
で
は
な
い
し
、
ど
れ
が
突
出
し
て
い
る
か
、

と
も
い
い
に
く
い
。
と
い
っ
て
、
関
係
が
雑
多
で
ゆ
る
や
か
、
と
い
う
の
も
、
そ

れ
は
そ
れ
で
疑
問
が
払
拭
で
き
な
い
。

　

以
上
整
理
す
る
と
、
文
字
表
記
の
頻
用
と
稀
用
―
ひ
い
て
は
そ
れ
を
も
と
に
主

用
な
い
し
標
準
を
計
る
う
え
で
、
数
を
数
え
る
と
い
う
方
法
に
は
、
ま
ず
用
例
数

が
ま
と
ま
っ
て
あ
る
と
い
う
前
提
を
必
要
と
し
、
か
つ
そ
れ
な
り
に
有
意
な
数
値

的
差
異
が
で
な
い
と
判
断
し
に
く
い
。
そ
の
上
で
、

Ａ 

あ
る
語
の
表
記
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
異
字
同
訓
）　

コ
ヱ
＝
「
音
」
or

「
声
」

Ｂ 

あ
る
音
節
の
表
記
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
仮
名
字
種
の
多
様
性
）
ラ
ム
＝

「
良
牟
」
or
「
浪
牟
」

Ｃ 

あ
る
訓
字
の
使
用
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
同
字
異
訓
）　
「
去
」
＝
ユ
ク
or
サ

ル
or
イ
ヌ

の
う
ち
、
Ａ
は
用
例
数
比
較
が
比
較
的
直
接
の
手
が
か
り
に
な
る
。
Ｂ
は
音
節
と

は
い
え
語
の
表
記
で
い
え
ば
Ａ
に
含
め
て
も
か
ま
わ
な
い
。
Ｃ
に
つ
い
て
は
前
述

の
通
り
そ
も
そ
も
そ
の
語
が
ど
れ
ほ
ど
必
要
と
さ
れ
た
か
と
い
う
要
素
が
絡
む
の

で
、
Ａ
ほ
ど
単
純
に
用
例
数
比
較
の
み
で
済
ま
せ
ら
れ
な
い
。
Ａ
（
Ｂ
）、
Ｃ
と

も
に
い
え
る
こ
と
は
、
用
例
数
僅
少
の
場
合
は
そ
も
そ
も
論
究
し
が
た
い
が
、
た

と
え
用
例
数
が
そ
れ
な
り
に
あ
っ
て
も
、
前
述
し
た
と
お
り
、
互
い
に
拮
抗
し
て

い
る
場
合
は
い
ず
れ
に
せ
よ
判
断
が
つ
か
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
た
と
え
ば
全
二
例
で
、
一
例
ず
つ
を
異
訓
で
分
け
合
っ
て
い
る
場
合
も
、

全
二
〇
〇
例
を
一
〇
五
例
と
九
五
例
で
分
け
合
っ
て
い
る
場
合
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

拮
抗
の
解
釈
の
難
し
さ
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
仮
に
用
例
数
が
そ
の
一
〇
倍
、
一
〇

〇
倍
あ
れ
ば
、
も
し
か
す
れ
ば
差
が
出
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
ど
こ
ま

で
い
っ
て
も
拮
抗
な
の
か
も
し
れ
な
い
―
―
そ
れ
は
知
り
得
な
い
わ
け
で
、
用
例

数
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
拮
抗
し
て
い
る
意
味
と
い
う
の
も
厳
密
に
は
、
位
置
づ

け
が
難
し
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

あ
る
文
字
に
あ
る
よ
み
が
「
よ
く
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
根
拠
は
、
述
べ
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来
っ
た
よ
う
に
、
用
例
数
の
多
寡
を
通
し
た
分
析
に
よ
る
の
で
あ
っ
た
り
、
ま
た

池
上
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
と
き
に
「
後
代
人
意
識
」
に
よ
っ
て
い
た
り
す
る
こ

と
が
あ
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
文
字
に
主
用
訓
が
あ
る
と

い
う
無
条
件
的
な
前
提
に
立
つ
の
で
は
な
し
に
、
文
字
に
よ
っ
て
は
、
主
用
と
み

ら
れ
る
訓
が
比
較
的
固
定
的
に
認
め
う
る
―
―
我
々
が
そ
う
判
断
で
き
る
場
合
も

あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
穏
当
で
あ
ろ
う
（
小
林
芳
規
氏
の
一
連
の
研

究
は
、
異
論
が
多
い
け
れ
ど
も＊
５

、
ど
こ
ま
で
我
々
が
同
定
で
き
る
か
と
い
う
最
大

限
の
試
み
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
意
義
も
あ
る
と
お
も
う
）。
こ
の
点
で
は
、
正

訓
と
い
う
言
葉
を
、
定
着
訓
と
い
う
意
味
で
安
易
に
は
使
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

て
く
る
。
も
し
、
使
用
上
の
偏
向
や
、
使
用
度
数
を
含
意
し
た
く
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
単
に
訓
字
と
い
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
穏
当
で
は
あ
ろ
う
（
定
着
か
否
か
に
関
知

し
な
い
『
時
代
別
』
の
定
義
の
意
味
で
使
っ
て
も
、
研
究
者
の
間
で
見
解
が
違
う
以
上
、
定
着
訓
と

い
う
意
で
の
そ
れ
だ
と
誤
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
）。

　

お
そ
ら
く
巨
視
的
に
み
れ
ば
、
先
行
論
が
い
う
と
お
り
、
上
代
の
文
字
と
訓
の

関
係
は
い
ま
だ
緩
や
か
で
雑
多
で
あ
る
が
、
個
別
に
み
れ
ば
、
中
に
は
、
比
較
的

固
定
的
で
、
頻
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
構
図
で
理
解
す
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
、「
固
定
的
」
で
「
頻
用
」
と
い
う
認
定
に
も
、
実

は
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
、
調
査
上
の
制
約
な
い
し
留
意
点
が
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
ま
ず
は
用
例
と
分
量
あ
り
き
、
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
客
観
性
の
担
保
に

は
い
ず
れ
に
せ
よ
不
安
が
つ
き
ま
と
う
。
訓
読
と
い
う
行
為
の
蓄
積
が
、
漢
字
を

使
っ
て
書
く
と
い
う
行
為
を
可
能
に
し
て
い
く
と
し
て
、
そ
の
読
み
書
き
の
サ
イ

ク
ル
が
、
文
字
と
言
葉
の
結
び
つ
き
を
強
固
に
し
て
い
く
側
面
は
確
か
に
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
頻
用
と
稀
用
、
主
用
と
副
用
と
い
っ
た
文
字
ご
と
の
使
用
上
の
傾
斜

を
全
く
考
慮
に
入
れ
ず
に
、
表
記
論
を
説
く
こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、「
主
用
訓
は
ど
れ
か
」「
あ
て
ら
れ
る
主
用
字
は
ど
れ
か
」
と
見
定

め
る
よ
う
と
す
る
よ
り
、
ま
ず
そ
の
訓
が
主
用
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
ど
う
同
定

で
き
る
か
、
あ
る
い
は
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。「
去
」
字
に
お
け
る
三
訓
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
「
サ
ル
」
訓
が
記
さ
れ
う

る
「
行
」
字
「
去
」
字
が
み
せ
る
競
合
の
よ
う
に
、
ど
う
用
例
を
ひ
ね
り
回
し
て

も
確
固
た
る
一
つ
に
は
見
定
め
が
た
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
う
と
、
半

世
紀
以
上
前
に
出
さ
れ
た
池
上
の
「
容
易
に
判
断
の
下
せ
な
い
」「
決
断
を
に
ぶ

ら
せ
る
」「
判
断
に
苦
し
む
」
と
い
っ
た
苦
悶
か
ら
、
結
局
の
所
前
に
進
め
て
は

い
な
い
、
あ
る
い
は
目
を
そ
ら
せ
て
き
た
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
。

　

本
稿
を
、
い
さ
さ
か
悲
観
的
な
記
述
で
締
め
く
く
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
筆
者
自
身
の
研
究
は
、
ま
さ
に
数
を
数
え
る
と
い
う
方
法
に
依
拠
し
て
き
た

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
そ
の
内
省
と
発
展
的
脱
却
を
企
図
し
て
、
以
上
の

通
り
述
べ
来
た
っ
た
次
第
で
あ
る
。
一
案
と
し
て
、
筆
者
が
あ
ら
た
に
試
み
た
方

法
―
―
用
例
数
の
計
測
に
頼
ら
ず
、
定
着
し
て
い
る
か
否
か
を
模
索
す
る
方
法
を

別
稿
に
発
表
し
た＊
６

。
併
せ
て
ご
高
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

【
参
考
文
献
】
※
引
用
文
献
は
す
べ
て
論
文
中
に
記
し
た
。

乾　

善
彦
「
仮
名
の
位
相
と
萬
葉
集
仮
名
書
歌
巻
」（『
萬
葉
集
研
究　

第
二
九

集
』
塙
書
房　

二
〇
〇
七
）

内
田
賢
德
『
上
代
日
本
語
表
現
と
訓
詁
』（
塙
書
房
二
〇
〇
五
）

大
野　

透
『
萬
葉
假
名
の
研
究
』（
明
治
書
院
一
九
六
二
）

尾
山　

慎
「
萬
葉
集
歌
表
記
に
お
け
る
「
表
意
性
」
と
「
表
語
性
」
を
巡
る
一

試
論
（『
叙
説
』
四
一
号　

二
〇
一
四
）
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小
林
芳
規
「
古
事
記
の
訓
読
」（『
古
事
記
』
日
本
史
思
想
体
系　

岩
波
書
店　

一
九
八
二
）

佐
野　

宏
「
萬
葉
集
に
お
け
る
表
記
体
と
用
字
法
に
つ
い
て
」（『
國
語
國
文
』

八
四
巻
四
号　

二
〇
一
五
）

毛
利
正
守
「
萬
葉
集
に
お
け
る
訓
仮
名
と
二
合
仮
名
の
運
用
」（『
叙
説
』
第
三

七
号　

二
〇
一
〇
）

・ 

本
稿
は
平
成
二
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号
二
六
七
七
〇
一
六

一
）「
古
代
日
本
語
表
記
に
お
け
る
音
訓
両
仮
名
の
標
準
化
と
衰
退
及
び
そ
の

相
関
に
つ
い
て
の
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

＊
１　

こ
の
場
合
い
わ
ば
「
訓
字
」
が
動
態
、「
漢
字
」
が
静
態
で
あ
る
。
山
田

俊
雄
が
い
う
と
こ
ろ
の
、「
素
材
と
し
て
の
文
字
」
と
、「
用
法
に
お
け
る

文
字
」、
池
上
禎
造
の
「
材
料
と
し
て
の
」
文
字
と
「
用
法
と
し
て
見
た
」

文
字
の
弁
別
に
あ
た
る
。
山
田
の
指
摘
を
動
態
と
静
態
に
な
ぞ
ら
え
た
の

は
『
日
本
語
の
歴
史
』
２
（
平
凡
社
）
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
な
お
、
犬

飼
隆
『
上
代
文
字
言
語
の
研
究
【
増
補
版
】』（
笠
間
書
院
二
〇
〇
五
）
は

こ
の
弁
別
を
重
要
視
す
る
が
、
素
材
で
は
な
く
「system

」
と
称
す
る

と
す
る
。

＊
２　

沢
瀉
久
孝
『
万
葉
集
序
説
』（
楽
浪
書
院
一
九
四
一
）

＊
３　

内
田
賢
徳
氏
は
「
正
訓
」
と
い
う
術
語
を
使
わ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る

（
直
談
に
よ
る
）。
事
実
、
氏
の
著
作
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

＊
４　

池
上
は
「
春
登
が
正
訓
と
い
ふ
こ
と
を
後
代
人
意
識
で
言
つ
た
の
に
對
し
、

上
代
に
そ
れ
が
立
て
得
る
か
か
ら
ま
づ
疑
つ
て
見
た
か
つ
た
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

＊
５　

た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
発
言
を
巡
っ
て
は
近
時
批
判
も
多
い
。「「
訓
」

の
中
に
は
注
せ
ず
と
も
一
定
の
よ
み
が
期
待
し
得
る
」「
訓
と
は
日
本
語

文
を
漢
字
で
書
き
表
す
場
に
お
い
て
、
当
時
既
に
習
慣
化
し
て
い
た
、
漢

字
に
対
応
す
る
一
定
訓
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
安
萬
侶
は
そ
の
習
慣
化
さ

れ
た
も
の
を
基
盤
に
お
き
こ
れ
を
利
用
し
て
、
古
事
記
に
見
る
よ
う
な
用

字
法
を
作
り
上
げ
た
」（
以
上
「
古
事
記
訓
読
に
つ
い
て
」（『
古
事
記
』

日
本
思
想
大
系
岩
波
書
店
一
九
八
二
）
よ
り
。
な
お
、
近
時
の
も
の
と
し

て
木
田
章
義
「
狸
親
父
の
一
言
―
古
事
記
は
よ
め
る
か
―
」（『
國
語
國

文
』
八
三
巻
九
号
二
〇
一
四
）
に
小
林
論
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
再
評
価
、

擁
護
が
あ
る
。

＊
６
「
万
葉
集
仮
名
主
体
表
記
歌
巻
に
お
け
る
単
音
節
訓
字
―
―
巻
十
七
を
中
心

に
―
―
」（『
美
夫
君
志
』（
九
二
号
）
平
成
二
八
年
三
月
に
掲
載
）。
な
お
、

本
稿
は
、
当
該
論
文
の
前
提
を
な
す
も
の
と
し
て
も
と
も
と
用
意
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
分
量
の
関
係
上
二
篇
の
論
文
に
分
割
し
た
。
そ
の
際
に
、

そ
れ
ぞ
れ
に
完
結
し
た
一
編
の
記
述
と
す
る
べ
く
一
部
に
重
複
す
る
文
章
、

表
現
等
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

 

（
お
や
ま 

し
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奈
良
女
子
大
学
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人
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系
准
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授
）


