
｢万葉集」における人麻呂歌集歌の「訓み」とく訓み〉

二
○
一
四
年
度
の
古
代
文
学
会
の
総
合
テ
ー
マ
「
〈
音
〉
を
書
く
」
の

趣
旨
説
明
文
は
、
〈
音
〉
と
い
う
術
語
を
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

音
声
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
歌
や
詞
章
を
文
字
に
書
い
て
書
物
を
作

る
。
ま
た
書
物
か
ら
音
声
を
生
み
出
す
。
こ
の
音
声
と
書
物
と
の
双

方
向
の
関
係
を
、
〈
音
〉
と
い
う
問
題
設
定
で
と
ら
え
て
み
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
か
。

右
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
〈
音
〉
と
は
、
音
声
言
語
と
書
記
言
語
と
の
往
還

運
動
の
中
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ

れ
を
承
け
つ
つ
『
万
葉
集
』
と
い
う
書
物
の
中
で
〈
音
〉
の
問
題
の
一
端

を
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
万
葉
集
』
に
は
文
字
（
漢
字
）
に
よ
っ
て
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
歌
と
し
て
書
記
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
文
字
列
を
訓
む
こ
と
、
す
な
わ
ち

文
字
に
即
し
て
そ
れ
ら
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
・
七
の
韻
律
を

持
っ
た
歌
の
言
葉
の
か
た
ち
が
現
前
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
現
れ
る

言
葉
の
か
た
ち
は
、
そ
れ
を
音
韻
連
鎖
の
上
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
趣
旨
説

明
文
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
書
物
か
ら
音
声
を
生
み
出
す
」
と
い
う
行
為
に

「
万
葉
集
』
に
お
け
る
人
麻
呂
歌
集
歌
の
松
田
浩

「訓み」と八訓みＶｌ蚕三の蚕に学んだ歌々
をめぐってＩ

一
は
じ
め
に

特
集
・
〈
音
〉
を
書
く

相
当
し
よ
う
。
そ
れ
は
総
合
テ
ー
マ
の
掲
げ
る
書
物
と
音
声
と
の
双
方
向

性
を
捉
え
よ
う
と
す
る
〈
音
〉
の
一
側
面
で
し
か
な
い
が
、
訓
む
と
い
う

行
為
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
言
葉
は
、
更
に
書
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

テ
キ
ス
ト
の
文
字
列
の
上
に
現
象
す
る
。
で
あ
れ
ば
、
万
葉
集
の
テ
キ
ス

ト
の
上
で
も
解
釈
に
よ
っ
て
現
れ
る
こ
と
ば
の
か
た
ち
の
問
題
と
し
て

〈
音
〉
を
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
文
字
の
歌
に
対
す
る
解
釈
行
為
の
中
で
は
、
必
ず
し
も
歌
を

訓
読
し
た
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
三
十
一
文
字
か
ら
な
る
言
葉
（
「
訓
み
」

と
し
て
実
現
さ
れ
る
言
葉
）
だ
け
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
訓
み
」

の
言
葉
と
し
て
は
現
れ
ず
に
、
歌
の
解
釈
に
参
与
す
る
言
葉
も
ま
た
生
み

出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
生
み
出
す
解
釈
（
訓
み
）
を
本
稿
で
は
〈
訓

み
〉
と
呼
ん
で
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
書
記

言
語
と
し
て
の
歌
と
、
そ
れ
を
訓
ん
だ
際
に
現
れ
る
歌
の
姿
と
の
差
異
を

作
り
出
す
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
〈
訓
み
〉
と
「
訓
み
」
と
の
関
係

を
問
う
こ
と
が
、
〈
音
〉
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
と
も
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
で
、
本
稿
で
は
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
」

に
記
さ
れ
た
歌
の
文
字
列
を
、
こ
れ
を
享
受
し
た
人
々
が
い
か
に
訓
み
（
解

釈
し
）
、
そ
し
て
そ
れ
を
承
け
つ
つ
如
何
な
る
歌
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
書

夏
期
セ
ミ
ナ
ー
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ま
ず
は
右
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
も
、
「
人
麻
呂
歌
集
」
が
後
の
人
々

に
確
実
に
訓
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
確
認
か
ら
本
論
を
は
じ
め
る
こ

と
と
し
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
既
に
松
田
浩
（
二
○
一
三
）
に
て
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
中
の
事
例
か
ら
本
稿
の
課
題
に
関
わ
る
二
例

を
取
り
上
げ
、
そ
の
要
点
を
簡
潔
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
事
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
人
麻
呂
歌
集
歌
の
誤
読
に
よ
っ
て
生

じ
た
歌
句
が
、
巻
十
一
・
十
二
の
作
者
未
詳
歌
の
中
に
見
ら
れ
る
点
を
、
「
人

麻
呂
歌
集
」
訓
読
の
痕
跡
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
も
り
ぬ
の
し
た
ゆ
こ
ふ
れ
ば
す
べ
を
な
み
い
も
が
な
の
り
つ
い
い
Ⅲ
腹
時
価
仰
腱

（
ａ
）
隠
沼
従
裏
恋
者
無
乏
妹
名
告
己
臆
切
芙

（
Ⅱ
．
二
四
四
一
・
人
麻
呂
歌
集
詩
体
歌
）

記
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
、
特
に
人
麻
呂
歌
集
の
特
徴
的
な
用
字
で

あ
る
「
無
乏
」
に
お
け
る
そ
れ
に
焦
点
を
当
て
、
『
万
葉
集
』
と
い
う
テ

キ
ス
ト
の
中
で
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

人
麻
呂
歌
集
を
対
象
と
す
る
の
は
、
周
知
の
通
り
「
人
麻
呂
歌
集
」
の

書
記
に
は
通
常
の
「
万
葉
集
』
に
お
け
る
訓
字
主
体
表
記
の
歌
々
の
そ
れ

と
は
一
線
を
画
す
特
殊
な
文
字
遣
い
が
散
見
し
、
そ
う
し
た
特
殊
な
文
字

遣
い
を
訓
む
行
為
の
中
に
こ
そ
〈
訓
み
〉
の
問
題
が
先
鋭
的
に
現
わ
れ
る

た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
「
無
乏
」
に
焦
点
を
当
て
る
の

は
、
第
一
に
、
こ
れ
が
く
非
対
応
訓
〉
と
呼
ば
れ
る
人
麻
呂
歌
集
特
有
の

用
字
で
あ
り
（
稲
岡
耕
二
・
一
九
八
九
）
、
文
字
の
歌
と
し
て
の
性
質
を
捉

え
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
人
麻
呂
歌
集
歌
の
「
無

乏
」
を
訓
み
つ
つ
歌
を
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
歌
が
集
中
に
少
な
か
ら
ず

見
え
、
そ
の
動
態
を
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

二
訓
ま
れ
た
人
麻
呂
歌
集
歌

こ
も
り
ぬ
の
し
た
に
こ
ふ
れ
ば
あ
き
だ
ら
ず
ひ
と
に
か
た
り
つ
い
い
医
に
隔
価
肋
-
勝
ｒ

（
１
）
隠
沼
乃
下
永
恋
者
飽
不
足
人
永
語
都
可
忌
物
乎

（Ⅱ．二七一九）

お
も
ひ
に
し
あ
ま
り
に
し
か
ぱ
す
べ
を
な
み
わ
れ
は
い
ひ
て
き
い
む

（
２
）
念
西
餘
西
鹿
歯
為
便
乎
無
美
吾
者
五
十
日
手
寸
応

べ
き
も
の
を

忌

鬼

尾

（

阻

・

二

九

四

七

）

（
１
）
は
第
三
句
以
外
を
、
（
２
）
は
第
三
句
以
降
を
、
ほ
ぼ
（
ａ
）
に
等

し
く
す
る
も
の
で
、
両
者
が
（
ａ
）
に
学
ん
で
も
の
さ
れ
た
こ
と
が
確
実

な
例
で
あ
る
。
訓
読
と
い
う
点
を
考
え
る
際
に
、
こ
の
三
首
の
間
で
注
目

ゆ
ゆ
し
き
も
の
を

、

、

す
べ
き
こ
と
は
、
（
ａ
）
「
忌
物
実
」
が
（
１
）
（
２
）
で
は
「
忌
む
べ
き

も
の
を
」
と
承
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
総
訓
字
表
記
を

志
向
す
る
人
麻
呂
歌
集
詩
体
歌
（
略
体
歌
）
に
は
、
訓
字
で
記
す
こ
と
が

難
し
い
や
ま
と
こ
と
ば
の
助
詞
・
助
動
詞
が
記
さ
れ
な
い
と
い
う
傾
向
が

あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
訓
読
の
際
に
は
助
詞
・
助
動
詞
の
補
読
が
行
わ
れ

る
が
、
人
麻
呂
歌
集
歌
に
は
助
動
詞
ベ
シ
を
文
字
化
し
な
い
歌
は
存
在

し
て
い
な
い
（
稲
岡
耕
二
・
二
○
二
）
。
よ
っ
て
（
ａ
）
「
忌
物
実
」
も

ゆ
ゆ

「
忌
し
き
も
の
を
」
と
訓
む
く
き
も
の
だ
が
、
そ
の
「
忌
」
を
イ
ム
と
訓

ん
だ
が
た
め
に
、
音
数
が
不
足
し
助
動
詞
ベ
シ
を
補
読
し
て
享
受
さ
れ
た

結
果
が
（
１
）
（
２
）
の
結
句
「
忌
む
べ
き
も
の
を
」
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
人
麻
呂
歌
集
歌
に
お
け
る
文
字
の
表
現
を
承
け
つ
つ
、

そ
の
歌
を
改
変
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
歌
に
も
、
人
麻
呂
歌
集

歌
の
訓
み
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
し
き
や
し
あ
は
い
こ
ゆ
ゑ
に
い
た
づ
ら
に
旧
い
悔
い
似
の
せ
に
こ
ろ
も
ぬ
ら
し
つ

（
ｂ
）
早
敷
哉
不
相
子
故
徒
是
川
瀬
裳
欄
潤

（
Ⅱ
．
二
四
二
九
・
人
麻
呂
歌
集
詩
体
歌
）

は
し
き
や
し
あ
は
ぬ
き
み
ゆ
ゑ
い
た
づ
ら
に
に
肋
脾
〃
は
の
せ
に
た
ま
も
ぬ
ら
し
つ

（
３
）
愛
八
師
不
相
君
故
徒
永
此
川
瀬
永
玉
裳
沽
津

（Ⅱ．二七○五）

（
３
）
は
、
男
性
が
詠
歌
主
体
と
な
っ
て
い
る
（
ｂ
）
を
、
女
性
の
立
場

-４６-



における人麻呂歌集歌の「訓み」とく訓み〉｢万葉集』

か
ら
の
歌
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
（
ｂ
）
「
是
川
」
は
、
「
是
」
字
が
「
氏
」

う
ぢ
か
わ

う
ぢ

字
と
音
通
で
通
用
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
利
用
し
て
「
氏
川
」
を
「
是

かは

こ
の

川
」
と
表
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
是
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
「
是
」
字

う
ぢ
か
は

を
用
い
て
「
是
川
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
詠
歌
主
体

が
「
う
ぢ
か
は
」
を
眼
前
に
し
て
の
感
慨
を
歌
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
臨

場
表
現
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
（
稲
岡
耕
二
・
一
九
九
二
。
右
の
事
例
で

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
（
ｂ
）
に
お
い
て
は
三
十
一
文
字
の
歌
の
姿

に
は
直
接
参
与
し
な
い
「
是
川
Ⅱ
こ
の
か
は
」
と
い
う
〈
訓
み
〉
が
こ
こ

に
生
起
し
、
「
是
川
Ⅱ
う
ぢ
か
は
」
と
い
う
「
訓
み
」
に
重
ね
ら
れ
て
い

（１）

る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
（
ｂ
）
に
あ
っ
て
は
〈
訓
み
〉
で
あ
っ
た
は
ず
の

こ
の
か
は

「
是
川
」
が
、
享
受
さ
れ
る
中
で
「
訓
み
」
と
し
て
文
字
化
さ
れ
て
作
ら

こ
の
か
は

れ
た
の
が
、
（
３
）
「
此
川
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
二
例
は
、
松
田
（
二
○
一
三
）
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

こ
か
ら
は
、
人
麻
呂
歌
集
の
文
字
の
歌
を
「
訓
む
」
と
い
う
行
為
の
中
で
、

、

、

、

時
に
〈
訓
み
〉
に
よ
っ
て
、
書
記
さ
れ
て
存
す
る
と
こ
ろ
の
も
と
の
歌
の

言
葉
の
か
た
ち
と
は
異
な
る
言
葉
が
生
起
す
る
こ
と
を
、
そ
し
て
、
そ
れ

が
人
麻
呂
歌
集
歌
を
享
受
し
て
作
ら
れ
た
歌
の
言
葉
へ
と
、
文
字
に
よ
っ

て
定
着
し
て
い
る
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
訓
み
〉
の
結
果
と
し
て
の
言
葉
の
変
化
が
訓
読
の
痕
跡

を
見
せ
る
歌
々
の
ほ
か
に
、
特
異
な
文
字
遣
い
の
中
に
言
葉
の
か
た
ち
を

そ
の
ま
ま
に
保
存
す
る
「
訓
み
」
の
存
在
が
訓
読
の
痕
跡
を
見
せ
る
事
例

もある。

け
ｋ
峰
瞳
膳
降
い
で
て
そ
ゆ
き
し
伽
ト
眺
膨
Ｐ
肱
川
脾
牌
匪

（
４
）
（
念
ひ
に
し
余
り
に
し
か
ぱ
）
無
乏
出
行
家
当
見

（岨．二九四七・一云）

（５）舗矧ｑぁ斜に都ば鮴献胤野才出獣窟叫な鄭州跳乱脚腓

（
ｎ
．
二
五
五
二

お
も
ひ
に
し
あ
ま
り
に
し
か
ぱ

（
４
）
は
、
「
念
西
余
西
鹿
歯
」
に
始
ま
る
（
２
）
と
第
一
・
二
句
を

共
有
す
る
類
歌
と
し
て
、
そ
の
左
注
．
云
」
に
掲
載
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。

（
４
）
と
（
５
）
は
、
そ
の
結
句
に
お
い
て
見
よ
う
と
す
る
対
象
が
そ
れ

ぞ
れ
（
４
）
「
家
が
当
た
り
」
、
（
５
）
「
其
の
門
」
で
あ
る
と
い
う
相
違
が

あ
る
の
み
の
小
異
歌
の
関
係
に
あ
る
。
（
４
）
に
見
え
る
「
無
乏
」
の
文

字
列
は
、
万
葉
集
に
四
例
を
見
る
が
、
当
該
例
の
ほ
か
は
全
て
人
麻
呂
歌

集
詩
体
歌
に
の
み
見
え
る
特
徴
的
な
文
字
遣
い
で
、
漢
字
の
字
義
と
は
直

接
に
は
対
応
し
な
い
ス
ベ
ナ
シ
と
い
う
特
殊
な
訓
を
持
つ
〈
非
対
応
訓
〉

の
文
字
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
れ
を
「
訓
む
」
こ
と
は
難
し
い
。
人
麻
呂

歌
集
収
載
歌
で
は
な
い
（
４
）
に
そ
の
「
無
乏
」
の
文
字
を
使
っ
て
「
ス

ベ
ヲ
ナ
ミ
」
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
麻
呂
歌
集
歌
の
「
無
乏
Ⅱ

ス
ベ
ナ
シ
」
が
確
か
に
訓
ま
れ
、
そ
の
「
訓
み
」
が
保
存
さ
れ
、
受
容
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ス
ベ
ナ
シ
の
訓
字
表
記
は
当
該
の
「
無

乏
」
四
例
を
除
き
「
万
葉
集
』
中
に
五
六
例
を
見
る
が
、
そ
の
五
五
例
ま

（２）

で
が
ス
ベ
に
「
為
便
／
便
」
を
宛
て
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、

（
４
）
の
ス
ベ
ヲ
ナ
ミ
に
人
麻
呂
歌
集
詩
体
歌
と
同
じ
「
無
乏
」
の
文
字

が
使
わ
れ
た
の
は
、
意
図
的
に
人
麻
呂
歌
集
の
文
字
遣
い
を
模
倣
し
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
第
四
・
五
句
の
「
出
で
て
そ
行
き
し
家
が
当
た
り
見
に
」

が
「
出
行
家
当
見
」
と
助
詞
・
助
動
詞
の
表
記
を
含
ま
ぬ
人
麻
呂
歌
集

詩
体
歌
風
の
表
記
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
証
左
と
な
る
。
人
麻
呂
歌

集
の
歌
を
学
ぶ
に
あ
た
り
、
そ
の
歌
の
文
字
も
含
め
て
学
ん
で
い
た
と
い

う
こ
と
が
こ
こ
に
垣
間
見
え
る
。

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
人
麻
呂
歌
集
歌
は
文
字
に
よ
っ
て
訓
ま
れ
、

学
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
同
じ
「
無
乏
」
と
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前
節
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
「
無
乏
」
は
、
（
ａ
）
を
含
む
三
首
の
人
麻

呂
歌
集
歌
、
及
び
作
者
未
詳
歌
の
（
４
）
に
見
ら
れ
る
。
既
に
本
稿
に
掲

載
し
て
あ
る
用
例
は
そ
れ
に
譲
り
、
残
る
人
麻
呂
歌
集
歌
二
首
を
以
下
に

示す。
い
つ
は
し
も
こ
ひ
ぬ
と
き
と
は
あ
ら
ね
ど
も
ゆ
ふ
か
た
ま
け
て
に
恥
世
膵
而
ト
陀
札

（
Ｃ
）
何
時
不
織
時
雛
不
有
夕
方
任
恋
無
乏

（
Ⅱ
．
二
三
七
三
・
人
麻
呂
歌
集
詩
体
歌
）

わ
ぎ
も
こ
に
心
尻
匡
鵬
何
ｋ
い
鷹
鐸
い
め
み
む
と
わ
れ
は
お
も
へ
ど
い
ね
ら
え
な
く
に

（
ｄ
）
我
妹
恋
無
乏
夢
見
吾
錐
念
不
所
療

（
Ⅱ
．
二
四
一
二
・
人
麻
呂
歌
集
詩
体
歌
）

集
中
の
「
無
乏
」
は
西
本
願
寺
本
そ
の
他
に
ス
ベ
ナ
シ
（
ス
ベ
ナ
ミ
／

ス
ベ
ヲ
ナ
ミ
）
と
訓
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
諸
注
釈
に
お
い
て
も
こ
れ
に

和
語
ス
ベ
ナ
シ
を
宛
て
て
「
訓
む
」
こ
と
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
「
無
乏
」
二
字
は
文
字
通
り
に
解
す
れ
ば
「
乏
」
し
き
こ
と
が
「
無
」

い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ス
ベ
ナ
シ
（
方
法
が
な
い
．

ど
う
し
よ
う
も
な
い
）
に
相
当
す
る
意
味
は
な
い
。
勿
論
、
「
乏
」
に
ス

ベ
（
方
法
）
と
い
う
訓
（
字
義
）
が
存
す
る
は
ず
も
な
く
、
「
無
乏
」
二

字
を
ス
ベ
ナ
シ
と
訓
む
た
め
の
文
字
の
上
で
の
確
実
な
根
拠
は
存
在
し
な

（３）い
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
我
々
が
そ
の
よ
う
に
「
訓
め
」
る
の
は
、
既

に
「
無
乏
」
を
ス
ベ
ナ
シ
と
訓
ん
で
き
た
古
写
本
以
来
の
歴
史
が
あ
り
、

そ
し
て
「
無
乏
」
の
二
字
を
ス
ベ
ヲ
ナ
ミ
の
表
記
と
し
て
用
い
た
（
４
）
「
無

い
う
文
字
で
あ
り
、
訓
と
し
て
も
同
じ
ス
ベ
ナ
シ
と
い
う
「
訓
み
」
を
持

つ
（
４
）
の
「
無
乏
」
と
人
麻
呂
歌
集
の
「
無
乏
」
と
の
間
に
は
、
〈
訓
み
〉

を
め
ぐ
る
看
過
で
き
な
い
相
違
が
あ
る
。
そ
の
問
題
を
以
下
に
論
ず
る
こ

と
と
し
た
い
。

三
「
無
乏
」
の
〈
意
味
〉
と
ス
ベ
ナ
シ

乏
」
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
４
）
の
存
在
に
拠
っ
て
「
無
乏
」
が

ス
ベ
ナ
シ
と
「
訓
ま
」
れ
て
い
た
事
実
は
確
認
し
う
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
「
無

乏
」
が
ス
ベ
ナ
シ
と
訓
め
る
の
か
と
い
う
問
題
を
解
い
て
く
れ
る
も
の
で

はない。
こ
の
よ
う
な
「
無
乏
」
が
人
麻
呂
歌
集
歌
（
ａ
）
（
Ｃ
）
（
ｄ
）
に
お
い

て
、
な
ぜ
ス
ベ
ナ
シ
と
訓
み
得
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
の
が
柳
澤
朗

（
一
九
九
○
）
で
あ
る
。
柳
澤
論
文
は
「
無
乏
」
二
字
が
把
持
す
る
〈
意
味
〉

を
示
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
く
意
味
〉
を
持
つ
「
無
乏
」
が
人
麻
呂
歌
集
歌
（
ａ
）

（
Ｃ
）
（
ｄ
）
の
文
脈
の
中
に
お
い
て
ス
ベ
ナ
シ
と
訓
ま
れ
得
る
可
能
性
を

さ
ぐ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
無
乏
」
は
陸
機
「
日
出
東
南
隅
行
」
（
「
文
選
』

巻
二
十
八
）
の
、
洛
水
に
遊
ぶ
貴
婦
人
の
美
し
さ
を
述
べ
る
句
に
「
綺
態

随
し
顔
愛
、
沈
姿
無
し
乏
源
」
と
あ
り
、
そ
こ
で
は
女
性
の
美
し
さ
（
沈
姿
）

が
「
無
乏
」
の
源
よ
り
湧
き
出
る
よ
う
に
限
り
が
な
い
と
用
い
ら
れ
て
い

る
例
に
見
る
よ
う
に
、
「
な
く
な
る
こ
と
が
な
い
．
つ
き
る
こ
と
が
な
い
」

と
い
っ
た
〈
意
味
〉
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
〈
意
味
〉
が
（
ａ
）

（
Ｃ
）
（
ｄ
）
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
文
脈
の
中
で
「
そ
の
文
脈
と
有
機
的
に

規
制
し
合
」
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
「
無
乏
」
が
ス
ベ
ナ

シ
と
訓
ま
れ
得
る
も
の
と
な
る
と
い
う
。

柳
澤
論
文
が
「
無
乏
」
の
〈
意
味
〉
と
一
首
の
文
脈
と
の
関
連
を
述
べ

る
部
分
を
（
Ｃ
）
歌
に
限
っ
て
以
下
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

Ａ
の
歌
〔
Ⅱ
（
Ｃ
）
〕
は
言
う
、
い
つ
だ
っ
て
恋
し
く
思
わ
な
い
時

な
ど
な
い
け
れ
ど
、
夕
方
に
な
る
と
ま
す
ま
す
恋
の
思
い
は
「
す
べ

な
し
」
だ
と
。
こ
の
「
す
べ
な
し
」
と
は
、
夕
方
に
な
っ
て
濁
澗
脚

卸拭醐創刊削凱αことなのである。「夕方になると恋は（いよ
Ｉ

の
内
か
ら
つ
き
る
こ
と
な
く
湧
き
上
が
っ
て
く
る
恋
の
奔
流
を

罫
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と
い
う
思
い
が
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
「
無
乏
」
と
い
う
表
記
と
そ

の
「
な
く
な
る
こ
と
が
な
い
．
つ
き
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
〈
意

味
〉
に
即
し
て
読
み
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
柳
澤
・
一
九
九
○
、
九
二
頁
（
〔
〕
内
、
及
び
傍
線
・
波
線
は
引

用者による））

傍
線
部
で
示
し
た
部
分
が
「
無
乏
」
と
い
う
文
字
が
喚
起
す
る
〈
意
味
〉

に
あ
た
る
部
分
で
あ
り
、
波
線
部
が
和
語
「
す
べ
な
し
」
の
語
義
に
拠
っ

て
得
ら
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
右
引
用
中
の
『
古
典
大
系
」
の
大
意
に
お
い

て
は
、
「
い
よ
い
よ
つ
の
っ
て
」
と
い
う
「
無
乏
」
の
〈
意
味
〉
が
括
弧

に
括
ら
れ
て
示
さ
れ
て
お
り
、
「
無
乏
」
の
訓
ス
ベ
ナ
シ
の
解
釈
が
、
直

接
の
大
意
と
し
て
示
さ
れ
る
。
対
し
て
、
柳
澤
論
文
で
は
両
者
が
連
繋
し

す
べ
な
し

て
「
無
乏
」
の
解
釈
が
行
わ
れ
る
。
「
無
乏
」
の
担
っ
て
い
る
〈
意
味
〉

す
べ
な
し

と
ス
ベ
ナ
シ
の
「
訓
」
と
の
重
な
る
と
こ
ろ
に
（
Ｃ
）
「
無
乏
」
を
捉
え

る
こ
と
は
、
文
字
の
歌
の
表
現
を
捉
え
る
と
い
う
意
味
で
も
正
当
で
あ
る

》『ノＯし
か
し
、
こ
の
点
を
認
め
た
上
で
な
お
問
題
と
な
る
の
は
、
（
Ｃ
）
歌

、

、

、

、

の
文
脈
を
「
夕
方
に
な
る
と
ま
す
ま
す
恋
の
思
い
は
「
す
べ
な
し
」
だ
」

と
捉
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
解
釈
が
、
既
に
（
Ｃ
）
「
無
乏
」
が
ス
ベ

ナ
シ
の
訓
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

文字の歌という点から見れば、（Ｃ）「俄獄伐世赫椰測劃」が

文
字
列
と
し
て
直
接
的
に
喚
起
す
る
の
は
「
夕
方
に
な
る
と
恋
心
が
と
め

ど
な
く
湧
き
起
こ
る
」
と
い
う
〈
意
味
〉
で
あ
る
。
『
古
典
大
系
」
で
は
「
い

よ
い
よ
つ
の
っ
て
」
が
括
弧
で
括
ら
れ
て
い
た
が
、
文
字
の
側
か
ら
見
れ

ば
「
無
乏
」
の
訓
と
さ
れ
て
い
る
ス
ベ
ナ
シ
こ
そ
が
背
後
に
隠
れ
て
い
る

い
よ
つ
の
っ
て
）
何
占
も
い
た

か
だ
が
な
い
」（古典大系の大意）

こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
「
訓
」
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
文
脈
と
「
無
乏
」

の
〈
意
味
〉
と
の
連
関
の
説
明
が
必
要
と
な
る
。

そ
う
し
た
「
無
乏
」
の
〈
意
味
〉
と
ス
ベ
ナ
シ
の
訓
と
の
連
繋
は
、
（
ａ
）

の
文
脈
に
お
い
て
最
も
明
瞭
に
な
ろ
う
。
（
ａ
）
は
、
「
寄
物
陳
思
」
に

分
類
さ
れ
た
隠
沼
に
寄
せ
る
思
い
を
陳
べ
た
歌
で
あ
る
。
「
隠
沼
」
は
、

ゆ
く
へ
な
み
こ
も
れ
る
を
ぬ
の
し
た
も
ひ
に

「
去
方
無
三
隠
有
小
沼
乃
下
思
永
：
．
」
（
岨
．
三
○
一
三
）
の
例
の
あ

る
ご
と
く
、
流
れ
出
て
ゆ
く
出
口
の
無
い
沼
で
あ
り
、
「
隠
沼
の
」
が
比

噛
的
枕
詞
と
し
て
働
き
、
思
い
を
外
に
出
さ
ず
に
恋
す
る
心
を
象
っ
て
い

る
。
そ
う
し
て
、
下
の
句
で
は
、
忌
み
樟
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
恋

人
の
名
を
口
に
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
歌
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
繋
ぐ
位

置
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
「
無
乏
」
で
あ
る
。
「
無
乏
」
が
こ
の
前
後
を

い
か
に
繋
ぐ
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

心
の
内
で
外
に
漏
れ
ぬ
よ
う
に
恋
を
し
て
い
る
と
、
「
無
乏
」
と
な
る
。

こ
こ
で
の
「
無
乏
」
の
〈
意
味
〉
は
、
景
に
お
い
て
は
〈
水
を
外
に
流
す

出
口
の
無
い
隠
沼
に
尽
き
る
こ
と
な
く
水
が
湧
き
出
て
く
る
〉
と
い
う
像

を
結
び
、
情
に
お
い
て
は
〈
心
の
内
に
秘
め
た
恋
心
が
次
々
に
湧
き
出
て

く
る
〉
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
そ
の
よ
う
な
景
と
情
と
を
「
無
乏
」
が
示
し

つ
つ
、
こ
れ
が
と
う
と
う
秘
め
て
い
た
恋
の
相
手
の
名
前
が
口
よ
り
出
て

し
ま
っ
た
と
い
う
第
四
句
に
接
続
す
る
。
結
句
に
恋
人
の
名
を
告
げ
る
こ

と
は
「
忌
し
き
」
行
為
で
あ
る
と
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
、
恋
の
思
い
を
外

に
出
さ
ず
に
堪
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
尽
き
る
こ
と
な
く
湧

き
出
る
恋
心
は
ど
う
に
も
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
じ
め
て
、
恋
が
「
無
乏
〈
意
味
Ⅱ
つ
き
る
こ
と
が
な
い
〉
」

と
い
う
状
態
に
即
し
た
文
脈
理
解
の
中
で
、
ス
ベ
ナ
シ
「
（
そ
の
恋
を
）

ど
う
に
も
で
き
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
「
無
乏
」
の
〈
意
味
〉
と
下
の
句
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と
を
繋
ぐ
言
葉
と
し
て
顕
在
化
す
る
可
能
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
可
能
性
と
し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
無

乏
」
を
ス
ベ
ナ
シ
と
「
訓
」
む
契
機
に
ま
で
は
到
っ
て
は
い
な
い
。
右
の

ス
ベ
ナ
シ
は
文
字
の
歌
を
字
に
即
し
て
訓
む
と
い
う
行
為
の
中
で
は
、
あ

く
ま
で
も
解
釈
の
中
で
読
み
取
ら
れ
る
〈
訓
み
〉
の
位
相
に
あ
る
。
こ
の

（４）

こ
と
は
、
（
Ｃ
）
（
ｄ
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
人
麻
呂
歌
集
の
ス
ベ

ナ
シ
の
〈
訓
み
〉
が
「
訓
み
」
と
し
て
三
十
一
文
字
の
歌
の
言
葉
の
中
で

位
置
を
占
め
る
た
め
に
は
ま
だ
な
お
階
梯
が
必
要
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
ス
ベ
ナ
シ
が
未
だ
〈
訓
み
〉
の

段
階
に
あ
っ
て
「
訓
み
」
に
到
っ
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
の
局
面
に
お
い

て
は
、
「
無
乏
」
の
〈
意
味
〉
も
ま
た
〈
訓
み
〉
の
位
置
か
ら
「
訓
み
」

の
位
置
へ
と
移
行
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
節
に
述
べ
た
く
訓
み
〉
の
問
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、
人
麻
呂
歌
集
歌
（
ａ
）

を
訓
み
つ
つ
作
成
さ
れ
た
（
１
）
（
２
）
の
歌
を
再
び
見
て
み
る
こ
と
と

し
よ
う
。

こ
も
り
ぬ
の
し
た
に
こ
ふ
れ
ば
あ
き
だ
ら
ず
ひ
と
に
か
た
り
つ
い
む
べ
き
も
の
を

（
１
）
隠
沼
乃
下
永
恋
者
飽
不
足
人
永
語
都
可
忌
物
乎

（ｎ．二七一九）

お
も
ひ
に
し
あ
ま
り
に
し
か
ば
す
べ
を
な
み
わ
れ
は
い
ひ
て
き
い
む

（
２
）
念
西
餘
西
鹿
歯
為
便
乎
無
美
吾
者
五
十
日
手
寸
応

べ
き
も
の
を

忌

鬼

尾

（

吃

．

二

九

四

七

）

（
１
）
の
「
飽
き
足
ら
ず
」
は
（
ａ
）
「
無
乏
」
の
「
訓
」
で
あ
る
と
こ
ろ

の
ス
ベ
ナ
シ
と
関
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
「
飽
き
足
る
」
は
、
満
ち
足
り

る
こ
と
で
あ
り
、
『
万
葉
集
』
の
歌
々
の
中
で
は
打
消
を
伴
っ
て

（
６
）
草
枕
旅
行
く
君
を
荒
津
ま
で

四
〈
訓
み
〉
か
ら
「
訓
み
」
へ

り
ぞ
来
ぬ
る
飽
き
足
ら
れ
こ
そ

Ｉ

あ

き

だ

ら

ぬ

か

も

も
（
安
伎
太
良
奴
可
母
）
（
別
．
四
二
九
九
）

に
見
る
よ
う
に
、
対
象
を
求
め
る
心
が
尽
き
る
こ
と
な
く
湧
き
上
が
る
こ

（５）

と
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
１
）
は
（
ａ
）
「
無
乏
」
の
〈
意

味
〉
を
恋
心
が
止
ま
ず
に
湧
き
出
る
状
態
と
し
て
〈
訓
む
〉
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
飽
き
足
ら
ず
」
の
こ
と
ば
を
得
た
結
果
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
秘
め
た
恋
情
を
口
に
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
情
を
形

象
す
る
は
ず
の
景
「
隠
沼
」
は
「
飽
き
足
ら
」
ぬ
状
態
、
溢
れ
ぬ
状
態
と

し
て
示
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
（
１
）
が
寄
物
陳
思
歌
で
あ
り
な

が
ら
、
景
と
情
と
の
間
に
ず
れ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
は
、
景
と
情
と
の

関
係
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
（
ａ
）
「
無
乏
」
を
苦
心
し
つ
つ

も
ど
う
に
か
し
て
〈
訓
む
〉
と
い
う
行
為
の
中
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
方
の
（
２
）
は
、
正
述
心
緒
歌
で
あ
り
、
「
隠
沼
」
は
詠
み
込
ま
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
（
ａ
）
「
無
乏
」
は
ス
ベ
ヲ
ナ
ミ
の
「
訓
」
を
以
て
享
受
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
表
記
は
「
為
便
乎
無
美
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
と

め
ど
な
く
湧
き
出
る
」
と
い
う
（
意
味
〉
は
な
い
。
そ
の
上
で
一
・
二
句
に
「
念

ひ
に
し
余
り
に
し
か
ば
」
の
句
が
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
「
余
り
」
は
「
物

事
の
分
量
や
程
度
が
一
定
の
枠
の
中
に
お
さ
ま
り
き
ら
ず
、
外
に
は
み
出

る
」
意
を
持
つ
語
で
あ
る
（
岩
波
古
語
辞
典
）
。
つ
ま
り
（
２
）
は
上
二

句
で
、
恋
が
と
め
ど
な
く
湧
き
出
て
し
ま
っ
た
結
果
を
読
み
込
み
つ
つ
、

（
ａ
）
「
無
乏
」
の
ス
ベ
ナ
シ
と
い
う
「
訓
」
の
み
を
歌
の
こ
と
ば
の
上
に

顕
在
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
（
１
）
（
２
）
の
他
に
も
、
「
万
葉
集
』
中
に
は
人
麻
呂
歌
集
歌
（
ａ
）

（飽不足社）

（
７
）
年
月
は
新
た
新
た
に
相
見
れ
と
我
が
患
ふ
君
は
飽
き
足
ら
ぬ
力

（旧・三二一六）
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｢万葉集』における人麻呂歌集歌の「訓み」とく訓み〉

（６）

の
表
現
を
承
け
て
も
の
さ
れ
た
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
も
り
ぬ
の
し
た
ゆ
こ
ひ
あ
ま
り
し
ら
な
み
の
い
ち
し
ろ
く
い
で
ぬ
ひ
と
の
し
る
べ
く

（
８
）
隠
沼
乃
下
従
懸
餘
白
浪
之
灼
然
出
人
之
可
知

（皿．三○二三）

右
は
（
ａ
）
と
等
し
く
恋
情
を
外
に
出
さ
ぬ
心
を
「
隠
沼
」
に
よ
っ
て

象
り
つ
つ
表
現
す
る
寄
物
陳
思
歌
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
ス
ベ
ナ
シ
の
語
は

見
ら
れ
ず
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
（
ａ
）
の
上
二
句
の
み
を
学
ん
だ

よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
（
８
）
で
は
「
無
乏
」
を
持
た
ぬ
代
わ
り

、

、

に
「
下
ゆ
恋
ひ
余
り
」
の
句
が
第
三
句
以
降
の
恋
情
の
露
見
を
導
い
て
い

る
。
こ
こ
で
の
「
恋
ひ
余
り
」
は
、
景
と
し
て
は
隠
沼
か
ら
水
が
、
情
と

し
て
は
心
の
内
よ
り
恋
情
が
、
溢
れ
出
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
が
、
そ
の
発
想
を
支
え
て
い
る
の
は
、
（
２
）
の
場
合
と
同
様
に
（
ａ
）

の
「
無
乏
」
の
〈
意
味
〉
が
持
つ
表
現
性
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば
、
（
ａ
）
「
無

乏
」
の
〈
意
味
〉
に
対
す
る
〈
訓
み
〉
が
「
恋
ひ
余
り
」
と
い
う
表
現
を

生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
〈
訓
み
〉
が
次
の
歌
の
言
葉
を
生
み
出
す
こ
と
を
確
か
め

た
上
で
、
「
無
乏
」
の
文
字
遣
い
に
よ
っ
て
ス
ベ
ナ
シ
を
表
す
作
者
未
詳

歌
（
４
）
を
再
び
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

（４）（念ひにし余りにしかば燕寒“雌ぞ祷講等慰

（皿．二九四七・一云）

右
で
は
確
か
に
「
無
乏
」
が
和
語
「
す
べ
を
な
み
」
を
表
す
文
字
と
し
て

記
さ
れ
て
お
り
、
第
四
・
五
句
の
表
記
の
あ
り
よ
う
も
ま
た
人
麻
呂
歌
集

詩
体
歌
を
模
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
（
４
）
の
「
無
乏
」

を
そ
の
〈
意
味
〉
を
踏
ま
え
つ
つ
文
脈
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
４
）
の
上
旬
で
は
、
「
念
ひ
に
し
余
」
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
順
接
確
定
の
条
件
句
と
し
て
「
無
乏
」
以
下

の
句
が
並
ぶ
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
（
４
）
は
既
に
溢
れ
て
し
ま
っ
た
「
念

ひ
」
を
ど
う
に
も
処
理
で
き
ず
に
（
ス
ベ
ヲ
ナ
ミ
）
、
つ
い
に
は
恋
人
の

家
の
辺
り
を
見
に
出
か
け
て
し
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
無
乏
」
の
〈
意

味
〉
を
見
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
（
４
）
「
無
乏
」
は
、
人
麻
呂
歌
集
歌
「
無
乏
」
に
学
び
つ
つ
も
、

そ
こ
か
ら
受
容
さ
れ
た
の
は
「
無
乏
」
に
与
え
ら
れ
た
「
訓
」
と
し
て
の

ス
ベ
ナ
シ
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
（
４
）
「
無

乏
」
は
ス
ベ
ナ
シ
の
表
語
性
を
の
み
把
持
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
人
麻
呂
歌
集
歌
の
「
無
乏
」
の
〈
意
味
〉
と
一
首
の
文
脈
の
解
釈
か

ら
ス
ベ
ナ
シ
を
顕
在
化
さ
せ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
学
び
身
に
つ
け
た
形

跡
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
人
麻
呂
歌
集
の
文
字
列
を
目
の
前
に
し

な
が
ら
、
そ
の
「
訓
」
を
学
ぶ
と
い
っ
た
、
歌
学
び
の
場
が
見
え
て
く
る

こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
人
麻
呂
歌
集
歌
（
ａ
）
「
無
乏
」
へ
の
様
々
な
〈
訓
み
〉

と
そ
の
結
果
作
ら
れ
た
歌
に
お
け
る
「
訓
み
」
と
の
諸
相
を
見
る
と
、
そ

こ
に
は
、
様
々
な
水
準
で
歌
集
の
文
字
列
を
訓
み
、
学
ぶ
と
い
う
行
為
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
（
１
）
や
（
８
）
に
見
え
る
よ
う
な
、

「
訓
」
の
見
え
ぬ
文
字
列
に
対
し
て
文
字
の
〈
意
味
〉
を
〈
訓
〉
ん
で
学

ぶ
こ
と
で
、
あ
る
い
は
（
２
）
の
よ
う
に
「
訓
」
と
〈
意
味
〉
と
を
〈
訓
み
〉

つ
つ
学
ぶ
こ
と
で
、
ま
た
更
に
は
（
４
）
の
よ
う
に
文
字
列
と
「
訓
」
と

の
結
び
つ
き
を
学
ぶ
こ
と
で
、
歌
を
作
る
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
の
痕

跡
が
、
そ
れ
ら
の
文
字
遣
い
と
歌
表
現
か
ら
見
え
て
来
る
こ
と
と
な
る
。

本
稿
に
課
せ
ら
れ
た
「
〈
音
〉
を
書
く
」
と
い
う
問
題
は
、
「
万
葉
集
』

に
お
い
て
は
、
書
物
の
文
字
列
を
言
葉
と
し
て
訓
み
、
そ
こ
に
三
十
一
文

字
の
音
韻
連
鎖
を
見
出
す
こ
と
、
そ
し
て
更
に
、
そ
れ
を
書
記
す
る
こ
と

- ５ １ -



特集・〈音〉を書く

で
文
字
列
の
上
に
定
着
さ
せ
る
と
い
う
行
為
の
た
だ
中
に
あ
る
も
の
と
し

て
見
え
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
右
に
見
る
よ
う
な
様
々

な
水
準
で
あ
り
得
た
文
字
の
歌
に
お
け
る
歌
学
び
の
場
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の

具
体
的
な
場
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
場
の
痕
跡
を
文
字
列
の
上
に
見
て
き
た
次
第
で
あ
る
。

注
（
１
）
こ
こ
で
の
「
訓
み
」
は
、
訓
読
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
三
十
一
文
字

の
こ
と
ば
の
か
た
ち
を
形
成
す
る
こ
と
に
参
与
す
る
訓
み
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
。
声
に
出
し
て
読
む
と
き
の
音
韻
連
鎖
に
参
与
す
る
「
訓

み
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
〈
訓
み
〉
と
の
対
比
を
明
確
に
す
る
た
め

に
カ
ギ
括
弧
を
付
し
た
。

（
２
）
五
六
例
に
は
「
す
べ
も
な
し
」
や
「
す
べ
を
な
み
」
と
い
つ

す
べ
な
み

た
用
例
も
含
む
。
「
為
便
／
便
」
以
外
の
一
例
は
「
窮
見
（
過
・

三二五七）」。

（
３
）
澤
潟
久
孝
（
一
九
五
二
は
、
巻
九
・
一
七
○
二
番
歌
の
「
及
乏
」

を
ス
ベ
ナ
キ
マ
デ
ニ
と
訓
み
、
従
来
ト
モ
シ
と
訓
ま
れ
て
き
た
「
乏
」

を
ス
ベ
ナ
シ
と
訓
む
説
を
唱
え
た
上
で
、
そ
れ
に
「
無
」
の
つ
い
た

「
無
乏
」
を
も
ス
ベ
ナ
シ
と
訓
む
が
、
柳
澤
朗
（
一
九
九
○
）
に
よ
っ

て
「
乏
」
が
ス
ベ
ナ
シ
と
は
訓
み
得
ず
ト
モ
シ
で
あ
る
こ
と
、
お
よ

び
仮
名
ム
の
用
例
以
外
の
「
無
」
に
お
い
て
下
接
の
文
字
（
語
）
を

打
消
す
意
味
を
持
た
な
い
用
法
が
あ
り
得
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
澤
濾
説
の
「
乏
Ⅱ
ス
ベ
ナ
シ
Ⅱ
無
乏
」
の
説
が
成
り
立
た
な

い
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
（
ｄ
）
の
場
合
、
文
字
の
側
か
ら
見
れ
ば
「
恋
し
さ
が
募
っ
て
く

る
の
で
、
〈
そ
の
恋
心
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
せ
め
て
、
〉
夢

で
相
手
を
見
よ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
〈
ス
ベ
ナ
シ
〉
は
あ
く
ま
で

も
解
釈
の
上
で
示
さ
れ
た
く
訓
み
〉
の
位
相
を
越
え
て
い
な
い
。
（
Ｃ
）

の
場
合
で
は
、
恋
心
が
募
っ
て
く
る
こ
と
に
対
す
る
情
の
理
解
と
し

て
〈
ス
ベ
ナ
シ
〉
が
想
起
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
同
様

である。

（
５
）
紙
幅
の
都
合
上
、
そ
の
他
の
「
飽
き
足
る
」
の
用
例
は
歌
番
号
の

み
示
す
。
５
．
八
三
六
、
６
．
九
三
一
、
皿
・
二
○
○
九
・
二
○
一
三
、

Ｂ
・
三
三
二
六
、
岨
．
四
一
六
六
・
四
一
八
七
。

（
６
）
用
例
と
し
て
挙
げ
た
（
８
）
の
他
、
巻
十
二
・
三
○
一
二
番
歌
、

巻
十
七
・
三
九
三
五
番
歌
が
あ
る
が
、
前
者
は
（
８
）
を
承
け
て
成
っ

た
歌
で
あ
り
、
後
者
は
（
８
）
の
同
一
歌
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は

省
略
す
る
。
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岡
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「
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ｌ
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上
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」
第
十
七
冊
．
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書
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稲
岡
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九
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二
「
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歌
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工
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『
人
麻
呂
の
表
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古
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歌
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新
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』
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書
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岡
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（
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二
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「
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訓
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麻
呂
歌
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」
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麻
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澤
潟
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葉
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○
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三
「
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た
歌
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ｌ
「
人
麻
呂
歌
集
」
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書
記
と
「
訓
み
」
と
ｌ
」
『
古
代
文
学
』
駆
号
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澤
朗
（
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九
九
○
）
「
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と
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質
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本
上
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塙
書
房
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