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「
字
音
語
」
に
つ
い
て
の
覚
書

佐

野

宏

音
と
訓
の
選
択
可
能
性

1

「
無
悪
善
」
を
「
嵯
峨
な
く
ば
善
け
む
」
（
『
雑
々
集
』
）
と
読
ん
で
帝

の
勘
気
を
か
っ
た
小
野
篁
が
「
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
」
の
十
二

ね

こ
の

こ

こ

ね

こ

し

し
の

こ

こ

じ

し

文
字
の
「
子
」
を
「
猫
の
子
、
子
猫
、
獅
子
の
子
、
子
獅
子
」
仮
名
（
ネ

・
コ
・
シ
）
と
訓
字
（
コ
）
と
を
組
み
合
わ
せ
て
即
座
に
読
ん
だ
と
い
う

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

（
一
）

。
時
代
的
に
は

片
仮
名
と
訓
字
で
交
用
さ
れ
た
「
子
」
字
の
連
続
か
ら
な
る
謎
か
け
の
表

記
体
で
あ
る
。
こ
の
説
話
に
は
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
た

と
え
ば
『
雑
々
集
』
に
は
こ
の
話
の
後
に
、

御
か
ど
、
猶
あ
や
し
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
そ
の
も
じ
の
こ
ゑ
を
か
ん

な
に
て
、
「
一
ふ
く
三
か
う
ふ
ら
い
た
い
し
よ
あ
ん
か
う
う
れ
ん
と

う
し
ん
」
と
、
あ
そ
ば
し
て
つ
か
は
す
。
「
月
夜
に
は
こ
ぬ
人
ま
た

る
か
き
く
ら
し
雨
も
ふ
ら
な
ん
こ
ひ
つ
ゝ
も
ね
ん
」
と
、
や
が
て
読

て
ぞ
た
て
ま
つ
り
け
る
。
此
五
も
じ
は
、
わ
ら
は
べ
の
つ
り
け
る
竹

を
四
も
ち
て
、
げ
へ
と
い
ふ
事
を
す
る
に
、
ひ
と
つ
あ
と
の
き
、
み

つ
う
つ
ぶ
き
た
る
を
ば
、
月
夜
と
い
ふ
也
。
さ
や
う
の
事
ま
で
心
得

た
る
に
や
、
と
、
御
か
ど
か
ん
じ
お
ぼ
し
め
し
て
、
し
や
め
ん
な
り

け
る
と
か
や
。
（
『
雑
々
集
』
上
、
内
閣
文
庫
本
）

と
あ
る
。
「
も
じ
の
こ
ゑ
を
か
ん
な
に
て
」
と
あ
る
帝
の
言
葉
は
「
一
ふ

く
三
か
う
ふ
ら
い
た
い
し
よ
あ
ん
か
う
う
れ
ん
と
う
し
ん
」
の
二
十
四
文

字
で
記
さ
れ
る
。
文
脈
上
は
訓
字
に
よ
る
歌
表
記
の
字
音
読
み
を
仮
名
で

記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
右
の
本
文
で
は
地
の
文
に
「
赦
免
」
を
「
し

や
め
ん
」
と
仮
名
で
記
し
て
い
る
。「
げ
へ
」
は
「
竹
返
し
」
の
遊
戯
で
、

古
代
で
あ
れ
ば
僧
尼
令
や
捕
亡
令
の
「
博
戯
」
の
注
に
「
雙
六
・
樗
蒲
の

類
を
謂
ふ
」（
僧
尼
令
・
『
令
集
解
』
）
と
あ
る
「
樗
蒲
」
の
一
種
で
あ
る
。

右
の
異
伝
を
載
せ
る
『
江
談
抄
』
に
は
、
音
読
し
た
仮
名
表
記
は
な
く
、

篁
が
「
無
悪
善
」
を
前
の
よ
う
に
読
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
嵯
峨
天
皇
に
申

し
開
き
を
し
た
後
に
、
「
天
皇
「
尤
モ
モ
ツ
テ
道
理
ナ
リ
。
然
ラ
バ
コ
ノ

文
ヲ
読
ム
ベ
シ
「
一
伏
三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
慕
漏
寝
［
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
読
ム
］
」

ト
仰
セ
ラ
レ
テ
、
書
カ
シ
メ
給
フ
」（
『
江
談
抄
』
）
と
あ
る
。
注
記
の
「
カ

ク
ノ
ゴ
ト
ク
読
む
」
は
「
そ
の
も
じ
の
こ
ゑ
を
か
ん
な
に
て
」
と
あ
る
『
雑

々
集
』
の
そ
れ
に
対
応
し
て
「
コ
ノ
文
」
の
訓
字
表
記
を
音
読
し
た
こ
と

を
示
す
が
、
群
書
類
従
本
ほ
か
現
行
の
校
訂
本
に
は
「
ツ
キ
ヨ
ニ
ハ
コ
ヌ

ヒ
ト
マ
タ
ル
カ
キ
ク
モ
リ
ア
メ
モ
フ
ラ
ナ
ン
コ
ヒ
ツ
ヽ
モ
ネ
ン
」
と
歌
の

訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
「
月
よ
に
は
こ
ぬ
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人
ま
た
る
か
き
く
も
り
雨
も
ふ
ら
な
む
わ
び
つ
つ
も
ね
む
」
（
七
七
五
）

と
結
句
が
異
な
る
が
出
て
い
る
。
結
句
が
「
わ
び
つ
つ
も
ね
む
」
で
は
な

く
て
「
コ
ヒ
ツ
ツ
モ
ネ
ン
」
と
「
慕
漏
寝
」（

二
）

が
対
応
す
る
な
ら
ば
、『
雑

々
集
』
の
「
れ
ん
と
う
し
ん
」
か
ら
「
恋
筒
寝
」
表
記
が
想
定
さ
れ
、「
も
」

を
訓
み
添
え
る
と
は
い
え
「
筒
」
の
借
訓
仮
名
の
方
が
仮
名
と
し
て
は
自

つ
つ

然
で
あ
る
。
言
語
遊
戯
で
の
こ
と
な
が
ら
『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
表
記

の
和
歌
を
『
萬
葉
集
』
や
『
新
撰
萬
葉
集
』
の
よ
う
な
訓
字
表
記
に
し
た

表
記
体
を
念
頭
に
し
て
い
て
興
味
深
い
。
実
際
に
は
訓
読
み
に
際
し
て
は

和
歌
に
す
る
と
い
う
制
約
が
あ
り
、
音
読
み
は
単
漢
字
の
字
音
だ
か
ら
ま

っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
想
定
さ
れ
る
訓
字
表
記
に
漢
字
の

「
訓
」
と
「
音
」
が
並
行
す
る
形
で
あ
る
。

一
ふ
く
三
か
う

ふ
ら
い

た
い

し
よ
あ
ん

か
う
う

れ
ん
と
う
し
ん
（
音
）

一
伏
三
仰

不
来

待

書

暗

降

雨

恋

筒

寝

ツ
キ
ヨ
ニ
ハ

コ
ヌ
ヒ
ト

マ
タ
ル

カ
キ
ク
モ
リ

ア
メ
モ
フ
ラ
ナ
ン

コ
ヒ
ツ
ヽ
モ
ネ
ン
（
訓
）

右
の
よ
う
に
図
示
す
る
と
『
雑
々
集
』
の
場
合
は
訓
字
表
記
の
部
分
は
伏

せ
ら
れ
て
「
音
」
か
ら
「
訓
」
へ
の
変
換
に
は
訓
字
と
借
訓
仮
名
が
混
在

し
て
い
る
。
借
音
仮
名
が
な
い
の
は
こ
の
謎
か
け
で
は
意
図
的
で
あ
る
と

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
萬
葉
集
』
に
「
暮
三
伏
一
向
夜
（
夕
月
夜
）
」
（
10

・
一
八
七
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
一
伏
三
仰
」
は
「
月
夜
」
と
い
う
語

句
に
対
応
し
た
義
訓
表
記
だ
が
残
り
は
訓
み
添
え
が
あ
る
に
し
て
も
単
漢

字
の
「
音
」「
訓
」
の
対
応
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
字
音
読
み
は
「
訓
」（
ツ

ク
ヨ
）
と
も
結
び
つ
い
て
も
い
る
か
ら
「
一
ふ
く
三
か
う
」
の
音
読
み
は

「
一
伏
三
仰
」
の
表
記
体
と
結
び
つ
い
た
表
語
の
「
字
音
語
」
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
漢
字
の
字
音
が
字
音
語
と
し
て
訓
字
の
表
記
体
と
結
び
つ
く

と
い
う
関
係
は
国
語
語
彙
と
し
て
の
音
読
語
の
成
立
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
漢

字
原
音
を
声
調
も
含
め
て
直
読
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
漢
語
の
字
音
に

は
原
音
通
り
に
声
調
も
韻
尾
も
発
音
す
る
直
読
方
式
の
そ
れ
と
、
訓
読
を

介
し
て
日
本
語
化
し
、
仮
名
表
記
で
き
る
語
形
を
読
ん
だ
音
読
方
式
と
が

あ
り
得
る
。
呉
音
と
漢
音
の
別
も
あ
る
か
ら
軽
々
に
漢
字
原
音
と
は
言
い

に
く
い
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
日
本
書
紀
歌
謡
で
は
森
博
達
氏

（
三
）

が
明

ら
か
に
し
た
よ
う
に
漢
訳
仏
典
の
陀
羅
尼
に
同
じ
く
、
漢
字
原
音
に
依
拠

し
て
、
そ
の
字
音
声
調
を
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
表
示
に
用
い
る
表
音
表

記
が
行
わ
れ
て
い
る
。
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
な
が
ら
中
国
語
母
語
者
の

耳
で
聴
い
た
日
本
語
音
（
外
国
語
）
を
母
語
の
漢
字
音
で
写
し
取
っ
た
も

の
を
「
六
書
」
の
用
語
を
用
い
て
「
仮
借
表
記
」
と
い
う
。
書
紀
歌
謡
は

巻
に
よ
っ
て
揺
れ
は
あ
る
が
原
則
と
し
て
仮
借
表
記
さ
れ
て
い
る
と
み
ら

れ
る
。
一
方
、
古
事
記
歌
謡
で
も
同
じ
く
漢
字
音
を
借
り
て
い
る
が
、
こ

ち
ら
は
字
音
声
調
は
直
接
関
与
せ
ず
日
本
語
母
語
者
が
理
解
し
た
漢
字
音

を
表
音
表
記
に
用
い
て
お
り
、
仮
借
表
記
に
対
し
て
は
「
仮
名
表
記
」
し

た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
区
別
は
日
本
書
紀
と
古
事
記
の
文
体
差
に
伴
う

表
記
体
属
性
の
違
い
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
訓
読
を
介
せ
ば
い
ず
れ
も
仮

名
表
記
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

日
本
語
表
記
史
上
の
「
仮
名
」
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
乾
善
彦
（
二

〇
一
七
）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
仮
借
か
ら
仮
名
へ
」
と
い
う
大
き
な
枠

組
み
が
あ
る
。
乾
氏
は
古
事
記
と
日
本
書
紀
の
α
群
・
β
群
を
含
め
た
記

紀
歌
謡
三
部
分
に
は
共
通
字
母
群
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
「
基
層
の
仮
名
」

の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

中
国
語
文
と
し
て
書
き
、
漢
字
の
借
音
の
表
音
用
法
に
お
い
て
も
で
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き
る
だ
け
当
時
の
漢
字
音
に
基
づ
こ
う
と
し
た
日
本
書
紀
歌
謡
の
筆

記
者
も
、
そ
れ
ら
（
佐
野
注
・
当
時
の
常
用
の
仮
名
字
母
）

が
当
時
の
漢
字
音
に

齟
齬
し
な
い
範
囲
で
、
使
え
る
も
の
は
使
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
日
本
書
紀
の
歌
謡
も
、
全
体

が
漢
文
（
中
国
語
文
）
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
形
式
と
し
て
は

仮
借
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
実
態
と
し
て
は
日
本
語
を
日
本
語
と
し
て

書
き
し
る
す
点
に
お
い
て
、
仮
名
書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り

な
い
。
（
九
〇
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
乾
氏
は
「
基
層
の
仮
名
」
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
具
体
的

な
仮
名
の
用
法
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
基
層
と
い
う
ひ
と
つ
の
目
に
み

え
な
い
作
業
仮
説
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
（
一
一
二
頁
）
と
す
る
よ
う

に
、
表
記
体
の
属
性
の
異
な
り
を
越
え
て
字
母
が
共
通
す
る
事
実
は
、
日

本
語
（
あ
る
い
は
そ
の
要
素
）
を
表
音
表
記
す
る
「
仮
名
」
が
、
「
漢
字

の
用
法
の
一
つ
と
し
て
、
共
通
の
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
」
（
九

一
頁
）
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
借
と
仮
名
で
共
通
し
て
使

え
る
字
母
が
あ
る
一
方
で
、
共
通
し
て
い
な
い
字
母
が
あ
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
記
紀
だ
け
で
み
れ
ば
異
な
り
字
母
数
の
差
が
あ
る
た
め
に
「
使

わ
な
か
っ
た
」
の
か
「
使
え
な
か
っ
た
」
の
か
は
な
お
判
然
と
し
な
い
が
、

共
通
字
母
の
分
布
は
、
仮
借
の
用
法
が
仮
名
を
派
生
し
た
の
か
、
仮
名
の

用
法
が
仮
借
を
包
摂
し
た
の
か
で
や
は
り
解
釈
が
異
な
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
理
論
上
、
仮
借
に
対
し
て
仮
名
が
後
発
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い

に
し
て
も
、
乾
氏
の
言
説
は
そ
の
後
者
の
方
で
捉
え
る
か
ら
こ
そ
の
「
基

層
の
仮
名
」
な
の
だ
が
、
仮
借
表
記
に
用
い
ら
れ
た
「
漢
字
原
音
」
と
、

仮
名
表
記
の
「
日
本
語
音
節
音
」
は
ど
こ
で
通
用
し
、
表
記
体
は
な
ぜ
共

有
で
き
る
の
か
と
い
う
点
が
課
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仮
借
と
仮
名
と
い

う
表
記
体
の
異
な
り
は
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点

で
、
乾
氏
の
「
基
層
の
仮
名
」
仮
説
は
そ
れ
自
体
が
日
本
語
表
記
史
上
の

大
き
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

音
読
と
訓
読

2

前
述
の
篁
の
説
話
に
関
連
し
て
、
同
一
テ
ク
ス
ト
を
音
読
と
訓
読
の
両

方
で
読
む
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
『
宇
津
保
物
語
』
蔵
開
中
に
俊
蔭
の
詩

文
を
仲
忠
が
訓
読
と
音
読
を
と
り
あ
わ
せ
て
講
書
す
る
場
面
が
あ
る
。

俊
蔭
の
ぬ
し
の
集
、
そ
の
手
に
て
古
文
に
書
け
り
。
今
一
つ
に
は
俊

蔭
の
ぬ
し
の
父
式
部
大
輔
の
集
、
草
に
書
け
り
。（
朱
雀
）
「
手
づ
か
ら

点
し
、
読
み
て
聞
か
せ
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
古
文
文
机
の
上
に
て

読
む
。
例
の
花
の
宴
な
ど
の
講
師
の
声
よ
り
は
、
少
し
み
そ
か
に
読

ま
せ
た
ま
ふ
。
七
、
八
枚
の
書
な
り
。
果
て
に
、
一
度
は
訓
に
、
一

く
に

度
は
音
に
読
ま
せ
た
ま
ひ
て
、
面
白
し
と
聞
こ
し
め
す
を
ば
誦
ぜ
さ

こ
ゑ

せ
た
ま
ふ
。
何
ご
と
し
た
ま
ふ
に
も
、
声
い
と
面
白
き
人
の
誦
じ
た

れ
ば
、
い
と
面
白
く
悲
し
け
れ
ば
、
聞
こ
し
め
す
帝
も
、
御
し
ほ
た

れ
た
ま
ふ
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
）。

夙
に
中
田
祝
夫
（
一
九
五
四
）
が
右
の
箇
所
に
つ
い
て
「
「
聲
」
（
こ
ゑ
）

と
は
字
音
を
指
す
も
の
で
あ
つ
て
、
書
紀
の
古
訓
に
も
音
博
士
を
「
コ
ヱ

ノ
ハ
カ
セ
」
（
釋
日
本
紀
も
お
な
じ
）
と
讀
む
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
平

安
時
代
に
一
般
に
通
用
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
と
こ
ろ
の
訓
と
聲

、

、

と
は
、
訓
讀
と
音
讀
と
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
」
（
八

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
中
田
氏
は
「
漢
文
音
讀
」
の
消
長
を
仮
定
し
、
平
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安
後
期
か
ら
訓
読
語
が
固
定
化
す
る
背
景
に
「
音
讀
の
消
滅
」
が
あ
る
と

み
て
、音

讀
が
消
滅
す
れ
ば
、
訓
讀
が
漢
文
の
正
式
な
唯
一
の
讀
法
と
な
る
。

そ
の
裏
面
に
は
、
外
国
語
文
と
し
て
漢
文
を
、
そ
の
原
文
本
来
の
意

味
の
ま
ま
で
自
由
に
取
義
す
る
と
い
ふ
力
の
消
失
弱
化
が
考
へ
ら
れ

る
。
か
な
り
形
式
的
に
機
械
的
な
反
倒
の
訓
み
が
行
は
れ
て
原
文
の

原
義
を
遠
ざ
か
る
方
向
に
お
ち
て
行
く
。
そ
の
た
め
に
優
れ
た
學
者

の
加
點
本
が
尊
重
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、
ま
た
訓
點
の
授
受
、
訓
點

本
傳
受
が
師
弟
の
間
に
行
は
れ
る
や
う
に
な
り
、
訓
點
を
書
寫
す
る

こ
と
、
つ
ま
り
移
點
す
る
こ
と
が
盛
ん
に
行
は
れ
る
に
至
っ
た
。
こ

れ
が
つ
ま
り
平
安
後
半
期
に
お
け
る
訓
点
語
固
定
化
の
大
き
な
原
因

の
一
つ
に
な
つ
た
と
、
筆
者
は
考
へ
る
の
で
あ
る
。
（
三
三
頁
）

と
し
て
い
る
。
右
の
「
音
讀
消
滅
」
仮
説
は
古
代
日
本
語
の
表
記
体
と
し

て
の
漢
字
の
「
音
」
と
「
訓
」
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。
中
田
氏
は

「
漢
文
を
讀
む
の
に
、
そ
の
漢
字
を
始
め
か
ら
全
部
字
音
で
讀
み
下
す
の

を
音
讀
と
い
ひ
、
國
語
の
語
序
に
順
じ
反
倒
し
て
國
語
讀
み
す
る
の
を
訓

讀
と
い
ふ
」
（
五
頁
）
と
述
べ
て
、
直
後
に
「
音
讀
」
と
「
訓
讀
」
を
捉

え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
「
字
音
」
に
は
朝
鮮
半
島

を
通
じ
て
入
っ
た
も
の
、
日
本
に
入
っ
て
き
て
か
ら
長
い
年
月
を
経
て
著

し
い
訛
音
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
か
ら
、
中
国
語
の
「
原
音
か
ら
は
甚
だ

遠
く
」
な
っ
て
、
中
国
語
母
語
者
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
中
国
語
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
、
「
訓
讀
」
に
よ
る
読
み
下
し
文
が
日
本
語
で
あ
る
こ
と

も
自
明
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
氏
自
身
の
仮
説
に
照
ら
し
て
、

厖
大
な
点
本
調
査
か
ら
平
安
中
期
の
字
音
語
の
存
在
を
位
置
づ
け
つ
つ
、

そ
れ
を
遡
る
上
代
に
お
け
る
「
漢
文
書
き
」
で
書
か
れ
た
中
に
も
「
音
讀
」

さ
れ
た
字
音
語
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
述
べ
て
い
る

（
四
）

。

「
字
音
語
」
と
い
う
術
語
に
つ
い
て
中
田
氏
は
、
原
文
の
ま
ま
取
義
す

る
「
字
音
語
」
と
、
文
選
読
み
の
よ
う
に
訓
読
語
と
対
を
な
す
「
字
音
語
」

と
を
必
ず
し
も
分
け
て
い
な
い
。
中
田
氏
の
い
う
「
音
讀
の
消
失
」
と
は

中
国
語
の
原
音
で
「
音
讀
」
す
る
力
の
弱
化
の
意
で
あ
っ
て
、
訓
読
の
枠

組
み
に
取
り
込
ま
れ
た
字
音
語
語
彙
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な

い
。
し
か
し
、
中
田
氏
の
一
連
の
言
説
は
、
原
音
を
再
現
す
る
字
音
語
（
外

国
語
）
と
日
本
語
で
訓
ま
れ
た
字
音
語
（
外
来
語
）
と
い
う
、「
字
音
語
」

よ

に
位
相
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
漢
字
（
漢
語
）
に
対
す
る
直
読

方
式
と
音
読
方
式
の
異
な
り
で
あ
る
。
こ
の
二
種
は
中
国
語
と
し
て
の
性

格
の
有
無
（
前
者
は
中
国
語
で
後
者
は
日
本
語
だ
と
い
っ
た
認
識
）
に
対

応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
の
語
性
の
異
な
り
が
あ

る
と
い
う
見
立
て
で
あ
る
。

中
田
氏
も
い
う
よ
う
に
、
学
令
の
規
定
と
後
の
『
令
集
解
』
の
記
述
か

ら
は
、凡

そ
学
生
は
先
づ
経
の
文
読
め
。
通
熟
し
て
、
然
う
し
て
後
に
義
講

へ
よ
。
（
学
令
）

と
あ
り
、
集
解
に
「
釋
に
云
は
く
、
文
を
読
め
と
は
白
読
の
謂
ひ
な
り
。

唐
令
の
文
を
読
め
と
此
と
は
異
な
る
な
り
。
唐
令
は
音
博
士
無
し
。
」
と

あ
る
。
日
本
思
想
大
系
頭
注
に
は
「
素
読
」
を
す
る
と
あ
る
が
、
集
解
は

「
古
記
に
云
は
く
、
学
生
先
づ
経
文
を
読
め
と
は
経
音
を
読
む
の
謂
ひ
な

り
。
」
と
あ
る
。
こ
の
条
の
最
後
に
「
醫
生
大
学
生
ら
の
読
む
こ
と
は
訓



- 83 -

を
読
む
な
り
」
と
あ
っ
て
専
攻
に
よ
っ
て
は
音
で
は
な
く
訓
で
読
む
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
「
経
の
文
読
め
」
と
は
中
国
語
音
で
読
む
こ

と
だ
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。

た
と
え
ば
、
『
金
光
明
最
勝
王
経
音
義
』
（
承
暦
三
年
写
）
の
以
呂
波
歌

の
後
に
濁
音
仮
名
の
一
覧
を
示
し
、
さ
ら
に
「
次
可
知
レ
ゝ
二
種
借
字
」

と
し
て

音
「
レ
」
、
撥
音
「
ゝ
」
の
仮
名
が
出
て
い
る
（
以
下
当
該
符

ng

号
を
片
仮
名
「
レ
」
と
踊
り
字
「
ゝ
」
で
代
用
）
。
具
体
的
に
「
方
〔
ハ

レ
〕
」
「
房
〔
婆
レ
〕
」
「
形
〔
義
や
レ
〕
」
に
は
「
件
レ
音
宇
ニ
ハ
異
也
」

、

と
あ
り
、
「
仙
〔
せ
ゝ
〕
」
「
善
〔
是
ゝ
〕」
「
見
〔
介
ゝ
〕」
に
は
「
件
ゝ
音

ム
ニ
ハ
異
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
方
〔*

ハ
宇
〕
」
、「
仙
〔*

せ
ム
〕」
で

、

、

、

は
な
く
、
韻
尾
が

音
・

音
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る

（
五
）

。

ng

n

も
と
よ
り
原
音
と
い
っ
て
も
後
世
の
『
大
般
若
経
字
抄
』
の
音
注
に
「
漢

呉
二
音
相
同
之
字
」
を
用
い
る
こ
と
な
ど
を
含
め
て
、
漢
音
と
呉
音
の
位

置
付
け
を
め
ぐ
る
大
き
な
問
題
が
あ
る
か
ら
軽
々
に
「
原
音
」
な
ど
と
は

言
え
な
い
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
田
氏
が
い
う
よ
う
な
意
味
で
の

「
音
讀
」
（
直
読
）
と
訓
読
環
境
下
の
「
字
音
語
」
と
は
や
は
り
懸
隔
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、

癸
卯
、
詔
し
て
曰
は
く
、
「
釈
典
の
道
、
教
は
甚
深
に
在
り
。
転
経

・
唱
礼
、
先
に
恒
規
を
伝
ふ
。
理
、
遵
ひ
承
く
べ
く
し
て
、
輙
く
改

こ
と
わ
り

し
た
が

た
や
す

む
べ
か
ら
ず
。
比
者
、
或
は
僧
尼
自
ら
方
法
を
出
し
て
妄
り
に
別
音

を
作
す
。
遂
に
後
生
の
輩
を
し
て
積
み
習
ひ
て
俗
を
成
さ
し
む
。
肯

く
に
ぶ
り

あ

へ
て
変
へ
正
さ
ず
は
、
恐
る
ら
く
は
法
門
を
汚
さ
む
こ
と
、
是
よ
り

始
ま
ら
む
か
。
漢
の
沙
門
道
栄
、
学
問
僧
勝
暁
ら
に
依
り
て
転
経
・

唱
礼
す
べ
し
。
餘
の
音
並
に
停
め
よ
。
（
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
十

そ
の
ほ
か

お
と
な
ら
び

二
月
『
続
日
本
紀
』
、
釈
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
依
る
。
）

と
あ
る
詔
は
、
新
大
系
補
注
に
「
転
経
・
唱
礼
の
際
の
節
廻
し
に
つ
い
て

統
制
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
が
、
夙
に
湯
沢
質
幸
氏
が

指
摘
し
た
よ
う
に
、
別
音
は
後
発
の
も
の
で
読
誦
音
と
し
て
伝
統
的
な
正

し
い
呉
音
に
統
一
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
ろ
う

（
六
）

。
日
本
書
紀

撰
進
が
果
た
さ
れ
た
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
一
方
に
漢
音
の
正
統
が
示

さ
れ
た
こ
と
で
改
め
て
仏
典
の
呉
音
（
直
読
方
式
の
そ
れ
）
を
統
一
す
る

意
図
か
と
も
思
わ
れ
る
。
翻
っ
て
後
発
の
「
別
音
」
「
餘
音
」
は
次
第
に

「
俗
」
と
な
っ
た
字
音
と
み
ら
れ
、
漢
音
で
も
な
く
呉
音
系
読
誦
音
か
ら

も
離
れ
た
第
三
の
字
音
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
引
最
勝
王
経
の
「
件
レ

音
宇
ニ
ハ
異
也
」
「
件
ゝ
音
ム
ニ
ハ
異
也
」
が
示
す
と
こ
ろ
は
、
後
世
の

も
の
な
が
ら
「
方
」
を
「*

ハ
ウ
」
、
「
仙
」
を
「*

セ
ム
」
と
読
誦
音
で
は

な
い
「
別
音
」
で
読
む
「
誤
り
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
あ
る
い
は
＊

、
、

を
付
し
た
も
の
は
日
本
語
で
の
「
字
音
語
」
に
相
当
す
る
も
の
か
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
直
読
方
式
で
は
な
い
字
音
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

中
田
氏
が
問
題
と
し
た
訓
読
語
の
固
定
化
は
氏
自
身
が
い
う
よ
う
に

「
漢
文
讀
法
」
の
形
成
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
表
記

論
か
ら
す
れ
ば
、
文
字
も
し
く
は
文
字
列
と
言
葉
の
対
応
の
う
ち
に
二
次

的
な
表
語
性
を
付
帯
し
て
、
漢
字
に
対
す
る
訓
の
選
択
可
能
性
を
制
限
す

る
形
で
「
語
の
表
記
体
」
、
す
な
わ
ち
訓
字
に
な
っ
た
こ
と
が
一
因
か
と

思
わ
れ
る
。
視
点
を
換
え
れ
ば
こ
の
こ
と
は
中
国
語
か
ら
の
離
脱
で
あ
っ

て
「
音
讀
」
（
直
読
）
と
い
う
中
国
語
字
音
か
ら
直
接
取
義
す
る
読
み
方

の
消
失
、
も
し
く
は
そ
の
相
対
化
を
示
す
。

た
と
え
ば
「
浩
汗
ト
オ
キ
ロ
ナ
リ

」
な
ど
の
文
選
読
み
が
あ
る
。
口
頭
で

の
字
音
か
ら
即
座
に
意
味
が
喚
起
で
き
な
い
漢
語
に
対
し
て
表
語
的
な
日
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本
語
（
訓
読
み
）
が
付
帯
す
る
形
で
あ
る
か
ら
、
口
頭
で
字
音
語
を
教
授

す
る
上
で
は
有
効
な
訓
読
法
で
あ
る
。
音
訓
併
読
の
文
選
読
み
の
存
在
は
、

漢
語
表
記
と
そ
れ
に
対
す
る
音
読
・
訓
読
が
結
び
つ
い
た
表
語
的
表
記
体

と
し
て
「
音
読
語
」
と
「
訓
読
語
」
が
個
々
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
の
裏

返
し
で
も
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
語
の
表
記
体
」
の
内
部
構

造
が
訓
読
の
形
で
露
出
し
た
も
の
が
文
選
読
み
だ
と
も
い
え
る
。
文
選
読

み
の
字
音
は
直
読
方
式
で
は
な
く
音
読
方
式
と
み
ら
れ
る
が
、
音
読
語
が

訓
読
語
と
並
列
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
字
音
語
」
が
訓
読
の
枠
内
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
す
る
。

字
音
語
の
語
形
に
原
音
直
読
と
、
訓
読
の
枠
内
に
あ
る
日
本
語
で
の
字

音
読
み
の
二
種
の
位
相
が
あ
る
。
直
読
に
あ
っ
て
も
呉
音
の
よ
う
に
時
代

的
に
古
語
化
し
た
も
の
は
、
参
照
す
べ
き
原
音
の
消
失
に
伴
っ
て
、
結
果

的
に
学
識
上
の
字
音
と
し
て
直
読
方
式
と
音
読
方
式
の
二
重
措
定
を
受
け

て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
に
「
呉
音
」
と
い
う
枠
組
み
（
正
統
な
呉
音
系
読

誦
音
）
が
再
構
成
さ
れ
た
（
七
二
〇
年
詔
）
。
呉
音
の
字
音
語
が
訓
字
＝

「
語
の
表
記
体
」
に
な
る
こ
と
は
、
前
掲
の
詔
に
あ
る
「
俗
」
と
な
っ
た

「
別
音
」
の
存
在
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
っ
て

補
正
が
利
く
漢
音
に
対
し
て
は
先
行
し
て
字
音
語
化
し
た
こ
と
は
想
像
で

き
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
借
音
仮
名
の
形
成
に
も
関
わ
る
が
呉
音
の
位
置

付
け
は
日
本
語
表
記
史
上
の
大
き
な
問
題
で
も
あ
る
。

萬
葉
集
に
お
け
る
和
歌
の
字
音
語

3

右
の
よ
う
に
こ
と
さ
ら
に
字
音
語
に
二
つ
の
位
相
を
捉
え
る
の
は
、
一

つ
に
は
書
紀
歌
謡
に
み
ら
れ
る
仮
借
表
記
の
あ
り
方
と
古
事
記
・
萬
葉
集

に
み
ら
れ
る
借
音
仮
名
表
記
の
あ
り
方
の
差
異
を
表
記
体
と
し
て
観
察
す

る
た
め
だ
が
、
こ
こ
で
は
借
音
仮
名
表
記
に
関
わ
る
字
音
語
の
位
置
付
け

を
考
え
て
み
た
い
。

借
音
仮
名
は
字
音
を
利
用
し
た
も
の
な
が
ら
、
漢
字
の
上
平
去
の
三
声

や
入
声
を
含
む
韻
尾
を
捨
象
・
加
工
す
る
な
ど
原
音
か
ら
は
離
れ
て
い

る
。
い
わ
ば
「
別
音
」
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
訓
字
上
の
字
音

語
と
な
る
と
、
そ
れ
ら
に
い
か
な
る
訓
を
与
え
る
か
は
字
音
仮
名
遣
い
が

明
ら
か
で
は
な
い
上
代
で
は
判
断
が
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
萬
葉
集
に
漢

語
の
字
音
語
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
拾
う
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

な
お
挙
例
は
句
単
位
で
示
す
。

「
餓
鬼
之
後
尓
」
（

・
六
〇
八
）
、
「
火
氣
布
伎
多
弖
受
」
（

・
八

が

き

の

し

り

へ

に

ほ

け

ふ

き

た

て

ず

4

5

九
二
）
、「
布
施
於
吉
弖
」（

・
九
〇
六
）
、
「
過
所
奈
之
尓
」
（

・

ふ

せ

お

き

て

く

わ

そ

な

し

に

5

15

三
七
五
四
）
、
「
功
尓
申
者
」
「
五
位
乃
冠
」
（

・
三
八
五
八
）
、

く
う

に

ま

を

さ
ば

ご
ゐ
の
か
が
ふ
り

16

「
一
二
乃
目
」
「
五
六
三
」
「
四
佐
倍
有
来
」
「
雙
六
乃
佐
叡
」
（

・

い

ち

に

の

め

ご
ろ
く
さ
む

し

す

ぐ

ろ

く

の

さ

え

16

三
八
二
七
）
、
「
法
師
等
之
」
「
僧
は
泣
か
む
（
僧

半
甘
）
」（

・
三

ほ

ふ

し

ら

が

ほ
ふ
し
は
な
か
む

16

八
四
六
）
、
「
檀
越
也
」
「
課
鑑
徴
者
」
（

・
三
八
四
七
）
、
「
力
士
舞

だ
に
を
ち

え
だ
ち
は
た
ら
ば

り

き

じ
ま
い

16

可
母
」
（

・
三
八
三
一
）
、
「
波
羅
門
乃
」
（

・
三
八
五
六
）
、

か

も

ば

ら

も

に

の

16

16

「
無
何
有
乃
郷
尓
」
「
藐
孤
射
能
山
乎
」
（

・
三
八
五
一
）
、

む

か

う

の

さ
と

に

ま

こ

や

の

や
ま

を

16

「
塔
尓
莫
依
」
（

・
三
八
二
八
）

た
ふ
に
な
よ
り
そ

16

一
首
中
に
複
数
用
い
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
全
体
と
し
て
は
巻
十
六
に
多

い
。
他
に
字
音
語
か
倭
語
か
で
揺
れ
る
も
の
と
し
て
「
香
塗
流
」
（

・

ぬ

れ

る

16

三
八
二
八
）「
佛

造

」（

・
三
八
四
一
）「
軼
莢
尓
」（

・
三
八
五
五
）
、

つ
く
る

に

16

16

「
朝
参
乃
」
（

・
四
一
二
一
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
語
句
に
つ
い
て

の

18

の
個
々
の
訓
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
る
。
右
の
中
で
も
っ
と
も
字
音
語

を
多
く
含
む
の
は
数
詞
を
含
む
巻

・
三
八
二
七
の
「
雙
六
の
目
」
を
詠

16
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む
例
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

柳
田
征
司
（
一
九
九
三
）
は
シ
ラ
ビ
ー
ム
言
語
期
の
上
代
日
本
語
を
想

定
し
つ
つ
、
右
の
よ
う
な
漢
語
の
訓
の
音
節
に
つ
い
て
、

漢
語
「
サ
イ
」
（
賽
）
「
ク
ウ
」
（
功
）
の
よ
う
な
単
純
語
の
語
末
に

立
つ
よ
う
な
母
音
連
続
は
日
本
語
ら
し
く
な
い
た
め
に
、
和
歌
に
は

用
い
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
日
本
語
化
し
て
「
佐
叡
」
「
ク
ウ
」
と
二
音

節
に
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
「
ク
ウ
」
も
こ
の
場
合
或
い
は
「
ク

ヲ
」
と
発
音
さ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
次
に
、
撥
音
・
促
音
は
、

上
代
に
お
い
て
は
稀
に
し
か
生
じ
て
い
な
い
も
の
で
、
ま
だ
音
韻
体

系
の
中
に
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
和
歌
に
よ
む
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
ま
で
日
本
語
化
し
て
取
り
込
ん
で
き
た
方
式
に
従

い
、
開
音
節
化
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
波
羅
門
の
」

は
「
ば
ら
も
に
の
」
と
五
音
節
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
（
一
〇
二
～

一
〇
三
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
字
音
語
の
母
音
連
続
に
つ
い
て
「
日
本
語
化
し
て
取
り

込
ん
で
き
た
方
式
に
従
い
、
開
音
節
化
し
て
い
た
」
と
い
う
捉
え
方
は
首

肯
さ
れ
る
。
外
国
語
音
の
拗
音
・
長
音
や
そ
れ
に
と
も
な
う
母
音
連
続
あ

る
い
は
二
重
母
音
は
発
音
と
し
て
は
当
然
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
を
表
記
す
る
仮
名
が
原
則
一
字
一
音
式
の
音
節
単
位
で
音
素
単

位
で
は
な
い
か
ら
、
単
音
節
中
の
特
殊
音
素
（
拗
音
・
長
音
）
を
書
き
分

け
る
に
は
字
母
を
分
け
る
か
韻
尾
の
音
素
を
音
節
文
字
で
代
用
表
記
す
る

ほ
か
は
な
い
。
音
義
に
見
ら
れ
る

韻
尾
の
符
号
は
「
借
字
」
で
は
あ
る

ng

け
れ
ど
も
原
音
（
一
音
節
）
表
記
を
意
図
し
た
符
号
で
あ
る
な
ら
ば
音
素

文
字
と
い
う
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
後
述
）
。
「
音
義
」
が
示

す
表
記
の
場
が
そ
の
表
記
体
属
性
を
拘
束
す
る
た
め
、
二
文
字
あ
る
か
ら

二
音
節
語
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
和
歌
の
表
記
の
場
は
ど
の

よ
う
な
表
記
体
が
選
択
さ
れ
て
も
、
定
型
の
枠
組
み
が
一
字
一
音
式
の
仮

名
表
記
の
質
を
求
め
る
。
こ
の
点
で
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
文
字
群
は
全
て

「
日
本
語
化
」
し
て
い
る
と
見
な
し
え
る

（
七
）

。

訓
読
の
字
音
語

4

日
本
語
音
韻
史
上
の
モ
ー
ラ
成
立
の
経
緯
と
は
別
に
、
日
本
語
表
記
史

上
の
仮
名
の
成
立
と
い
う
観
点
か
ら
字
音
語
を
捉
え
た
場
合
、
二
合
仮
名

や
略
音
仮
名
は
や
は
り
日
本
語
化
し
た
字
音
語
を
用
い
て
い
る
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う

（
八
）

。
書
紀
歌
謡
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
漢
文
体
を
志
向
す
る

中
で
、
原
音
（
漢
音
）
の
字
音
声
調
も
利
用
し
つ
つ
仮
借
表
記
す
る
と
い

う
の
は
、
そ
の
背
後
に
漢
語
の
「
音
讀
」
す
な
わ
ち
直
読
方
式
が
あ
る
こ

と
を
想
起
さ
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
借
音
仮
名
で
は
字
音
声
調
は
厳
密
に
は

区
別
さ
れ
ず
、
「
日
本
語
化
し
た
字
音
語
」
の
意
義
面
を
捨
て
て
音
声
面

を
借
り
て
い
る
。
こ
こ
に
は
漢
語
（
呉
音
・
漢
音
）
の
字
音
と
日
本
語
で

の
字
音
の
二
種
が
存
在
す
る
。

従
来
、
漢
字
音
の
受
容
史
と
し
て
精
緻
に
分
析
さ
れ
て
き
た
日
本
語
音

韻
史
の
考
察
と
、
字
音
に
由
来
す
る
借
音
仮
名
の
形
成
と
の
整
合
性
は
ま

だ
充
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
上
代
特
殊

仮
名
遣
の
研
究
史
が
そ
の
結
節
点
に
な
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
仮

に
日
本
語
化
し
た
字
音
語
の
、
日
本
語
内
で
の
「
仮
借
」
運
用
に
よ
っ
て

借
音
仮
名
が
あ
る
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
甲
乙
二
類
の
書
き
分
け
が
漢
字

音
の
韻
母
の
異
な
り
に
対
応
す
る
と
い
う
見
立
て
は
、
結
果
的
に
誤
り
で

は
な
い
に
し
て
も
再
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
野
晋
氏

（
九
）

ら
が
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推
し
進
め
た
上
代
仮
名
遣
の
研
究
に
あ
っ
て
借
訓
仮
名
の
甲
乙
二
類
へ
の

記
述
が
必
ず
し
も
整
合
的
で
な
い
の
は
、
仮
借
表
記
で
あ
る
こ
と
と
仮
名

表
記
で
あ
る
こ
と
の
異
な
り
に
越
え
が
た
い
懸
隔
を
半
ば
認
め
て
い
た
か

ら
だ
と
も
い
え
る
。
字
母
の
共
通
性
に
依
拠
し
て
仮
名
を
仮
借
で
包
摂
し

、
、

、
、

得
た
か
ら
こ
そ
の
「
上
代
特
殊
仮
名
」
で
あ
っ
た
の
だ
が
「
仮
名
遣
い
」

と
い
う
次
元
は
な
お
課
題
が
あ
る
。

日
本
語
の
漢
字
に
と
っ
て
の
「
訓
」
と
「
音
」
は
、
冒
頭
の
小
野
篁
の

「
子
」
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
漢
字
に
対
す
る
日
本
語
で
の
読
み
方
と

し
て
選
択
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
が
離
散
的
に
な
ら
ず
固
定
的
に
特
定
の

語
と
結
び
つ
く
の
は
、
言
葉
と
文
字
の
対
応
に
よ
る
表
語
規
則
を
付
帯
し

た
「
語
の
表
記
体
」
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
構
造
は
仮
名
の
表
記

体
や
漢
語
熟
語
の
義
訓
表
記
体
に
あ
っ
て
も
生
じ
る
。

表
記
体
は
、
言
葉
と
文
字
の
対
応
規
則
が
閉
じ
ら
れ
た
表
記
の
意

（
十
）

で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
い
え
ば
離
散
的
で
臨
時
的
に
選
択
可
能
性
が
あ
る

文
字
選
択
に
あ
っ
て
、
何
か
し
ら
の
選
択
が
制
限
を
受
け
た
と
き
に
顕
著

に
現
れ
る
。
た
と
え
ば
「
恋
」
の
意
の
コ
ヒ
は
コ
甲
類
と
ヒ
乙
類
か
ら
な

る
二
音
節
語
で
あ
る
。
単
音
節
を
表
し
得
る
借
音
仮
名
を
萬
葉
集
に
観
察

す
る
と
、
コ
甲
類
で
あ
れ
ば
「
古
・
故
・
庫
・
祜
・
姑
・
孤
・
枯
」
、
ヒ

乙
類
で
あ
れ
ば
「
非
・
斐
・
悲
・
飛
」
が
あ
る
。
仮
に
仮
借
表
記
の
よ
う

に
音
節
単
位
の
表
記
を
想
定
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
順
列
組
み
合
わ
せ

で
ど
れ
で
も
自
由
に
選
択
で
き
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
二
八
通
り
の
表
記

が
離
散
的
に
現
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
。
右
の
字
母
群
は
用
例
と
し
て
仮
名

で
用
い
ら
れ
た
も
の
を
掲
げ
た
が
、
概
ね
韻
母
に
対
応
し
た
漢
字
が
使
え

る
仮
借
表
記
で
あ
れ
ば
使
用
可
能
な
異
な
り
字
母
は
さ
ら
に
増
え
る
。
け

れ
ど
も
、
実
際
に
は
「
恋
」
の
仮
名
表
記
は
「
古
非
」
と
書
か
れ
る
こ
と

が
多
く
か
つ
一
般
的
だ
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
。

理
論
的
に
可
能
な
選
択
肢
に
対
し
て
実
現
さ
れ
た
表
記
の
選
択
可
能
性
が

制
限
さ
れ
て
い
る
と
み
る
と
、
こ
こ
に
は
二
次
的
表
語
性
を
伴
っ
た
仮
名

に
よ
る
「
語
の
表
記
体
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
見
な
せ
る

（
十
一
）

。
こ
れ

は
書
き
方
（
用
字
法
）
で
の
表
記
体
だ
が
、
同
じ
よ
う
に
選
択
可
能
性
が

あ
る
も
の
が
制
限
を
受
け
る
と
い
う
点
で
は
「
読
み
方
」
も
同
様
で
あ
っ

て
臨
時
的
な
義
訓
と
い
う
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
し
ば
し
ば
「
正
訓
」

と
通
称
さ
れ
る
標
準
訓
の
形
成
は
そ
の
文
字
に
対
す
る
訓
の
制
約
で
あ
る

か
ら
訓
字
に
も
読
み
方
の
表
記
体
が
存
在
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
「
語
の
表

記
体
」
を
形
成
す
る
。

冒
頭
の
「
一
ふ
く
三
か
う
」
の
漢
数
字
は
地
の
文
の
「
ひ
と
つ
」
「
ふ

た
つ
」
の
よ
う
な
訓
で
は
な
く
て
「
い
ち
ふ
く
さ
む
か
う
」
と
字
音
読
み

の
表
記
体
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
記
体
に
は
書
き
方
か
ら
み
た
そ

れ
と
読
み
方
か
ら
み
た
そ
れ
の
両
面
が
あ
り
、「
し
や
め
ん
」
と
「
赦
免
」

は
同
語
異
表
記
関
係
で
仮
名
表
記
と
訓
字
表
記
な
の
だ
が
、
漢
字
漢
語
の

視
覚
的
な
表
意
性
と
と
も
に
仮
名
と
訓
字
の
間
を
双
方
向
で
結
び
つ
け
る

連
語
関
係
が
成
り
立
て
ば
ど
ち
ら
も
表
語
的
表
記
体
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。凡

そ
一
字
一
音
式
の
仮
名
表
記
体
な
ら
そ
の
中
に
用
い
ら
れ
た
漢
字
は

一
音
節
の
仮
名
で
読
む
こ
と
が
読
み
手
側
に
は
予
想
さ
れ
る
。
言
語
伝
達

上
は
表
記
の
文
字
列
に
対
し
て
「
読
み
」
を
想
定
し
得
る
は
ず
で
あ
る
。

表
記
法
上
の
不
読
字
や
漢
文
助
辞
の
よ
う
に
事
実
上
文
節
指
標
で
文
脈
上

に
読
み
添
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
一
字
ご
と
に

確
定
的
な
読
み
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
表
記
体
に
内
在
的
な

規
則
を
も
と
に
、
書
く
側
も
そ
れ
を
前
提
に
し
て
文
字
を
選
ぶ
の
で
あ
る

し
、
読
む
側
も
そ
れ
に
安
心
し
て
表
記
か
ら
読
解
で
き
る
表
語
的
な
範
列

（
訓
み
の
選
択
可
能
性
）
に
照
ら
し
て
文
字
（
漢
字
）
の
音
・
訓
を
選
ぶ

よ
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の
で
あ
る
。

漢
字
の
音
と
訓
は
熟
字
訓
や
義
訓
で
も
な
い
か
ぎ
り
は
単
漢
字
に
対
す

る
訓
読
結
果
を
指
す
と
み
ら
れ
る
が
、
漢
語
の
読
み
方
と
し
て
借
用
語
的

な
音
と
翻
訳
的
な
訓
と
で
は
懸
隔
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
け
れ
ど

も
、
借
用
語
と
は
い
え
中
国
語
の
原
音
そ
の
ま
ま
に
復
原
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
日
本
語
の
表
語
表
記
体
と
し
て
の
音
読
み
で
あ
る
か
ら
、
仮
名
表

記
の
体
制
に
よ
っ
て
日
本
語
音
で
漢
語
音
を
仮
借
も
し
く
は
音
写
し
た
と

す
れ
ば
そ
れ
は
翻
訳
語
で
あ
っ
て
「
音
訳
」
と
い
う
の
に
等
し
い
。
そ
の

、

語
形
で
漢
語
を
想
起
で
き
る
関
係
性
（
音
読
み
の
表
記
体
）
を
形
成
す
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
前
引
の
中
田
氏
が
い
う
よ
う
な
字
音
の
原
音
で

直
読
し
て
取
義
す
る
こ
と
か
ら
、
日
本
語
で
の
音
読
み
（
音
訳
）
に
よ
っ

て
「
訓
字
」
へ
と
転
成
す
る
関
係
を
想
定
で
き
る
。

日
本
語
で
漢
語
を
読
む
と
い
う
場
合
に
翻
訳
を
介
し
た
「
訓
」
が
あ
る
。

翻
訳
は
文
脈
上
の
意
訳
だ
が
、
逐
字
的
に
与
え
ら
れ
た
和
語
が
臨
時
的
な

そ
の
文
脈
限
り
の
翻
訳
語
か
ら
、
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
漢
字
が
表
す

字
義
に
対
応
し
た
和
語
と
し
て
社
会
的
に
共
有
さ
れ
る
と
、
漢
字
は
和
語

の
表
意
表
記
と
い
う
位
置
に
措
か
れ
る
。
漢
字
に
対
す
る
日
本
語
の
読
み

方
と
し
て
あ
る
和
語
が
い
わ
ゆ
る
「
訓
」
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
和
語
に
対

応
し
た
「
訓
字
」
と
な
る
と
、
そ
の
漢
字
は
和
語
の
表
語
表
記
体
に
な
る
。

こ
の
一
連
の
過
程
が
字
音
語
の
側
に
も
あ
る
と
み
れ
ば
、
訓
読
に
お
い
て

「
訓
」
と
「
音
」
に
は
実
は
差
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

木
田
章
義
氏
は
、
日
本
語
化
す
る
漢
字
音
の
形
成
過
程
を
述
べ
る
中
で

「
漢
文
の
世
界
は
擬
似
中
国
語
で
あ
っ
て
、
シ
ラ
ビ
ー
ム
構
造
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
」
と
し
た
上
で
「
例
え
ば
［kat

］
［kan

］
な
ど
の
音
節
は

あ
く
ま
で
も
外
国
音
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
和

語
の
文
脈
の
中
で
使
用
す
る
と
き
に
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
使
え
な
い
。

和
語
は
和
語
の
発
音
習
慣
で
、
漢
語
は
漢
語
の
発
音
習
慣
で
と
、
和
語
と

漢
語
に
応
じ
て
発
音
方
法
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
な
生
活
の

中
で
は
、
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
」
（
木
田
（
一
九
九
四
）
）
と
述
べ
て

い
る
。
日
本
語
の
音
節
構
造
に
関
わ
っ
て
、
韻
尾
の
扱
い
が
二
合
仮
名
風

に
な
る
の
は
漢
語
韻
尾
の
特
殊
性
を
保
持
し
た
日
本
語
へ
の
適
応
と
み
て

の
こ
と
で
あ
る
。
「
外
国
音
」
と
「
字
音
語
」
と
の
懸
隔
は
前
掲
中
田
祝

夫
氏
が
「
音
讀
の
消
失
」
の
中
で
指
摘
し
た
こ
と
と
は
通
底
し
て
い
る
。

日
本
語
で
音
読
み
し
た
「
和
読
」（

十
二
）

の
漢
字
音
は
、
中
国
語
で
直
読

し
た
漢
字
音
で
は
な
い
。
し
か
し
、
音
義
類
で
の
仮
名
反
切
の
「
レ
」「
ゝ
」

の
仮
名
が
原
音
も
し
く
は
読
誦
音
表
記
の
補
助
符
号
と
し
て
あ
る
の
な

ら
、
表
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
中
国
語
音
で
あ
る
か
ら
、
仮
名
表
記
さ
れ

て
い
て
も
表
記
体
の
属
性
が
異
な
る
た
め
に
、
仮
名
表
記
の
有
無
で
振
り

分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
字
音
と
い
う
場
合
に
次
の
二
類

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

【
図

】
1漢

語

―
漢
字
音
（
中
国
語
音
の
直
読
）

a

―
仮
名
反
切
（
仮
名
に
よ
る
音
写
）
表
音
的
表
記
体

漢
語

―
漢
字
音
（
日
本
語
音
の
和
読
）

b

…
…
仮
名
表
記
（
仮
名
に
よ
る
音
訳
）
表
語
的
表
記
体

右
の

は
そ
れ
が
置
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
表
記
体
属
性
に
従
う
も
の
で

a
b

あ
る
か
ら
、
「
仮
名
反
切
」
と
「
仮
名
表
記
」
と
し
た
が
、
原
音
を
再
現

す
る
た
め
の
表
記
か
訓
字
と
し
て
の
字
音
語
か
と
い
う
違
い
で
し
か
な

い
。
漢
語
を
表
す
漢
字
は
中
国
語
で
の
第
一
次
表
意
性
を
有
し
た
表
音
即

表
意
の
表
語
文
字
で
あ
る
。
音
義
に
お
け
る
仮
名
反
切
は
そ
の
音
声
面
を
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表
示
し
た
表
音
的
表
記
体
と
し
て
あ
る
。
た
だ
し
、
和
読
に
よ
る
日
本
語

で
の
字
音
は
そ
れ
自
体
が
漢
字
字
義
に
対
応
し
た
「
訓
」
相
当
で
あ
る
か

ら
、
仮
名
反
切
が
表
音
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
は
、
表
語
的
で
あ
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
訓
読
と
い
う
枠
組
み
に
合
わ
せ
て
図
示
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
図

】
2

音
読

漢
字
音
（
中
国
語
音
）
…
仮
名
に
よ
る
音
写

（
表
音
的
表
記
体
）
ⅰ

漢
語

字
音
語
（
音
読
み
）
…
…
仮
名
に
よ
る
音
訳

（
表
語
的
表
記
体
）
ⅱ

訓
読

字
訓
語
（
訓
読
み
）
…
…
仮
名
に
よ
る
和
訳

（
表
語
的
表
記
体
）
ⅲ

右
の
図

で
は
漢
字
原
音
に
戻
す
仮
名
反
切
の
「
音
写
」
と
和
読
し
た
字

2

音
語
の
「
音
訳
」
を
便
宜
的
に
分
け
て
記
し
た
。
音
写
と
い
っ
て
も
、
結

局
は
漢
字
音
が
表
す
漢
語
と
不
可
分
で
あ
る
か
ら
表
語
的
で
あ
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
ず
全
く
の
表
音
的
表
記
体
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
か

と
い
っ
て
、
声
点
が
標
目
字
に
付
さ
れ
て
「
反
切
」
を
仮
名
で
表
記
し
て

い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
語
彙
と
し
て
の
字
音
語
と
い
う
わ
け
に
も

ゆ
か
な
い
。
た
と
え
ば
「
酔
（
平
声
点
）
須
伊
反
」
（
金
光
明
最
勝
王
経

・
承
暦
三
年
本
）
と
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
は
視
覚
的
に
声
点
は
付
さ
れ
て

い
て
仮
名
表
記
で
「
ス
イ
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
音
読
方
式
の
字
音
語
で
あ

る
の
か
、
「
將
遂
切
」
（
『
広
韻
』
）
と
い
っ
た
原
音
の
反
切
の
一
音
節
の
字

音
を
音
素
文
字
風
に
二
文
字
表
記
し
た
直
読
方
式
の
補
助
表
記
で
し
か
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
十
三
）

。
仮
名
表
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

は
ど
ち
ら
で
も
解
釈
で
き
て
し
ま
う
た
め
に
、
ⅰ
と
ⅱ
の
境
界
は
実
質
的

に
は
そ
の
表
記
が
置
か
れ
た
場
（
テ
ク
ス
ト
）
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か

し
、
字
音
の
枠
組
み
に
右
の
二
種
を
認
め
る
こ
と
で
、
書
紀
歌
謡
の
仮
借

な
ど
は
ⅰ
の
漢
字
音
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
韻
尾
を
省
略

し
た
略
音
仮
名
や
開
音
節
化
す
る
二
合
仮
名
と
い
っ
た
仮
名
は
ⅱ
を
用
い

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
い
わ
ば
作
業
仮
説
と
し
て

分
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
の
効
用
は
、
字
音
仮
名
遣
い
が
明

ら
か
で
は
な
い
上
代
に
あ
っ
て
字
音
語
の
訓
を
確
定
す
る
上
で
生
じ
る
。

率
直
に
い
え
ば
多
分
に
苦
肉
の
策
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
仮
借
表
記
と

仮
名
表
記
と
を
繋
ぎ
つ
つ
、
「
字
音
語
」
の
訓
を
導
出
す
る
上
で
、
恐
ら

く
こ
れ
が
唯
一
循
環
論
を
脱
し
得
る
方
途
か
と
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

音
読
み
に
よ
る
「
字
音
語
」
が
「
訓
読
」
だ
と
い
う
の
は
、
形
容
矛
盾

、

、

に
も
似
て
違
和
感
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
中
国
語
の
原
音
か
ら
離
れ
て
、

日
本
語
の
音
節
音
に
対
応
し
た
仮
名
の
体
制
的
機
構
は
訓
読
を
背
景
に
し

て
い
る
。
右
に
考
え
た
枠
組
み
は
諸
刃
の
剣
で
も
あ
っ
て
上
代
特
殊
仮
名

遣
の
根
拠
な
ど
種
々
に
影
響
が
及
ぶ
。
し
か
し
、
仮
名
の
機
構
が
漢
字
の

仮
借
用
法
に
淵
源
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
日
本
語
内
部
に
漢

字
の
「
音
」
と
「
訓
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
表
語
的
表
記
と
し
て
あ
っ
て
そ
れ

を
表
音
的
に
仮
借
す
る
こ
と
で
仮
名
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
ほ
う
が
借
訓

仮
名
と
の
整
合
性
も
高
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
和
文
で
の
話
で
あ
っ
て
漢
文
（
中
国
語
文
）
で

の
こ
と
で
は
な
い
。
文
体
と
し
て
書
き
方
も
読
み
方
も
中
国
語
で
あ
る
も

の
を
「
漢
文
体
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、
表
記
特
徴
と
し
て
中
国
語
文
を

か
ん
ぶ
ん
た
い

襲
っ
て
い
な
が
ら
も
、
訓
読
上
に
あ
る
潜
在
的
な
仮
想
日
本
語
文
を
「
倭

や
ま
と
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文
体
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
で
の
話
で
あ
る

（
十
四
）

。
字
音
語
が
日

ぶ
ん
た
い

本
語
の
語
彙
と
し
て
定
着
し
和
語
化
す
る
過
程
は
一
様
で
は
な
い
が
、
後

述
も
す
る
よ
う
に
原
音
に
復
原
す
る
こ
と
を
前
提
と
せ
ず
に
日
本
語
内
部

に
「
和
訓
を
伴
う
訓
字
」
と
同
等
に
漢
語
の
音
読
み
の
「
字
音
語
」
が
訓、

読
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
表
記
の
場
と
は
言
語
場
に
類
比
的
で
そ
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
あ
る
表
記
を
拘
束
す
る
か
ら
、
文
体
と
言
語
場
は
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
。
古
代
日
本
語
の
文
体
の
有
無
を
議
論
す
る
向
き
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
が
な
い
と
そ
も
そ
も
文
字
表
記
の
議
論
す
ら
で
き
な
い
の
で
、
本
稿

で
は
文
体
＝
表
記
の
場
が
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
以
前
、
上
代

の
文
体
に
つ
い
て
は
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
再
説
は
避
け
る
け
れ
ど

も
、
文
体
概
念
の
う
ち
文
末
表
現
な
ど
の
形
態
論
的
文
体
の
如
何
に
つ
い

て
は
確
か
に
仮
名
表
記
で
な
け
れ
ば
確
定
で
き
な
い
か
ら
、
表
記
体
を
認

め
ず
に
文
型
そ
れ
自
体
の
存
在
を
例
え
ば
訓
字
表
記
か
ら
の
み
復
原
す
る

こ
と
は
実
質
的
に
戯
書
を
捉
え
る
の
に
も
似
て
、
読
み
手
を
通
し
て
見
た

書
き
手
の
意
識
を
仮
想
す
る
他
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
文
語
文
が

未
発
達
だ
と
し
て
も
、
最
初
期
の
漢
字
専
用
時
代
に
あ
っ
て
は
「
訓
読
を

介
し
た
言
文
一
致
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
術
が
な
い

か
ら
で
あ
る
。
表
記
に
対
す
る
訓
の
選
択
可
能
性
が
あ
る
か
ら
文
体
が
な

い
と
い
う
仮
説
は
筆
者
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の
首
を
絞
め
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
の
で
避
け
て
お
き
た
い
。
凡
そ
漢
字
の
読
み
方
が
日
本
語
で
の
書

き
方
を
拘
束
し
て
ゆ
く
、
訓
読
に
よ
る
表
記
史
を
想
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、こ
れ
は
立
場
の
問
題
で
あ
る
か
ら
こ
れ
以
上
は
立
ち
入
ら
な
い
。

さ
て
、多
分
に
漢
語
の
位
置
付
け
に
関
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
は
字
音
語
が
仮
名
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
す
る
こ
と

で
、
逆
に
仮
名
か
ら
字
音
語
を
射
程
し
て
み
た
い
。
い
わ
ゆ
る
訓
字
の
和

訓
を
表
語
的
意
味
を
捨
て
て
、
表
音
で
用
い
た
も
の
を
借
訓
仮
名
と
い
う

が
、
こ
れ
と
並
行
的
に
訓
字
と
し
て
の
字
音
語
が
有
す
る
表
語
性
を
捨
て

て
表
音
に
用
い
る
場
合
を
借
音
仮
名
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
音
仮
名
」
と
い
い
、
「
訓
仮
名
」
と
い
う
そ
れ
ら
が
仮
名
の
機
構
で

混
用
で
き
る
の
は
、
言
語
単
位
に
即
し
て
表
記
体
が
入
子
型
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
音
・
訓
か
ら
な
る
訓
読
結
果

を
表
音
表
記
に
転
用
し
た
も
の
と
み
れ
ば
、
仮
名
に
は
そ
の
出
自
を
問
題

に
す
る
必
要
は
な
い
。
所
詮
は
漢
字
の
第
一
次
的
表
意
性
を
「
仮
名
の
表

記
体
」
で
封
殺
し
た
も
の
と
し
て
借
音
仮
名
と
借
訓
仮
名
は
等
し
く
表
語

的
な
訓
字
に
対
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
言

語
単
位
と
し
て
は
意
味
を
知
り
得
る
「
語
」
「
形
態
素
」
の
分
節
単
位
が

優
先
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
、
「
語
の
表
記
体
」
と
い
う
、
日
本
語
の
書
記

言
語
の
基
底
を
な
す
規
則
性
が
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

場
合
、
語
の
表
記
体
と
い
う
表
語
的
範
列
の
枠
組
み
は
、
表
記
に
対
す
る

読
み
方
の
範
列
と
書
き
方
の
範
列
か
ら
な
る
二
類
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
並

行
的
で
選
択
的
で
も
あ
る
。
筆
者
は
「
仮
名
遣
い
」
と
総
称
さ
れ
る
表
記

規
則
は
原
理
的
に
右
の
現
れ
と
考
え
る
が
、
恐
ら
く
は
漢
字
と
い
う
外
国

語
の
文
字
を
借
用
し
、
な
お
か
つ
語
彙
体
系
の
移
植
を
許
容
し
た
日
本
語

に
と
っ
て
、
訓
読
と
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
表
記
体
、
そ
し
て
読
み

方
と
書
き
方
の
双
方
の
規
則
は
日
本
語
の
書
記
言
語
に
宿
命
的
な
構
造
を

創
り
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

冒
頭
に
示
し
た
小
野
篁
の
説
話
に
は
漢
字
に
対
す
る
訓
読
み
と
音
読

み
、
そ
し
て
借
訓
・
借
音
に
よ
る
仮
名
が
総
合
的
に
言
語
遊
戯
に
利
用
さ

れ
て
い
る
。

和
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
出
て
い
る
か
ら
可
読
性
と
い
う
点
で
は
、

「
一
ふ
く
三
か
う
」
（
一
伏
三
仰
）
が
「
月
夜
」
だ
と
気
づ
け
ば
連
語
関

係
か
ら
あ
る
程
度
の
予
測
が
働
く
と
は
い
え
、
音
声
上
の
字
音
読
み
か
ら
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訓
字
表
記
に
し
た
上
で
、
そ
れ
を
訓
読
し
て
三
十
一
文
字
の
和
歌
に
変
換

し
て
い
る
。
漢
字
に
対
す
る
篁
の
博
識
ぶ
り
を
殊
更
に
強
調
し
て
み
せ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
特
殊
な
例
で
あ
る
し
、
後
世
も
の
で
あ
る

け
れ
ど
も
漢
字
に
お
け
る
訓
字
（
表
語
）
と
仮
名
（
表
音
）
が
読
み
方
と

し
て
選
択
的
・
同
質
的
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
す
。
今
日
的
な
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
訓
字
を
前
提
と
し
た
文
字
列
を
読
む
の
で
は
な
く
、
個
々
の
漢

字
の
「
音
」
「
訓
」
の
訓
み
方
を
「
語
の
表
記
体
」
の
範
列
に
照
ら
し
て

分
節
し
つ
つ
整
合
さ
せ
る
も
の
（
「
子
」
字
の
連
続
）
と
、
字
音
で
読
ま

れ
た
文
字
の
列
を
「
歌
の
表
記
体
」
と
し
て
訓
字
表
記
に
変
換
し
た
上
で

語
の
表
記
体
の
範
列
に
照
ら
し
て
整
合
さ
せ
る
も
の
（
「
一
ふ
く
三
か
う
」

の
字
音
列
）
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
も
表
記
体
を
利
用
し
た
遊
戯
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

雙
六
の
歌

5

次
の
例
は
『
萬
葉
集
』
巻
十
六
の
一
首
で
あ
る
。

双
六
の
頭
を
詠
み
し
歌

一
二
の
目

の
み
に
は
あ
ら
ず

五
六
三

四
さ
へ
あ
り
け
り

い
ち

に

ご

ろ
く
さ
む

し

双
六
の
頭
（

・
三
八
二
七
）

す
ご
ろ
く

さ
え

16

詠
二

雙
六
頭
一

歌

一
二
之
目

耳
不
有

五
六
三

四
佐
倍
有
来

雙
六
乃
佐
叡

右
の
「
雙
六
乃
佐
叡
」
の
「
佐
叡
」
は
歌
意
と
題
詞
「
雙
六
頭
」
の
語
か

ら
推
し
て
「
賽
子
」
の
「
賽
」
の
字
音
語
と
み
ら
れ
る
。
音
読
す
る
訓
字

表
記
体
と
し
て
の
字
音
語
と
い
う
枠
組
み
か
ら
は
外
れ
る
が
、
漢
語
の
音

読
を
仮
名
表
記
体
で
記
し
た
字
音
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
本
文

中
「
来
」
字
は
古
葉
略
類
聚
鈔
に
拠
る
が
他
の
諸
本
に
は
な
い
。「
佐
叡
」

の
訓
を
サ
エ
と
す
る
の
は
そ
の
古
葉
略
類
聚
鈔
で
、
廣
瀬
本
は
「
サ
井
」
、

尼
崎
本
な
ど
他
の
諸
本
は
「
サ
イ
」
と
訓
じ
て
い
る
。
新
日
本
古
典
文
学

大
系
（
新
大
系
）
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
新
編
）
は
右
の
本
文
と

訓
を
採
用
し
て
い
る
。

一
首
は
「
双
六
」
に
用
い
る
賽
子
の
目
を
詠
み
込
ん
で
数
字
（
数
詞
）

が
並
ぶ
。
た
と
え
ば
廣
瀬
本
は
「
イ
チ
ニ
ノ
メ
ミ
ニ
ハ
ア
ラ
ス
コ
ロ
ク
サ

（
マ
ゝ
）

ム
シ
サ
ヘ
ア
リ
ケ
リ
ス
ク
ロ
ク
ノ
サ
井
」
と
あ
っ
て
、
漢
数
字
は
字
音
語

で
訓
じ
て
い
る
。「
雙
六
」
は
『
倭
名
類
聚
抄
』（
十
巻
本
、
以
下
和
名
抄
）

に
「
雙
六
、
兼
名
苑
云
雙
六
一
名
六
采
〔
今
案
簙
弈
是
也
。
簙
音
博
、
俗

云
須
久
呂
久
〕
」
、
「
雙
六
采
、
楊
氏
漢
語
抄
云
、
頭
子
〔
雙
六
乃
佐
以
、

今
案
見
雑
題
雙
六
詩
〕
」
と
あ
り
、
こ
の
点
で
契
沖
は
「
カ
ヽ
レ
ハ
頭
を

メ
ト
點
セ
ル
ハ
誤
ナ
リ
。
サ
イ
ト
讀
ヘ
シ
。
音
ヲ
以
テ
和
語
と
セ
リ
。
哥

ニ
佐
叡
ト
ヨ
メ
ル
ハ
、
才
ノ
字
ヲ
サ
エ
ト
云
ニ
准
ラ
ヘ
テ
意
得
ヘ
シ
」（
『
萬

サ

エ

葉
代
匠
記
』
）
と
し
て
題
詞
の
「
頭
」
は
目
で
は
な
く
て
「
頭
子
」
の
こ

と
だ
と
し
て
い
る
。
季
吟
も
「
い
ち
に
の
め
の
み
に
も
双
六
の

塞

を
云

（
賽
）

立
る
な
り
」（
『
萬
葉
拾
穂
抄
』
）
と
賽
子
を
詠
ん
だ
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
『
萬
葉
考
』
は
題
詞
を
「
ス
ク
ロ
ク
ノ
メ
ヲ
ヨ
メ
ル
」
と
訓

読
し
、
一
首
を
「
一
二
之
。
目
耳
不
有
。
五
六
。
三
四
佐
倍
有
。
雙
六
乃
佐
叡
」

ヒ
ト
フ
タ
ノ

メ
ノ
ミ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ

ス

グ

ロ

ク

ノ

サ

イ

と
し
て
い
る
。
「
萬
葉
集
大
考
」
に
「
は
や
く
よ
り
こ
ゝ
に
か
ら
文
字
を

借
し
と
い
へ
ど
も
、
皇
朝
は
言
の
國
に
し
あ
れ
は
、
字
は
言
の
し
る
し
」

に
過
ぎ
ず
、
藤
原
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
「
か
ら
様
を
好
み
て
字

意
も
て
書
」
い
て
い
る
が
、
萬
葉
集
の
「
言
を
知
て
意
を
本
と
し
て
よ
ま

ぬ
人
は
、
字
に
泥
み
た
る
ひ
が
ご
と
有
め
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
真
淵
は

漢
数
字
の
字
音
語
を
斥
け
て
倭
語
で
訓
じ
て
い
る
。
第
三
句
、
第
四
句
を
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版
本
で
補
え
ば
「
「
ヒ
ト
フ
タ
ノ
」
メ
ノ
ミ
ニ
ハ
ア
ラ
ス
」
イ
ツ
ツ
ム
ツ
」

ミ
ツ
ヨ
ツ
サ
ヘ
ア
リ
」
ス
イ
グ
ロ
ク
ノ
サ
イ
」
と
訓
む
と
み
ら
れ
、
『
萬

葉
集
略
解
』
『
萬
葉
集
古
義
』
も
同
様
で
あ
る
。
略
解
や
古
義
は
催
馬
楽

の
「
大
芹
」
の
例
「
五
六
か
へ
し
一
六
の
さ
い
や
四
三
さ
い
や
」
（
五
六

可
戸
之

伊
知
六
乃
左
以
也

四
三
左
伊
也
）
を
引
く
が
、
や
は
り
和
歌

に
は
字
音
語
は
適
さ
な
い
と
み
て
か
倭
語
で
訓
ん
で
い
る
。

本
文
中
の
漢
数
字
は
諸
本
の
訓
に
拠
れ
ば
字
音
語
で
萬
葉
考
以
降
は
倭

語
で
訓
む
の
だ
が
、
『
萬
葉
集
全
釈
』
は
音
読
か
訓
読
か
の
論
は
い
ず
れ

も
成
り
立
つ
が
、
右
に
引
い
た
催
馬
楽
の
例
か
ら
「
采
の
數
字
は
多
分
音

讀
し
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
」
と
し
て
旧
訓
を
採
用
し
て
い
る
。
日
本

古
典
文
学
大
系
（
旧
大
系
）
は
題
詞
の
「
頭
」
を
サ
エ
と
訓
じ
な
が
ら
、

萬
葉
考
の
よ
う
に
「
ヒ
ト
フ
タ
ノ
」
と
倭
語
で
訓
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
ヒ
ト
」
「
フ
タ
」
に
は
な
い
が
「
イ
ツ
ツ
」
「
ム
ツ
」
「
ミ
ツ
」
「
ヨ
ツ
」

は
助
数
詞
「
ツ
」
を
含
む
点
に
留
意
し
て
頭
注
に
「
助
数
詞
な
し
に
日
本

語
の
数
詞
を
重
ね
る
語
法
は
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
、
こ
の
旧
訓
の
ほ
う

が
よ
い
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
断
っ
て
い
る
。
『
萬
葉
集
総
釋
』
が
第
一

句
を
「
ヒ
フ
タ
ノ
」
と
助
数
詞
を
省
い
て
字
足
ら
ず
句
で
訓
む
の
は
そ
の

あ
た
り
に
注
意
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

新
大
系
は
脚
注
に
「
そ
の
さ
い
こ
ろ
を
漢
語
で
は
「
頭
子
」
「
投
子
」
、

そ
れ
を
振
っ
て
出
た
目
の
こ
と
を
「
采
」
と
言
う
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き

り
と
し
た
区
別
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
賽
子
の
目
は
数

字
で
、
面
に
打
た
れ
た
星
の
個
数
で
は
な
い
と
み
る
な
ら
ば
、
総
釋
の
よ

う
に
「
ヒ
フ
タ
ノ
」
と
「
ヒ
」
「
フ
」
「
ミ
」
の
訓
が
正
し
い
が
、
そ
れ
で

は
和
歌
の
定
型
か
ら
は
外
れ
て
し
ま
う
。
和
歌
の
定
型
と
数
詞
の
訓
と
い

う
点
で
は
音
読
み
を
す
る
諸
本
の
ほ
う
が
無
理
が
な
い
。
新
大
系
が
「
区

別
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、
結
句
「
双
六
の
佐
叡
」
に
歌
の
焦
点

が
あ
る
と
み
る
限
り
、
賽
子
の
数
字
と
双
六
と
い
う
遊
戯
に
即
し
た
賽
子

の
目
（
駒
の
進
み
具
合
）
を
区
別
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
季

吟
が
「
双
六
の
塞
を
云
立
」
て
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
も
そ
こ
に
関
わ
っ

て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

「
一
〔
イ
チ
・
ヒ
・
ヒ
ト
ツ
〕
」
と
い
う
よ
う
に
漢
数
字
は
数
の
概
念

と
し
て
漢
語
と
倭
語
で
は
大
差
が
な
い
た
め
に
、
表
語
と
い
う
点
で
「
音
」

と
「
訓
」
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
は
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
た
表
記
体
の

属
性
に
対
す
る
読
み
手
の
判
断
に
よ
っ
て
揺
れ
る
。
右
の
例
で
は
和
歌
の

定
型
に
照
ら
し
て
字
音
語
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
助
数
詞
の

有
無
と
い
う
問
題
が
あ
る
も
の
の
倭
語
で
訓
読
す
る
こ
と
が
完
全
に
排
除

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
双
六
と
い
う
遊
戯
で
の
慣
用
と
い
う
こ

と
も
あ
り
得
る
た
め
に
厳
密
に
は
い
ず
れ
と
も
言
い
が
た
い
。

右
は
漢
数
字
の
訓
み
と
い
う
問
題
だ
が
、
言
葉
を
い
か
に
表
記
す
る
か

よ

と
い
う
用
字
の
選
択
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
並
行
し
て
、
表
記
に
対
し
て

い
か
に
訓
読
す
る
か
と
い
う
訓
み
の
選
択
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
し
て
文
字
の
訓
み
と
い
う
枠
組
み
で
は
字
音
と
字
訓
が
そ
の
漢

字
の
字
義
に
対
し
て
範
列
系
を
も
っ
て
並
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
真
淵

が
い
う
よ
う
に
和
歌
は
倭
語
で
訓
む
こ
と
を
主
と
す
る
と
い
う
表
記
体
把

握
は
有
効
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
と
き
と
し
て
仮
名
表
記
中
の
漢
字
の
第

一
次
表
意
性
が
表
意
兼
帯
の
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
と
か
、
視
覚
的
な
漢

字
の
表
意
性
を
利
用
し
て
い
る
と
い
っ
た
事
実
は
、
漢
語
と
い
う
字
音
と

字
訓
を
内
包
し
た
語
の
表
記
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
。

比
喩
的
に
は
漢
字
を
介
し
て
漢
語
（
中
国
語
）
と
倭
語
（
日
本
語
）
の
間

を
行
き
来
す
る
中
で
、
用
い
ら
れ
た
環
境
や
表
記
体
に
照
ら
し
て
整
合
性

を
取
る
こ
と
で
訓
読
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
「
一
」
「
三
」
「
六
」
と
い
っ
た

・

入
声
字
や

韻
尾
字

t

k

m
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の
字
音
語
が
和
歌
の
中
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
原
音
通
り
な
ら
ば
い
ず
れ

も
一
音
節
語
だ
け
れ
ど
も
日
本
語
に
写
像
さ
れ
た
字
音
語
と
し
て
は
二
音

節
語
で
「
イ
チ
」
「
サ
ム
」
「
リ
ク
・
ロ
ク
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

厳
密
な
音
価
推
定
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
漢
字
音
の
指
標
と
し
て
韻
書

と
韻
図
を
掲
げ
つ
つ
、
借
音
仮
名
の
あ
り
方
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
字
音

語
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

「
一
」
は
「
於
逸
切
」
（
『
大
広
益
会
玉
篇
』
）
「
於
悉
切
」（
『
広
韻
』
）
、

外
転
第
十
七
開
影
母
入
声
重
紐
四
等
質
韻
（
『
韻
鏡
』
）
で
あ
っ
て
推
定
音

価
は/iět/

（
『
音
注
韻
鏡
校
本
』
以
下
、
音
価
は
本
書
に
拠
る
）
で
あ
る
。

「
一
」
の
小
韻
字
「
壹
」
は
萬
葉
集
に
「
道
の
辺
の
壹
師
の
花
の
い
ち
し

い

ち

し

ろ
く
人
知
り
ぬ
（
路
邊

壹
師
花

灼
然

人
皆
知
）
」
（

・
二
四
八
〇
）

12

に
み
ら
れ
る
。
「
壹
師
」
は
植
物
と
し
て
は
未
詳
な
が
ら
、
次
句
の
「
い

ち
し
ろ
く
（
灼
然
）
」
を
導
く
序
と
み
ら
れ
、
音
数
か
ら
し
て
も
イ
チ
シ

と
訓
ま
れ
る
。

入
声
字
が
仮
名
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
、
狭
母
音/i/

・/u/

t

を
韻
尾
に
添
加
し
て
二
音
節
に
開
い
た
二
合
仮
名
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
「
欝
瞻
乃
」（

・
七
二
九
）
「
越
乞
所
聞
」
（

・
一
一

う
つ
せ
み
の

を
ち
こ
ち
き
か
ゆ

4

7

三
五
）
「
射
去
薩
雄
者
」
（

・
二
一
四
七
）
の
「
欝
・
乞
・
越
・
薩
」
な

い

ゆ

く

さ

つ

を

は

10

ど
が
あ
る
。
一
方
で
、
韻
尾
を
省
略
し
た
略
音
仮
名
と
し
て
は

「
師
吉
名
倍
手
」（

・
一
）「
和
備
曽
四
二
結
類
」
（

・
六
四
四
）
「
霜

し

き

な

べ

て

わ

び

そ

し

に

け

る

し
も

1

4

乃
置
萬
代
日
」
（

・
八
七
）
「
伊
去
波
伐
加
利
」
（

・
三
一
七
）

の

お
く

ま

で

に

い

ゆ

き

は

ば

か

り

2

3

「
阿
麻
越
等
賣
可
忘
」（

・
八
六
五
）
な
ど
「
吉
・
結
・
日
・
伐
・
越
」

あ

ま

を

と

め

か

も

5

の
ほ
か
「
八
・
必
・
別
・
末
・
勿
・
物
・
列
・
烈
」
が
あ
り
、
萬
葉
集
で

は
略
音
仮
名
の
ほ
う
が
異
な
り
字
が
多
い
。
尾
山
慎
（
二
〇
一
九
）
が
入

声
字
と
撥
音
韻
尾
字
に
つ
い
て
「
入
声
字
に
お
い
て
韻
尾
が
残
り
に
く
い

の
は

入
声
、
撥
音
字
で
は

撥
音
で
あ
り
、
逆
に
韻
尾
が
残
り
や
す
い

t

ng

の
は
入
声
字
に
お
い
て
は

入
声
、
撥
音
字
で
は

撥
音
で
あ
る
」
（
二

p

m

二
八
頁
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、

入
声
字
は
略
音
仮
名
で
用
い
ら
れ
や

t

す
い
傾
向
が
あ
る
。
「
壹
」
も
「
壹
岐
嶋
」（
神
代
紀
）
の
よ
う
な
地
名
表

記
で
は
「
以
祇
能
和
駄
唎
嗚
」（
紀

）
か
ら
推
し
て
「
イ
キ
」
の
「
イ
」

い

き

の

わ

た

り

を

99

に
「
壹
」
が
用
い
ら
れ
る
。
韻
尾
の
残
り
や
す
さ
と
い
う
の
は
尾
山
氏
も

指
摘
す
る
よ
う
に
声
明
資
料
か
ら
す
れ
ば
原
音
の
聞
こ
え
の
度
合
に
関
わ

る
と
み
ら
れ
る
が
、こ
れ
を
韻
尾
字
の
仮
名
に
よ
る
音
写
と
し
て
み
れ
ば
、

二
合
仮
名
式
と
略
音
仮
名
式
は
字
音
の
訓
読
法
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
四
音
節
の
「
を
ち
こ
ち
（
乎
知
許
知
）
」
を
い
き
な
り
「
越
乞
」
と

表
記
す
る
の
は
漢
字
の
原
音
に
照
ら
し
て
仮
借
し
た
結
果
で
は
な
い
。「
越

ヲ
チ
・
ヲ
ト
・
ヲ
」
「
乞
コ
チ
」
と
い
う
表
語
的
な
ま
と
ま
り

―
音
義

木
簡
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
標
目
字
の
下
に
字
音
を
記
す
「
熊

汙
吾
」
（
飛

鳥
池
遺
跡
）
の
よ
う
に
「
越

乎
知
」
「
乞

許
知
」
の
よ
う
な
関
係

―

が
恐
ら
く
は
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
と
さ
ら
に
「
を

ち
こ
ち
」
の
語
が
「
乎
知
許
知
」
を
仮
名
表
記
体
と
し
て
固
定
的
だ
っ
た

と
い
う
つ
も
り
は
な
い
け
れ
ど
も
、
仮
名
表
記
か
ら
の
訓
字
表
記
へ
の
表

記
体
置
換
が
あ
り
得
る
と
み
れ
ば
、
字
音
語
と
い
う
「
訓
」
が
あ
っ
た
と

み
た
ほ
う
が
整
合
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

【
図

】
3

…
訓
…
…
《
仮
借
》

―
借
訓
仮
名

A

漢
語
―
《
訓
読
》

（
表
語
）

（
表
音
）

…
音
…
…
《
仮
借
》

―
借
音
仮
名

B

中
国
語
の
漢
語
を
訓
読
に
よ
っ
て
日
本
語
へ
と
写
像
す
る
と
見
た
場
合

に
、
倭
訓
を
与
え
る
こ
と
で
字
訓
語
に
な
る
場
合
と
、
倭
音
（
い
わ
ゆ
る

呉
音
で
は
な
い
）を
与
え
る
こ
と
で
字
音
語
に
な
る
場
合
が
想
定
で
き
る
。
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こ
の
と
き
字
訓
語
は
い
わ
ゆ
る
訓
字
で
あ
っ
て
表
語
表
記
体
だ
が
、
字
音

語
は
音
読
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
一
面
で
は
漢
語
の
表
語
表
記
体
で
あ

っ
て
訓
字
で
あ
る
。
そ
の
表
音
的
用
法
と
し
て
借
訓
仮
名
と
借
音
仮
名
を

並
行
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
作
業
仮
説
で
あ
っ
て
〔
字
音

の
訓
字
〕
と
い
う
把
握
が
可
能
か
ど
う
か
が
課
題
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

借
訓
仮
名
の
存
在
が
も
と
の
訓
字
と
そ
の
語
の
存
在
を
推
定
さ
せ
る
よ
う

に
、
二
合
仮
名
・
略
音
仮
名
の
存
在
は
そ
の
語
形
で
の
字
音
語
が
あ
っ
た

こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
そ
の
上
で
、
同
一
テ
キ
ス
ト
内
で
の
字
音
語
と
借

音
仮
名
と
の
間
に
は
整
合
性
が
あ
る
と
い
う
仮
説
を
さ
ら
に
立
て
て
、
不

確
定
な
字
音
語
の
語
形
を
考
え
て
み
た
い
。

前
の
「
一
・
壹
」
は
字
音
語
と
し
て
は
イ
チ
と
イ
の
二
種
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
漢
字
に
対
す
る
和
訓
に
よ
る
訓
字
表
記
体
は
一
字
多

訓
が
通
常
だ
か
ら
、
字
音
が
訓
読
の
側
に
写
像
さ
れ
て
い
る
と
み
れ
ば
複

数
の
字
音
訓
が
一
字
に
共
存
し
て
い
て
も
問
題
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
漢
字
の
訓
読
は
音
読
み
と
訓
読
み
を
含
ん
で
選
択
可
能
性
が
大
き
い

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
を
限
定
し
た
り
候
補
の
範
列
を
制
御
す
る
働
き

が
、
た
と
え
ば
和
歌
の
定
型
や
一
字
一
音
式
の
仮
名
表
記
、
訓
字
主
体
表

記
と
い
っ
た
、
よ
り
大
き
な
言
語
単
位
の
表
記
体
の
枠
組
み
に
内
在
的
な

の
だ
と
い
え
よ
う
。
当
該
の
雙
六
の
歌
で
い
え
ば
、
和
歌
の
定
型
の
枠
組

み
と
数
詞
の
語
法
か
ら
、
本
文
の
漢
数
字
は
字
音
語
の
訓
が
優
先
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

言
云
者

三
々
二
田
八
酢
四

小
九
毛

心
中
二

我
念
羽
奈
九
二

（

・
二
五
八
一
）

11

と
あ
る
第
二
句
の
「
三
々
二
田
八
酢
四
」
は
訓
読
み
の
「
三
」
「
八
」
と

音
読
み
の
「
二
」
「
四
」
が
混
在
し
て
お
り
、
数
の
概
念
に
字
音
と
字
訓

の
区
別
が
な
く
、
そ
の
漢
数
字
が
借
音
・
借
訓
の
仮
名
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
「
訓
字
」
と
い
う
表
語
的
表
記
体
に
対
し
て
「
仮
名
」
は
表
音
的
表

記
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
漢
字
が
も
つ
第
一
次
的
表
意
性
（
漢
語
）
は
、

表
記
し
て
い
る
「
語
の
表
記
体
」
の
う
ち
に
封
殺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

は
中
国
語
文
で
の
仮
借
に
よ
る
漢
字
の
用
法
と
同
じ
で
あ
る
。

「
雙
六
」
の
訓

6

数
の
概
念
は
漢
語
の
字
音
語
と
倭
語
の
数
詞
は
ど
ち
ら
も
用
い
る
と
み

な
せ
る
か
ら
分
か
り
や
す
い
。
と
こ
ろ
が
、「
雙
六
の
佐
叡
」
と
あ
る
「
雙

六
」
は
、
和
名
抄
で
は
「
須
久
呂
久
」
と
あ
り
、
諸
本
「
ス
ク
ロ
ク
」
だ

が
、
こ
れ
は
い
か
に
し
て
決
定
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

ま
ず
「
雙
」
は
、
「
所
江
切
」
（
『
大
広
益
会
玉
篇
』
『
広
韻
』
）、
外
転
第

三
疏
母
平
声
二
等
江
韻
（
『
韻
鏡
』
）
で
推
定
音
価
は/şɔŋ/

で
あ
る
。

韻
ng

尾
字
が
二
合
仮
名
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
「
當
都
心
」
（

・
二
四
三

た
ぎ
つ
こ
こ
ろ

11

二
）「
香
山
之
」（

・
二
五
九
）「
伊
香
山
」（

・
一
五
三
三
）「
鍾
礼
能
雨
」

か
ぐ
や
ま
の

い

か
ご
や
ま

し
ぐ
れ

の

あ

め

3

8

（

・
一
五
五
三
）
「
凝
敷
山
乎
」
（

・
三
〇
一
）
の
「
當
・
香
・
鍾
・

こ
ご
し
き
や
ま
を

8

3

凝
」
が
あ
る
が
、
地
名
訓
な
ど
を
含
め
る
と
添
加
さ
れ
る
母
音
要
素
は
狭

母
音
（/i/

、/u/

）
と
は
限
ら
な
い
。

韻
尾
字
は
後
世
の
字
音
仮
名
遣
い
で
は
「

ウ
」
「

ウ
」
の
い
ず

ng

a

o

れ
か
で
読
ま
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
字
音
假
字
用
格
』
で
は
江

韻
字
の
「
雙
・
双
・
淙
・
牕
・
窻
」
を
漢
音
サ
ウ
呉
音
ソ
ウ
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
地
名
訓
に
「
相
模
祢
乃
」（

・
三
三
六
二
）
と
あ
る
「
相
」

さ

が

む

ね

の

14

は
二
合
仮
名
で
サ
ガ
で
あ
る
。「
相
」
は
「
先
羊
切
」（
『
大
広
益
会
玉
篇
』
）

「
息
良
切
」
（
『
広
韻
』
）
、
内
転
第
三
十
一
開
平
声
重
紐
四
等
陽
韻
（
『
韻
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鏡
』
）
で
推
定
音
価
は/siaŋ/

と
み
ら
れ
、
サ
ガ
の
語
形
は

韻
尾
に
母
音/a/

ng

を
添
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
陽
韻
字
の
「
相
」
字
に
つ
い
て
「
韻
鏡
ニ
考

ル
ニ
、
第
二
等
ノ
字
ハ
漢
さ
う
呉
し
や
う
、
第
三
等
ノ
字
ハ
漢
呉
共
ニ
し

や
う
、
第
四
等
ノ
字
ハ
漢
し
や
う
呉
さ
う
也
。
大
氐
如
レ

此
、
然
レ
ド
モ

其
反
切
又
餘
ノ
牙
喉
半
舌
齒
等
音
ノ
字
ノ
例
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
右
ノ
如
キ
差

別
ナ
ク
、
凡
テ
漢
し
や
う
呉
さ
う
ナ
ル
ベ
キ
ナ
リ
」（
『
字
音
假
字
用
格
』
）

と
し
て
、
宣
長
は
唇
音
の
例
外
が
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
漢
音
シ
ヤ

ウ
、
呉
音
サ
ウ
だ
と
し
て
い
る

（
十
五
）

。
陽
韻
字
の
「
相
」
を
サ
ガ
と
読
む

な
ら
、
江
韻
字
の
「
雙
」
は
ソ
ガ
・
ス
ガ
に
な
り
そ
う
だ
が
地
名
訓
を
そ

の
ま
ま
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

韻
尾
字
の
仮
名
表
記
に
つ
い
て
は
奈
良
県
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
の
木
簡

ng
に
「
熊

汙
吾
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。「
熊
」
は
「
于
弓
切
」（
『
大

広
益
会
玉
篇
』
）
「
羽
弓
切
」
（
『
広
韻
』
）
、
内
転
第
一
平
声
三
等
于
母
東
韻

（
『
韻
鏡
』
）
で
音
価
推
定/ɥɪuŋ/

で
あ
る
。
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
「
熊

音
雄
」
（
名
義
抄
）
、
「
雄

音
熊
、
禾
オ

レ

ウ
」
（
同
）
と
「
レ
」
の

韻
尾

ng

符
号
が
あ
る
。
「
汙
吾
」
が
「
熊
」
字
の
原
音
へ
の
復
原
を
意
図
し
た
音

注
表
記
か
字
音
語
表
記
か
は
俄
に
決
し
が
た
い
け
れ
ど
も
、
二
合
仮
名
式

に
ウ
ゴ
・
ヲ
ゴ
と
読
む
可
能
性
が
あ
る
。

有
坂
秀
世
氏
は
カ
ー
ル
グ
レ
ン
の
指
摘
を
再
検
証
す
る
形
で
周
代
詩
賦

に
み
ら
れ
る
音
価
か
ら
そ
の
変
遷
過
程
を
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

「
「
雄
」
の
呉
音
ヲ
ウ
の
如
き
は
、
多
分
こ
のïuәng

又
は
そ
れ
か
ら
變
じ

たuәng

の
や
う
な
形
を
反
映
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
」（

十
六
）

（
三
二
四
頁
）
と
指
摘
す
る
。
前
掲
名
義
抄
の
よ
う
に
「
雄
」
の
推
定
音

価/uәng/

と
「
熊
」
が
同
音
な
ら
、
「
汙
吾
」
の
字
音
表
記
は
「
伊
香
山
」

い

か
ご
や
ま

「
凝
敷
山
乎
」
の
二
合
仮
名
の
例
に
照
ら
し
て/o/

の
添
加
に
よ
る
語
形

こ
ご
し

き
や

ま

を

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
木
簡
の
興
味
深
い
点
は
地
名
訓
で
の
臨

時
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
熊
」
単
字
の
字
音
で
「
汙
吾
」
と
す
る
点
に

あ
る
。

韻
尾
は
「
○
ゴ
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
と
も
に
、
前
述

ng

の
「
○
ガ
」
と
な
る
地
名
訓
や
、
狭
母
音/i//u/

を
添
加
し
た
二
合
仮
名
の

「
○
ギ
」
「
○
グ
」
も
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
「
六
」
は
「
力
竹
切
」
（
『
大
広
益
会
玉
篇
』
『
広
韻
』
）
、
内
転

第
一
入
声
三
等
屋
韻
（
『
韻
鏡
』
）
で
推
定
音
価/lıuk/

で
い
わ
ゆ
る
ク
入
声

字
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
入
声
三
等
屋
韻
の「
叔
」
は「
書
六
切
」
（『
大
広

益
会
玉
篇
』
）「
式
竹
切
」
（『
広
韻
』
）
で
推
定
音
価/ʃıuk/

で
あ
っ
て
、
借
音
仮
名

で
は「
叔
羅
河
」
（

・
四
一
八
九
）
と
あ
る
。
た
だ
し
、「
叔
」
字
は
神
宮
文
庫
本

し
く

ら

か
は

19

・
陽
明
文
庫
本
・
近
衛
本
の
本
文
で
、
元
暦
校
本
・
類
聚
古
集
（
別
筆
補
写
）
・

廣
瀬
本
の
次
点
本
を
は
じ
め
、
西
本
願
寺
本
・
温
故
堂
本
・
大
矢
本
な
ど「
升
」

も
し
く
は
そ
の
異
体
字
に
な
っ
て
い
る
。「
升
」
は「
識
蒸
切
」
（『
広
韻
』
）
内
転
第

四
十
二
平
声
三
等
蒸
韻
、
推
定
音
価/ʃıēŋ/

の

韻
尾
字
で
、
仮
名
表
記
で

ng

は
セ
グ
・
シ
グ
が
考
え
ら
れ
る
。
本
文
異
同
か
ら
は

韻
尾
字
が
後
世
の
字
音

ng

仮
名
遣
い
で「
○
ウ
」
で
表
記
さ
れ
る
に
及
ん
で
字
形
の
似
る「
叔
」
字
に
誤
写

し
た
か
、
も
と「
叔
」
字
を「
升
」
字
に
誤
写
し
た
か
が
考
え
ら
れ
る
が
、「
シ
ク

ラ
カ
ハ
」
の
語
に
対
応
す
る
表
記
と
し
て
は
、
も
と「
叔
」
で「
シ
ク
」
と
訓
じ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
韻
書
が
示
す
漢
音
で
み
た
場
合
の
推
定
で
あ
っ
て
呉
音

の
そ
れ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
か
ら
推
せ
ば「
六
」
は「
リ
ク
」
が
想
定
で
き

る
。
そ
う
す
る
と「
雙
六
」
は
ソ
ゴ
リ
ク
・
ス
ゴ
リ
ク
に
な
る
は
ず
だ
が
、
和
名
抄

や
平
安
期
に
確
認
で
き
る
語
形
と
し
て
は
ス
グ
ロ
ク
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
世

「
六
」
を「
音
陸

リ
ク
、
ロ
ク
」
（
名
義
抄
）
、「
ロ
ク
、
力
得
、
ム
ツ
、
カ
ラ
」
（『
法

リ
キ
ト
ク

華
経
音
義
』
明
覚
三
蔵
流
）
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
呉
音
で
は
ロ
ク
が
想
定
で
き

る
か
ら
、「
雙
六
」
に
は
ソ
グ
ロ
ク
・
ス
グ
ロ
ク
も
し
く
は
ソ
ゴ
ロ
ク
・
ス
ゴ
ロ
ク
の
語

形
が
和
読
と
し
て
は
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
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仮
に
音
価
が
正
し
い
と
し
て「
六
」
の/lıuk/

は
、
現
代
語
で
は「
リ
ュ
ク
」
も
し

く
は「
リ
ョ
ク
」
と
で
も
記
す
ほ
う
が
近
い
だ
ろ
う
が
、
当
時
は
字
音
の
拗
音
表

記
法
は
未
確
立
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
名
義
抄
が
示
す
よ
う
に
直
音
化
し
た「
リ

ク
」
も
し
く
は「
ロ
ク
」
の
い
ず
れ
か
が
考
え
ら
れ
る
。
中
国
語
の
原
音
が
あ
る
と

し
て
、
当
時
の
日
本
語
で
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
聞
い
た
か
と
い
う
点
と
、
さ
ら

に
ど
の
よ
う
に
仮
名
表
記
で
音
写
す
る
か
と
い
う
点
の
二
つ
の
評
価
軸
が
あ
る

が
、
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
後
者
の
表
記
結
果
だ
け
で
あ
る
。

前
掲
『
金
光
明
最
勝
王
経
音
義
』
（
大
東
急
本
）
に「
次
可
知
レ
ゝ
二
種
借

字
」
と
し
て「
香
カ
レ
」
な
ど
の

韻
尾
字
を
あ
げ
て「
件
レ
音
宇
ニ
ハ
異
也
。
可

ng

知
之
。
」
と
し
、「
天
テ
ゝ
」
な
ど

韻
尾
字
に「
件
ゝ
音
ム
ニ
ハ
異
也
。
可
知
之
。
」

n

と
あ
る
。

韻
尾
は
た
と
え
ば「
侵

志
牟
反
、
乎
加
須
」
と
あ
っ
て「
牟
」で
記

m

す
か
ら
、
三
内
撥
音
の
区
別
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
「
音

義
」
が
原
音
の
再
現
を
意
図
し
て
仮
名
に
よ
る
徹
底
し
た
仮
借
、
す
な
わ

ち
音
写
を
し
た
も
の
な
ら
「
カ
レ
」
「
テ
ゝ
」
は
「
中
国
語
字
音
の
表
音

的
表
記
体
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
語
で
の
「
字
音
語
」
の
表
記
体
で
は

な
い
。
あ
る
い
は
漢
字
音
の
複
層
化
に
よ
っ
て
古
層
の
漢
字
音
が
日
本
語

に
残
存
し
て
結
果
的
な
字
音
語
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
ろ
う
け
れ
ど

も
、
経
典
の
字
音
と
字
義
を
示
す
「
音
義
」
に
用
い
ら
れ
た
字
音
の
仮
名

表
記
を
、
そ
の
ま
ま
萬
葉
集
の
和
歌
の
そ
れ
と
同
質
と
み
な
す
こ
と
は
躊

躇
さ
れ
る

（
十
七
）

。
こ
の
点
で
は
前
の
音
義
木
簡
も
そ
れ
が
経
典
の
「
音
義
」

と
し
て
漢
語
の
字
音
を
仮
名
で
音
写
し
た
だ
け
な
ら
、
倭
語
化
し
て
い
る

こ
と
の
確
実
な
証
左
に
は
な
ら
な
い
。

中
国
語
の
字
音
は
仮
名
で
音
写
し
た
時
点
で
は
表
音
表
記
な
が
ら
、
そ

の
音
写
表
記
体
が
漢
字
原
音
へ
の
復
原
を
表
し
て
い
る
の
な
ら
、
た
と
え

仮
名
表
記
で
あ
っ
て
も
中
国
語
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国

語
母
語
者
が
外
国
語
の
固
有
名
を
仮
借
で
表
記
し
た
場
合
に
漢
字
を
用
い

て
い
て
も
結
局
は
外
国
語
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
同
様
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
音
写
表
記
体
が
音
写
語
形
の
ま
ま
日
本
語
の
語
彙
と

し
て
取
り
込
ま
れ
る
と
、
そ
れ
は
〔
倭
語
化
し
た
中
国
語
〕
で
あ
っ
て
日

本
語
で
あ
る
。
「
音
義
」
に
み
ら
れ
る
「
レ
（

）
」
「
ゝ
（

）」
の
特
殊

ng

n

音
符
号
は
音
節
文
字
と
し
て
そ
の
テ
キ
ス
ト
内
で
特
定
の
音
声
記
号
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
弁
別
的
に
な
る
「
ウ
」
や
「
ム
」
は
仮
名
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
表
記
体
の
属
性
と
し
て
音
声
記
号
の
性
質
が
付
与
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

漢
字
の
原
音
を
「
仮
名
」
で
音
写
す
る
に
は
、
既
に
仮
名
が
存
在
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
仮
名
は
「
字
音
語
」
を
経
由
し
て
い

る
と
も
考
え
た
。
こ
こ
に
最
初
の
「
仮
名
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し

た
の
か
と
い
う
問
い
が
あ
り
得
る
。
字
音
語
は
仮
名
表
記
さ
れ
て
い
る
と

い
う
場
合
に
循
環
論
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。こ

の
点
は
仮
名
の
生
成
が
固
有
名
表
記
か
ら
生
じ
る
こ
と
と
関
係
し
て

い
る

（
十
八
）

。
中
国
語
の
仮
借
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
た
日
本
語
の
固
有
名
は

用
い
ら
れ
た
漢
字
の
声
調
を
含
め
て
音
写
表
記
体
だ
が
、
そ
れ
を
受
容
す

る
日
本
語
母
語
者
か
ら
す
れ
ば
日
本
語
の
表
記
で
あ
る
か
ら
、
固
有
名
表

記
は
表
記
属
性
（encode

）
と
し
て
中
国
語
と
日
本
語
の
二
重
措
定
を
受

け
る
。
固
有
名
表
記
は
受
容
す
る
日
本
語
母
語
者
に
と
っ
て
は
そ
の
漢
字

の
声
調
と
韻
尾
等
を
捨
象
し
て
、
日
本
語
の
音
節
音
を
表
記
し
た
文
字
列

へ
と
変
換
す
る
契
機
に
な
る
と
と
も
に
、
原
理
的
に
も
仮
借
と
仮
名
が
交

錯
す
る
結
節
点
で
あ
る
。
書
紀
歌
謡
の
仮
借
表
記
は
、
歌
と
い
う
言
語
芸

術
を
漢
字
に
よ
っ
て
音
節
単
位
で
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
字
列
は
仮
借

字
の

encode
に
し
た
が
っ
て
字
音
声
調
に
よ
っ
て
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン

ト
を
表
示
し
て
も
い
る
。
け
れ
ど
も
、
日
本
書
紀
と
い
う
中
国
語
の
表
記
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体
属
性
を
外
し
て
、
古
事
記
や
萬
葉
集
の
日
本
語
の
表
記
体
属
性
で
読
み

込
め
ば
仮
借
表
記
は
仮
名
表
記
に
置
換
さ
れ
る
。
恐
ら
く
は
中
国
語
へ
の

翻
訳
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
、
固
有
名
の
語
群
と
文
体
と
し
て
の
歌
謡
や
和
歌

と
い
っ
た
律
文
や
韻
文
の
存
在
が
仮
借
か
ら
仮
名
へ
の
変
換
の
契
機
に
な

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
語
や
歌
の
表
記
体
に
つ
い
て
の
表

記
属
性
の
変
換
で
あ
る
か
ら
、
表
記
中
の
個
々
の
漢
字
に
日
本
語
の
音
節

音
を
充
て
て
ゆ
く
作
業
と
、
そ
の
漢
字
が
表
す
漢
語
に
対
す
る
日
本
語
で

の
読
み
方
（
訓
読
結
果
）
が
共
有
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
、
漢
字
の

encode

を
一
足
飛
び
に
「
仮
名
」
へ
と
変
換
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
し
て
仮
借
か
ら
仮
名
へ
の
表
記
体
変
換
の
馴
致
か
ら
漢
字
に
そ
の
両
面

が
あ
る
こ
と
が
共
有
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
漢
字
音
を
「
仮
名
」
で
音
写
で

き
る
こ
と
に
な
る
。
音
義
木
簡
の
「
汙
吾
」
が
な
お
確
証
に
乏
し
い
の
は
、

二
合
仮
名
式
の
表
記
か
ら
文
字
の

encode
が
仮
名
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
が
、
全
体
と
し
て
の
表
記
属
性
が
原
音
の
音
写
表
記
な
の
か
訓
読
に

よ
る
字
音
語
の
仮
名
表
記
な
の
か
が
確
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
後
世
の
『
落
葉
集
』
に
み
ら
れ
る
漢
字
音
の
開
合
の
書
き
分
け

や
、
『
節
用
集
』
（
伊
勢
本
・
印
度
本
）
の
字
音
仮
名
遣
い
の
揺
れ

（
十
九
）

に

み
ら
れ
る
字
音
の
表
音
的
表
記
（
中
国
字
音
の
音
写
表
記
）
に
あ
っ
て
も
、

慣
用
的
な
字
音
仮
名
遣
い
と
当
時
の
字
音
に
照
ら
し
た
表
音
的
表
記
が
あ

る
こ
と
と
通
底
す
る
。

右
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
萬
葉
集
の
和
歌
表
記
の
字
音
語
に
つ
い
て
は
表

記
属
性
と
し
て
日
本
語
の
仮
名
表
記
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
一
次
資

料
に
す
る
他
は
手
だ
て
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
合
仮
名
の
韻
尾
添
加
母
音
に
つ
い
て
尾
山
慎
（
二
〇
一
九
）
は
、

韻
尾
及
び
漢
字
原
音
の
韻
母
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
付
加
母
音
は
イ

で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
付
加
母
音
が
同
じ
イ
で
も
甲
乙
が
統
一

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
後
位
音
節

と
甲
乙
の
結
び
つ
き
は
、
音
韻
的
な
因
果
関
係
で
説
明
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
（
二
〇
〇
頁
）

と
述
べ
、甲
類
と
乙
類
で
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
は
表
す
語
句
に
あ
わ
せ
て
韻
尾
字
を
訓
読
で
き
る
こ
と
を
示
す
。
別

の
見
方
を
す
れ
ば
韻
尾
字
に
は
仮
名
表
記
さ
れ
得
る
複
数
の
字
音
語
が
あ

っ
た
と
も
い
え
る
が
、
し
か
し
尾
山
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
合
仮
名

の
第
二
音
節
の
甲
乙
が
語
に
よ
っ
て
振
り
分
け
ら
れ
る
点
は
仮
名
表
記
の

運
用
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、
語
の
表
記
体
に
よ
る
表
語
性
が
、
個
々
の
文

字
の
標
準
的
な
訓
み
方
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
上
代
語
の
「
字
音
語
」
を
考
え
る
場
合
、

、
、
、
、

次
の
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
借
音
仮
名
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

そ
の
訓
み
（
語
形
）
で
「
字
音
語
」
の
表
記
体
を
形
成
し
て
い
る
と
見
な

せ
る
。
借
音
仮
名
は
「
字
音
語
」
に
由
来
す
る
た
め
、
同
一
字
に
は
二
合

仮
名
と
略
音
仮
名
の
よ
う
に
複
数
の
字
音
（
訓
）
が
許
容
さ
れ
る
が
、
借

音
仮
名
の
運
用
に
あ
っ
て
頻
用
に
伴
う
標
準
的
な
字
音
の
範
列
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
仮
名
表
記
に
あ
っ
て
は
語
の
表
記
体
の
表
語
性
が
優
先
さ
れ

る
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
上
代
語
の
「
雙
六
」
は
遊
戯

名
を
指
す
固
有
名
詞
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
訓
読
に
は
「
雙
」
「
六
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の
字
音
語
の
組
み
合
わ
せ
が
可
能
だ
が
、
「
雙
六
」
に
対
す

る
語
の
表
記
体
が
優
先
さ
れ
る
た
め
、
後
世
の
例
に
照
ら
し
て
ソ
グ
リ
ク

・
ソ
ゴ
リ
ク
・
ス
グ
リ
ク
は
斥
け
ら
れ
て
、
上
代
語
で
も
ス
グ
ロ
ク
・
ス

ゴ
ロ
ク
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
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「
佐
叡
」
と
い
う
表
記
体

7

次
に
「
佐
叡
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
題
詞
に
は
「
雙
六
頭
」
と

あ
る
だ
け
で
、
も
と
の
漢
字
が
何
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
骰
子
・
賽

子
の
意
な
ら
ば
「
賽
」
字
で
あ
ろ
う

（
二
十
）

。
「
賽
」
は
「
先
再
切
」
（
『
大

広
益
会
玉
篇
』
）
「
先
代
切
」
（
『
広
韻
』
）
、
外
転
第
十
三
開
去
声
一
等
代
韻

で
推
定
音
価/sәi/
で
あ
る
。
同
じ
去
声
一
等
代
韻
字
の
「
愛
・
代
」
は

「
伊
麻
勿
愛
弖
之
可
」（

・
八
〇
六
）「
伊
積
流
萬
代
尓
」（

・
一
七
）

い

ま

も

え

て

し

か

い

つ
も

る

ま

で

に

5

1

と
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ア
行
の
エ
、
デ
の
仮
名
で
用
い
ら
れ
る
。
同
じ
く
「
耐

・
慨
」
は
書
紀
訓
注
に
「
可
美
真
手
、
此
云
于
魔
詩
莽
耐
」
（
神
武
即
位

う

ま

し

ま

て

前
紀
・
戊
午
年
十
二
月
）
、
「
等
弭
箇
慨
梨
」
（
紀

）
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ

と

び

か

け

り

60

れ
テ
・
ケ
乙
類
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
「
賽
」
も
セ
と
な
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
が
、
和
名
抄
に
は
「
雙
六
采
」
に
対
し
て
「
頭
子

雙

六
乃
佐
以
」
と
あ
り
、
名
義
抄
に
は
「
頭
子

雙
六
ノ
サ
エ
」
と
あ
る
。

「
叡
」
は
「
以
苪
切
」（
『
大
広
益
会
玉
篇
』
・
『
広
韻
』
に
は
同
音
「
鋭
」

の
小
韻
字
）
で
外
転
第
十
六
合
去
声
重
紐
四
等
祭
韻
で
推
定
音
価/jiuɛi/

で
あ
る
。「
氷
丹
左
叡

渡

」（

・
三
二
八
一
）
や
、
書
紀
訓
注
の
「
肖
、

ひ

に

さ

え

わ
た
り

13

此
云
阿
叡
」
は
類
似
す
る
意
の
ア
ユ
下
二
段
活
用
の
連
用
形
語
尾
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
賽
」
の
字
音
が/sәi/

な
ら
ば
仮
名
表
記
は

和
名
抄
の
「
佐
以
」
の
音
注
は
あ
り
得
る
。
こ
れ
が
倭
語
と
し
て
「
サ
イ
」

に
な
っ
た
の
な
ら
前
接
母
音
の
順
行
同
化
か
ら
「
サ
エ
」
語
形
が
推
定
で

き
る
。
代
韻
字
「
愛
・
代
・
耐
・
慨
」
な
ど
の
韻
母/әi/

は
一
音
節
エ
列

え

で

て

け

音
（
理
論
上
は
乙
類
相
当
）
に
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
サ

イ
∨
サ
エ
の
エ
へ
の
同
化
現
象
は
声
母
の
な
い
「
愛
」
同
様
に
ア
行
の
エ

が
期
待
さ
れ
る
が
、
「
佐
叡
」
表
記
で
は
ヤ
行
の
エ
に
な
っ
て
い
る
。
あ

る
い
は
母
音
連
続
を
避
け
る
た
め
に
ヤ
行
子
音/j/

の
挿
入
が
あ
り
得
た
と

す
れ
ば/sәji/

の
よ
う
に
ヤ
行
の
イ
を
含
む
「*

サ
イ
」
語
形
に
な
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
二
合
仮
名
式
に/e/

の
母
音
添
加
を
想
定
し
て/sә

・

ie/

と
二
音
節
に
開
い
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
操
作
は
漢
字
音

の
音
写
と
は
言
い
が
た
い
。
同
韻
字
の
仮
名
の
類
例
か
ら
推
せ
ば
「
賽
」

「
采
」
を
セ
と
訓
む
こ
と
も
で
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
サ
エ
・

サ
イ
の
語
で
存
在
し
て
い
る
。

音
義
木
簡
の
「
熊

汙
吾
」
が
漢
字
音
を
仮
名
に
よ
っ
て
仮
借
表
記
を

行
っ
て
い
る
と
み
れ
ば
音
写
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
汙
吾
」
表
記

か
ら
「
熊
」
の
語
（
訓
）
に
返
す
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
「
汙
吾
」
は

音
訳
さ
れ
た
表
語
表
記
体
で
も
あ
っ
て
「
字
音
語
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
賛

田
須
久
」
と
あ
る
場
合
に
「
田
須
久
」
が
「
訓
読
語
」
だ
と
い
う
の
と

同
じ
意
味
で
あ
る
。
字
音
語
と
は
漢
字
の
音
写
語
で
は
な
く
、
漢
語
の
音

、
、

、

訳
語
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
倭
語
に
も
動
物
の
「
熊
」
の
概

、念
を
表
す
語
は
あ
る
が
、
「
熊
」
と
い
う
中
国
語
の
表
語
文
字
が
日
本
語

の
「
ク
マ
」「
汙
吾
」
と
い
う
表
象
に
対
す
る
意
味
と
し
て
機
能
す
る
と
、

訓
読
語
と
字
音
語
は
同
一
漢
字
に
お
い
て
表
語
表
記
体
を
形
成
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
音
義
」
類
が
音
写
に
よ
っ
て
原
音
に
復
原

す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
と
す
れ
ば
右
の
見
立
て
は
仮
説
に
す
ぎ
な
い

け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
字
音
由
来
で
あ
り
な
が
ら
表
語
表
記
体
に
な
っ
て

い
る
「
佐
叡
」
の
表
記
か
ら
は
、
当
時
の
「
賽
」
「
采
」
の
原
音
の
位
相

と
し
て*/sәiɛ/

の
よ
う
な
音
価
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
日
本
語
内
部
の

音
韻
規
則
へ
の
適
応
に
よ
っ
て
二
音
節
語
を
維
持
し
つ
つ
倭
語
化
し
た
外

来
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
賽
」「
采
」
と
「
佐

叡
」
は
そ
れ
ぞ
れ
訓
字
表
記
と
仮
名
表
記
と
し
て
表
語
的
表
記
体
だ
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
前
掲
【
図

】
で
い
え
ば
ⅱ
と
ⅲ
に
該
当
す
る
。

2

「
佐
叡
」
表
記
の
訓
を
「
サ
エ
」
と
す
る
の
は
そ
の
古
葉
略
類
聚
鈔
で
、
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廣
瀬
本
「
サ
井
」
、
尼
崎
本
な
ど
他
の
諸
本
が
皆
「
サ
イ
」
と
訓
じ
て
い

る
の
は
、
字
音
語
の
「
サ
イ
」
（
賽
・
采
）
あ
る
い
は
語
句
と
し
て
「
ス

グ
ロ
ク
ノ
サ
イ
」
が
す
で
に
あ
っ
た
か
ら
で
、
「
雙
六
乃
佐
叡
」
の
背
後

に
漢
語
「
雙
六
賽
」
「
雙
六
采
」
（
「
雙
六
頭
子
」
）
の
表
語
性
を
認
め
て
そ

の
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
古
葉
略
類
聚
鈔
の
よ
う
に
「
サ
エ
」
で
訓
む

の
は
仮
名
表
記
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
「
サ
イ
」
語
形
を
漢
語
と
み
て
い

た
と
す
れ
ば
、
倭
語
と
し
て
の
「
サ
エ
」
も
し
く
は
「
雙
六
ノ
サ
エ
」
と

み
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
萬
葉
集
に
お
い
て
は
「
佐
叡
」
は
「
賽
」

「
采
」
の
音
訳
語
と
し
て
字
音
語
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

萬
葉
集
の
「
字
音
語
」
の
訓
を
考
え
る
上
で
は
、
後
世
の
「
字
音
仮
名

遣
い
」
に
照
ら
し
て
漢
音
読
み
か
呉
音
読
み
か
と
い
っ
た
揺
れ
が
生
じ
る
。

題
詞
や
序
、
左
注
の
類
は
奈
良
時
代
末
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、
漢
音
で
読

む
と
し
て
、
一
方
で
和
歌
本
文
で
は
呉
音
で
読
む
と
い
っ
た
こ
と
が
方
法

と
し
て
は
あ
り
得
る
。
漢
語
文
と
し
て
記
し
た
も
の
は
当
時
の
規
範
的
な

字
音
で
読
ま
れ
た
は
ず
だ
と
い
う
の
は
一
つ
の
見
方
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
入
声
や
撥
音
、
あ
る
い
は
介
音
を
含
む
日
本
語
で
の
拗
音
な
ど
を
ど

の
よ
う
に
訓
読
す
る
か
と
い
う
点
は
常
に
残
る
。こ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
「
仮

借
」
か
ら
「
仮
名
」
へ
と
い
う
わ
た
り
が
ど
の
よ
う
に
果
た
さ
れ
た
の
か

と
い
う
問
い
に
連
続
し
て
い
る
。「
借
音
仮
名
」
と
い
う
時
の
「
音
」
は
、

何
を
借
り
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
固
有
名
詞
を
介
し
て
漢

字
音
に
よ
る
仮
借
は
日
本
語
の
音
節
音
と
し
て
の
仮
名
へ
と
移
行
で
き
る

よ
う
に
み
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
和
歌
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
に

は
、
音
図
や
以
呂
波
歌
の
よ
う
な
仮
名
の
一
覧
が
必
要
に
な
る
。
固
有
名

詞
の
よ
う
な
「
語
」
を
表
記
し
た
も
の
に
自
ら
の
音
節
を
文
字
単
位
に
当

て
嵌
め
て
、
そ
れ
が
音
節
単
位
の
表
記
で
あ
る
こ
と
を
言
葉
と
文
字
（
表

記
）
の
間
に
規
則
化
（
表
記
体
化
）
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

現
代
の
我
々
は
仮
名
と
音
節
の
対
応
を
知
っ
て
い
る
か
ら
開
音
節
構
造
で

理
解
す
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
自
分
の
発
音
の
ど
の
部
分
が
ど
の
文
字

に
対
応
す
る
か
は
直
ち
に
分
か
ら
ず
、
固
有
名
詞
表
記
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
経
典
類
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
単
字
に
ば
ら
し
て
個
々
の
漢
字
漢
語
の
読

み
方
を
確
定
す
る
あ
り
方
を
、
仮
借
か
ら
仮
名
へ
の
過
程
に
置
け
ば
、「
字

音
語
」
は
少
な
く
と
も
訓
読
さ
れ
た
日
本
語
と
い
う
位
置
に
あ
っ
た
と
み

る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
借
音
仮
名
で
書
か
れ
た
和
歌
は
「
字
音
語
」
が

仮
借
の
用
法
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
全
て
の
仮

名
が
一
覧
さ
れ
る
必
要
は
な
い
が
、
頻
用
の
漢
字
に
お
け
る
韻
類
や
介
音

の
和
読
に
雛
型
（
仮
名
用
法
）
に
な
る
も
の
が
で
き
れ
ば
、
あ
と
は
諧
声

系
列
を
頼
り
に
類
推
に
よ
っ
て
仮
名
用
法
が
他
の
漢
字
を
包
摂
し
て
ゆ
く

と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
の
諧
声
系
列
か

ら
外
れ
て
い
て
も
六
書
風
に
会
意
か
ら
声
符
の
類
同
性
に
寄
り
か
か
っ
た

「
二
次
諧
声
符
」（

二
十
一
）

を
用
い
た
選
択
が
あ
る
の
も
あ
る
い
は
そ
の
現
れ

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
字
音
語
の
訓
の
確
定
に
は

字
音
語
由
来
の
借
音
仮
名
を
指
標
に
で
き
る
」
と
い
う
見
方
は
い
か
に
も

循
環
論
的
で
あ
る
。
仮
名
の
読
み
方
を
絶
対
視
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
念

が
拭
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
借
音
仮
名
は
和
読
さ
れ

た
字
音
語
の
仮
借
運
用
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」
と
い
う
補
助
線
を
引

け
ば
「
既
に
借
音
仮
名
で
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
結
果
的
事
実
が
少

な
か
ら
ず
字
音
語
の
訓
を
考
え
る
支
え
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え

に
基
づ
く
。
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以
上
、
未
解
決
の
課
題
が
な
お
多
い
が
、
仮
借
か
ら
仮
名
へ
の
問
題
を

紐
解
く
覚
書
と
し
て
述
べ
た
。
い
ず
れ
修
正
も
し
再
検
討
も
す
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

［
引
用
文
献
］（
他
は
本
文
中
に
注
記
し
て
い
る
）

乾

善
彦
（
二
〇
一
七
）『
日
本
語
書
記
用
文
体
の
成
立
基
盤
』（
塙
書
房
）

尾
山

慎
（
二
〇
一
九
）『
二
合
仮
名
の
研
究
』（
和
泉
書
院
）

中
田
祝
夫
（
一
九
五
四
）『
古
點
本
の
国
語
学
的
研
究

総
論
編
』（
講
談
社
）

柳
田
征
司
（
一
九
九
三
）
『
室
町
時
代
語
を
通
し
て
見
た
日
本
語
音
韻
史
』（
武
蔵

野
書
院
）

［
付
記
］

本
稿
は
奈
良
女
子
大
学
古
代
学
・
聖
地
学
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
第

回
若
手
研

18

究
者
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
〇
二
二
年
度
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。

同
報
告
集
と
一
部
内
容
が
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
。
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
內
田

賢
德
氏
、
金
文
京
氏
、
尾
山
慎
氏
、
松
江
崇
氏
よ
り
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
。

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

な
お
本
研
究
は
基
盤
研
究

「
古
代
日
本
語
の
訓
詁
と
表
記
体
の
研
究
」
（
課

C

題
番
号20K

00645

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

［
注
］

（
一
）
『
周
易
』
の
「
火
天
大
有
」
に
「
大
象
、
火
天
上
に
在
る
は
大
有
な
り
。

君
子
以
て
悪
を
遏
め
善
を
揚
げ
、
天
の
休
命
に
順
ふ
」
と
あ
る
。
集
註
に

と
ど

し
た
が

「
天
命
之
性
有
レ

善
無
レ

悪
故
遏
レ

悪
揚
レ

善
者
正
。
所
二

以
順
天
之
美
命
一

也
」

（
『
周
易
集
註
』
巻
四
）
と
い
っ
た
文
脈
で
、「
嵯
峨
」
か
ら
「
性
」
を
想
定

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
帝
と
し
て
は
篁
に
「
順
天
之
美
命
」
を
語
ら
せ
た
か

っ
た
の
に
、
「
さ
が
な
い
」
回
答
に
腹
を
立
て
る
と
い
う
趣
向
な
が
ら
、
最

後
に
赦
免
す
る
こ
と
で
嵯
峨
帝
の
徳
を
称
揚
し
て
も
い
る
。

（
二
）
「
漏
」
は
「
名
草
漏
」（

・
五
〇
九
）「
迦
具
漏
伎
可
美
尓
」（

・
八
〇

な

ぐ
さ
も
る

か

ぐ

ろ

き

か

み

に

4

5

四
）
の
よ
う
に
萬
葉
集
で
は
借
訓
仮
名
「
モ
ル
」
、
借
音
仮
名
「
ロ
」
甲
類

に
用
い
る
。
当
該
表
記
で
は
「
慕
」
に
訓
み
添
え
て
「
コ
ヒ
ツ
ツ
」
と
し
、

「
漏
寝
」
を
「
モ
ネ
ン
」
と
訓
じ
る
と
お
ぼ
し
い
。

（
三
）
森
博
達
（
一
九
九
一
）
『
古
代
の
音
韻
と
日
本
書
紀
の
成
立
』
（
大
修
館
書

店
）
に
依
る
。
な
お
森
氏
の
説
を
承
け
て
そ
の
字
音
声
調
と
書
紀
古
訓
に
み

ら
れ
る
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
整
合
性
を
検
証
し
た
も
の
に
、
高
山
倫
明
（
二
〇

一
二
）
『
日
本
語
音
韻
史
の
研
究
』（
ひ
つ
じ
書
房
）
が
あ
る
。
森
氏
の
書
紀

区
分
論
に
お
け
る
α
群
・
β
群
に
お
い
て
こ
れ
が
表
記
体
と
し
て
の
価
値
差

（
新
体
と
古
体
と
い
っ
た
差
）
を
伴
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
α
群

と
β
群
の
表
記
体
差
が
保
持
さ
れ
た
背
景
の
検
証
は
な
お
必
要
だ
が
、
高
山

氏
に
よ
っ
て
書
紀
歌
謡
の
仮
借
表
記
と
し
て
の
性
格
は
ほ
ぼ
動
か
し
が
た
い

事
実
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

（
四
）
中
田
氏
の
「
漢
文
音
讀
の
消
長
」
仮
説
は
古
く
「
音
讀
」
（
直
読
）
に
よ

る
字
音
語
が
多
数
存
在
し
た
こ
と
を
理
論
的
に
予
測
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
主
張
の
意
図
は
「
宣
長
の
「
お
ほ
か
た
奈
良
の
こ
ろ
な
ど
ま
で
は
、
よ
ろ

づ
の
名
稱
な
ど
も
、
字
音
な
が
ら
唱
ふ
る
こ
と
は
、
を
さ
ゝ
ゝ
な
か
り
き
。

漢
籍
を
よ
む
に
も
、
よ
ま
る
る
か
ぎ
り
は
訓
に
よ
み
き
」
（
記
傳
、
訓
法
の

事
）
と
い
ふ
の
も
、
必
ず
し
も
全
體
的
に
は
あ
た
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
を
知
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
九
五
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
上
代
に
は
字
音
語

が
な
か
つ
た
」
（
九
四
四
頁
）
と
す
る
当
時
の
従
来
説
を
誤
謬
だ
と
論
断
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

（
五
）
ま
た
「
次
可
知
聲
」
と
あ
る
字
音
声
調
に
つ
い
て
も
「
和
音
上
聲
去
聲
□

□
相
通
」
と
あ
る
。
欠
損
部
は
残
っ
た
旁
か
ら
「
随
便
」
も
し
く
は
「
随
使
」
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と
み
ら
れ
る
。
「
和
音
」
で
は
上
声
と
去
声
が
場
合
に
よ
っ
て
相
通
す
る
と

い
う
の
な
ら
ば
、
同
書
以
呂
波
歌
に
も
あ
る
ア
ク
セ
ン
ト
表
示
に
関
わ
っ
て

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
漢
字
原
音
の
あ
り
方
と
差
異
が
あ
る
こ
と
に
自

覚
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
「
レ
」
「
ゝ
」
で
代
用
し
た
が
、
他

に
字
音
表
記
に
の
み
見
え
る
符
号
的
な
仮
名
は
「
我
」「
土
」
が
あ
り
、「
恒

我
レ
」
「
童

土
レ
」
な
ど
と
あ
る
。
築
島
裕
氏
は
『
金
光
明
最
勝
王
經

音
義
』
（
古
辞
書
音
義
集
成
巻

）
解
題
の
中
で
「
レ
」
を
「
ン
」
に
翻
刻

12

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
音
素
符
号
相
当
の
仮
名
運
用
と
み
て
右
の
よ
う
な
代

用
字
を
用
い
た
。

（
六
）
湯
沢
質
幸
（
一
九
九
六
）
『
日
本
漢
字
音
史
論
考
』
（
勉
誠
社
）
六
三
～
六

八
頁
に
当
該
七
二
〇
年
詔
に
関
す
る
先
行
研
究
の
ま
と
め
と
湯
沢
氏
の
解
釈

が
示
さ
れ
て
い
る
。
湯
沢
氏
は
「
非
難
の
対
象
が
新
た
に
作
ら
れ
た
「
別
音
」
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
正
統
な
音
か
ら
外
れ
た
「
余
音
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
教
授
す
べ
き
音
が
伝
統
的
な
し
か
る
べ
き
音
即
呉
音
だ
っ
た
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
ど
う
見
て

も
長
年
使
用
し
て
き
し
か
る
べ
き
音
を
、
自
分
勝
手
な
「
方
法
」
で
も
っ
て

（
マ
マ
）

作
り
上
げ
た
「
別
音
」
だ
と
か
「
余
音
」
だ
と
か
と
朝
廷
が
呼
ん
だ
と
は
考

え
が
た
い
」（
六
七
頁
）
と
し
、
従
来
の
「
別
音
」「
餘
音
」
が
呉
音
そ
の
も

の
を
指
す
と
い
う
見
方
を
排
し
て
、
し
か
る
べ
き
呉
音
系
読
誦
音
の
規
範
か

ら
離
れ
た
音
を
「
別
音
」
「
餘
音
」
と
称
し
て
い
る
の
だ
と
明
確
に
指
摘
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
天
平
六
年
（
七
三
三
）
に
は
出
家
者
の
資
格
に
関
連
し

て
「
今
よ
り
以
後
、
道
俗
を
論
は
ず
、
唯
法
花
経
一
部
、
或
い
は
最
勝
王

た
だ

経
一
部
を
闇
誦
し
、
兼
ね
て
礼
仏
を
解
し
、
浄
行
三
年
以
上
の
者
を
取
り
て

そ
ら
に

得
度
せ
し
め
ば
、
学
問

弥

長
し
」
（
天
平
六
年
十
一
月
二
十
一
日
『
続
日

い
よ
い
よ

本
紀
』
）
と
あ
り
、
後
の
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
に
は
「
制
、
今
よ
り
以

後
、
漢
音
を
習
ふ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
得
度
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
」
（
延
暦
十

二
年
四
月
丙
子
『
日
本
紀
略
』
）
と
い
う
詔
が
出
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
す
れ

二
十
八
日

ば
読
誦
音
の
性
質
に
は
な
お
課
題
が
残
る
と
は
い
え
、
当
該
の
「
別
音
」「
餘

音
」
に
つ
い
て
は
湯
沢
氏
に
従
う
。

（
七
）
も
ち
ろ
ん
全
く
の
外
国
語
（
原
音
通
り
に
発
音
さ
れ
る
語
）
が
混
入
し
て

い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
語
形
は
仮
名
表
記
で
は
写
像

で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
享
受
上
に
無
訓
の
ま
ま
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
日
本
語
化
し
て
取
り
込
ん
で
き
た
方
式
」
が
訓
読
さ

れ
た
字
音
語
で
あ
ろ
う
と
の
見
立
て
か
ら
述
べ
て
い
る
。

（
八
）
漢
字
音
の
問
題
に
関
連
し
て
、
日
本
語
が
モ
ー
ラ
言
語
で
あ
っ
た
可
能
性

に
つ
い
て
は
す
で
に
木
田
章
義
氏
に
よ
っ
て
指
摘
が
あ
る
。

木
田
章
義
（
一
九
八
八
）
「
日
本
語
の
音
節
構
造
の
歴
史

―
「
和
語
」

と
「
漢
語
」

―
」（『
漢
語
史
の
諸
問
題
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）

木
田
章
義
（
一
九
九
四
）
「
「
音
節
構
造
の
歴
史
」

補
説
」
（
『
国
語
学
』

号
）

178木
田
章
義
（
一
九
九
八
）「
音
節
と
モ
ー
ラ
」（
『
音
声
研
究
』

巻

号
）

2

1

和
語
だ
け
の
世
界
な
ら
こ
れ
で
問
題
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
大
量
の

特
殊
音
を
含
む
漢
語
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
音
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま

え
ば
単
語
の
区
別
が
で
き
な
く
な
る
。

漢
語
が
浸
透
し
始
め
る
と
、

特
殊
音
を
明
瞭
に
発
音
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
た
め

に
は
特
殊
音
を
他
の
音
節
と
同
じ
重
み
で
発
音
す
る
し
か
方
法
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
の
日
本
語
が
モ
ー
ラ
構
造
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
―
中
略
―
文
字
の
普
及
や
漢
語
の
日
常
語
へ
の
浸
透
な
ど
、

ま
だ
ま
だ
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
く
残
っ
て
い

る
。
音
節
構
造
の
問
題
は
こ
う
い
う
周
辺
部
分
の
考
察
も
重
要
で
あ

る
。
こ
の
問
題
は
音
韻
論
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
音
素
論
の
よ
う
な

抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
（
木
田
（
一
九
九
八
））
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と
あ
る
。
萬
葉
集
の
字
余
り
を
観
察
し
て
も
、
か
り
に
諸
氏
の
い
う
シ
ラ
ビ

ー
ム
な
る
構
造
が
、
仮
名
を
含
め
て
支
配
的
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
も
っ
と
多

様
な
字
余
り
句
が
形
成
さ
れ
得
た
は
ず
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
句
中
に
母

音
音
節
を
含
む
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
も
と
よ
り
唱
詠
法

に
関
わ
る
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
和
歌
の
定
型
が
事
実
上
句
中
の
文
字

数
で
把
握
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
既
に
モ
ー
ラ
構
造
が
露
出
し
て
も
い
る
。
さ

ら
に
一
字
一
音
を
基
調
と
す
る
仮
名
と
い
う
表
記
単
位
が
あ
り
、
そ
の
中
に

ど
う
い
う
わ
け
か
聴
き
取
れ
た
漢
字
音
の
韻
尾
を
二
合
仮
名
に
す
る
運
用
が

あ
る
一
方
で
、
そ
の
韻
尾
を
削
除
し
て
略
音
仮
名
で
運
用
す
る
こ
と
も
許
容

し
て
い
る
。
音
節
の
な
い
言
語
は
存
在
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
我
々
が
観

察
で
き
る
書
記
言
語
資
料
に
照
ら
せ
ば
上
代
に
は
モ
ー
ラ
が
あ
る
と
み
て
も

大
き
く
誤
ら
な
い
。
た
だ
し
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
に
関
連
し
て
書
き
分
け
が

ア
ク
セ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
重
母
音
表

記
を
前
提
に
し
た
字
母
選
択
に
よ
る
書
き
分
け
で
あ
る
の
な
ら
、
あ
る
い
は

シ
ラ
ビ
ー
ム
な
る
構
造
が
あ
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ
の
あ
た
り
は

木
田
氏
が
い
う
よ
う
に
周
辺
部
分
の
考
察
が
重
要
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
モ
ー

ラ
が
あ
っ
た
と
み
る
ほ
う
が
矛
盾
が
少
な
い
が
、
木
田
予
測
の
検
証
は
日
本

語
の
音
韻
史
と
表
記
史
の
結
節
点
を
考
え
る
上
で
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
九
）
大
野
晋
（
一
九
五
三
）
『
上
代
仮
名
遣
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
）
が
、
仮
名

用
法
を
漢
字
音
の
相
違
か
ら
解
決
す
る
こ
と
へ
の
疑
義
を
呈
し
た
吉
澤
義
則

（
一
九
四
八
）
「
國
語
研
究
へ
の
提
言
」
（
『
國
語
学
』

号
）
を
批
判
す
る

1

言
説
は
時
代
性
を
思
え
ば
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
大
野
氏
の
い
う

よ
う
な
「
所
謂
假
名
遣
と
い
ふ
問
題
は
、
或
る
權
威
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た

規
範
に
従
ふ
と
い
ふ
意
識
か
ら
起
る
書
記
行
為
上
の
問
題
で
あ
つ
て
―
中
略

―
音
韻
體
系
を
そ
の
ま
ま
に
示
す
も
の
で
は
な
い
」
（
一
五
頁
）
が
甲
乙
両

類
の
よ
う
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
音
韻
体
系
を
反
映
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
意
見
は
、
明
ら
か
に
仮
借
表
記
か
ら
仮
名
用
法
を
捉
え
て

い
て
吉
澤
氏
の
意
図
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
う
。
大
野
氏
の
『
世
界
言
語
概

説
下
巻
』（
市
河
三
喜
・

服
部
四
郎
編
、
一
九
五
五
年
、
研
究
社
）
で
の
日

本
語
の
歴
史
に
関
す
る
解
説
で
も
一
貫
し
て
い
る
が
仮
借
と
仮
名
の
区
別
は

な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
吉
澤
氏
の
疑
念
は
表
記
論
か
ら

す
れ
ば
当
然
の
指
摘
で
今
な
お
未
解
決
の
よ
う
に
思
う
。
そ
の
上
で
述
べ
る

な
ら
ば
、
た
と
え
ば
蜂
矢
真
郷
（
二
〇
〇
七
）
「
上
代
特
殊
仮
名
遣
に
関
わ

る
語
彙
」（
『
萬
葉
』

号
）
が
掛
詞
や
地
名
起
源
説
話
に
お
け
る
甲
乙
両
類

198

の
異
な
り
が
許
容
さ
れ
る
場
合
を
整
理
し
て
い
る
が
、
い
わ
ば
仮
名
表
記
の

世
界
に
仮
借
由
来
の
上
代
特
殊
仮
名
遣
が
包
摂
さ
れ
る
側
面
が
歌
う
場
と
語

り
の
場
と
い
う
限
定
さ
れ
た
中
に
露
出
し
た
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
。

（
十
）
「
表
記
」
の
位
置
付
け
は
佐
野
宏
（
二
〇
〇
六
）「
書
記
論
と
表
記
論
と
の

発
想
の
違
い
は
何
か
」（
『
国
文
学
』

巻

号
）
、
佐
野
宏
（
二
〇
〇
七
）「
倭

51

4

文
体
の
背
景
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
文
字
史
の
研
究
』

）
を
参
照
。
な
お
付

10

言
す
る
と
、
筆
者
は
表
記
を
テ
キ
ス
ト
の
次
元
で
捉
え
て
い
る
。
書
記
行
為

が
潜
在
的
に
読
解
行
為
を
付
帯
し
て
い
る
こ
と
か
ら
読
解
行
為
に
も
ま
た
書

記
行
為
が
付
帯
し
て
い
る
。
そ
の
双
方
の
規
定
に
よ
っ
て
、
事
実
と
し
て
は

そ
の
都
度
、
書
き
手
に
よ
っ
て
表
記
体
が
決
定
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
書
記

言
語
の
社
会
的
成
立
に
あ
っ
て
は
、
読
み
手
に
も
そ
の
意
図
が
伝
達
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
か
ら
、
自
由
な
文
字
選
択
を
制
限
す
る
表
記
法
が
あ
る
も
の
と

考
え
る
。
こ
こ
に
表
記
の
種
別
が
自
覚
さ
れ
、
表
記
の
様
式
と
し
て
、
そ
の

言
葉
を
い
か
に
書
く
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
文
字
列
を
い
か
に
読
む
か
と

い
う
関
係
に
あ
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
も
の
が
成
立
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
筆
者
は
「
表
記
体
」
と
称
し
て
い
る
。

（
十
一
）
詳
細
は
佐
野
宏
（
二
〇
一
九
）
「
仮
名
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
万
葉
仮

名
と
平
仮
名

そ
の
連
続
・
不
連
続
』
三
省
堂
）
を
参
照
。
な
お
、
佐
野
宏
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（
二
〇
一
五
）
「
萬
葉
集
に
お
け
る
表
記
体
と
用
字
法
に
つ
い
て
」
（
『
国
語

国
文
』

巻

号
）
に
「
歌
の
表
記
体
」
に
つ
い
て
用
字
法
制
限
に
よ
る
表

84

4

記
体
の
形
成
の
モ
デ
ル
を
記
し
て
い
る
。

（
十
二
）
原
音
直
読
に
お
け
る
「
音
読
」
に
対
し
て
訓
読
上
の
日
本
語
に
よ
る
字

音
読
み
と
し
て
は
「
和
読
」
と
で
も
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
金
文
京
氏

の
ご
教
示
に
よ
る
。
本
稿
で
は
術
語
と
し
て
の
定
義
に
触
れ
ら
れ
な
い
が
、

行
論
上
、
直
読
と
の
弁
別
の
必
要
が
あ
る
の
で
用
い
た
。

（
十
三
）
「
戯
奴
〔
變
云
「
和
氣
」
〕
之
為
（
わ
け
が
た
め
）
」
（

・
一
四
六
〇
）

8

「
氷
魚
曽
懸
有
〔
懸
有
反
云
「
佐
義
礼
流
」
〕
」
（

・
三
八
三
九
）
の
よ
う

16

な
和
歌
中
の
注
記
は
明
ら
か
に
訓
を
示
し
て
い
る
か
ら
わ
か
り
や
す
い
が
、

た
と
え
ば
『
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
』
下
巻
に
「
蚊
蟻

上
可
下
音
疑
、
訓

安
利
乃
古
」
と
あ
る
一
方
で
、
他
で
は
「
蚊
」
に
「
加
安
」
と
も
あ
る
。
こ

の
「
加
安
」
は
二
音
節
語
な
の
か
、
反
切
風
に
示
し
た
だ
け
で
「
可
」
と
あ

る
の
に
同
じ
一
音
節
語
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

（
十
四
）
毛
利
正
守
（
二
〇
〇
三
）「
和
文
体
以
前
の
「
倭
文
体
」
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『
萬
葉
』

号
）
、
毛
利
正
守
（
二
〇
〇
八
）
「
倭
文
体
の
位
置
づ
け
を
め

185

ぐ
っ
て

―
漢
字
文
化
圏
の
書
記
を
視
野
に
入
れ
て
」
（
『
萬
葉
』

号
）
、

202

佐
野
宏
（
二
〇
〇
七
）
「
倭
文
体
の
背
景
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
文
字
史
の
研

究
』

）
を
参
照
。
毛
利
氏
の
い
う
「
書
記
に
お
け
る
日
本
語
」
は
本
稿
に

10

い
う
訓
読
上
に
「
潜
在
的
に
認
め
ら
れ
る
日
本
語
文
」
を
前
提
に
し
た
表
記

体
に
対
す
る
用
語
と
み
ら
れ
る
。
「
文
体
」
の
捉
え
方
は
論
者
に
よ
っ
て
異

見
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
言
語
場
に
即
し
た
「
表
記
の
場
」
を
想
定
す
る
立

場
か
ら
す
れ
ば
、
場
の
制
御
を
行
う
文
体
的
制
約
と
具
体
的
な
表
現
と
し
て

の
表
記
体
と
の
二
層
に
分
け
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
和
歌
の
字
余
り
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
定
型
と
い
う
「
和
歌
表
記
の
場
」
に
そ
の
「
字
余
り
句
」

が
表
記
と
し
て
存
在
す
る
。
類
比
的
に
言
え
ば
「
和
歌
に
お
け
る
日
本
語
」

の
一
様
態
と
し
て
字
余
り
句
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

（
十
五
）
石
山
裕
慈
（
二
〇
一
六
）「
豪
韻
字
の
字
音
仮
名
遣
い
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
鈴

屋
学
会
報
』

）
に
拠
る
。
石
山
氏
に
よ
っ
て
「
字
音
仮
名
遣
い
」
上
の
漢

33

音
・
呉
音
の
問
題
が
簡
潔
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
十
六
）
有
坂
秀
世
（
一
九
五
五
）『
上
代
音
韻
攷
』（
三
省
堂
）

（
十
七
）
『
金
光
明
最
勝
王
経
音
義
』
に
は
「
奏

曽
宇
反
」
「
揺

衣
宇
反
」
「
漂

ヘ
宇
反
」「
博

八
久
反
」
「
渧

天
伊
反
」「
酔

須
伊
反
」
と
い
っ
た
仮
名
に

よ
っ
て
音
写
し
た
字
音
表
記
が
あ
る
他
に
、「
蚊

文
也
、
加
阿
」
と
あ
り
、

『
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
』
の
「
蚊

加
安
」
と
同
様
に
二
音
節
表
記
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
が
、
和
語
一
音
節
語
の
音
写
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
十
八
）
內
田
賢
德
（
二
〇
〇
五
）
「
漢
字
か
ら
仮
名
へ
」
（
『
朝
倉
漢
字
講
座
➊

漢
字
と
日
本
語
』
朝
倉
書
店
）
を
参
照
。

（
十
九
）
今
野
真
二
（
二
〇
二
一
）「
音
を
仮
名
で
ど
う
書
く
か

―
『
落
葉
集
』

と
『
節
用
集
』

―
」
（
『
清
泉
女
子
大
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
年
報
』
第

巻
）
の
中
で
、
今
野
氏
は
『
落
葉
集
』
の
「
字
音
仮
名
遣
い
」
に
関
わ
っ

29て
「
漢
字
の
「
音
」
を
仮
名
に
よ
っ
て
文
字
化
す
る
、
あ
る
い
は
漢
語
を
仮

名
に
よ
っ
て
文
字
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
室
町
期
に
先
立
つ
時
期
、
室
町

期
に
お
い
て
、
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
」
（
五
八
頁
）
と

し
て
、
字
音
の
仮
名
表
記
の
規
範
が
未
成
立
で
あ
る
と
み
た
上
で
「
猶
」「
勇
」

「
祐
」
な
ど
の
字
音
に
つ
い
て
「
『
落
葉
集
』
が
「
イ
ウ
」
で
は
な
く
、「
ゆ

う
」
を
仮
名
書
き
音
形
と
し
て
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
『
落
葉
集
』
の
選

択
と
い
え
よ
う
」
と
し
て
日
本
語
で
読
ま
れ
る
場
合
の
「
表
音
的
表
記
」
の

あ
り
方
を
捉
え
て
い
る
。
字
音
を
対
象
化
し
て
い
か
に
体
系
的
・
組
織
的
に

表
記
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
字
音
を
日
本
語
の
語
彙
と
し
て
ど
の
よ
う
に

表
記
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
同
じ
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
後
者
の
ほ
う
が
原
語

か
ら
離
れ
て
い
る
だ
け
に
全
体
と
し
て
俯
瞰
す
れ
ば
離
散
的
・
個
別
的
に
な
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り
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
「
揺
れ
」
と
す
る
観
点
は
多
分
に
規

範
か
ら
の
も
の
だ
が
、
音
義
類
に
あ
る
よ
う
な
字
音
へ
の
復
原
と
萬
葉
集
の

倭
語
と
の
ず
れ
を
こ
こ
で
は
最
大
限
に
見
積
も
っ
て
い
る
。

（
二
十
）「
骰
」
は
「
孤
魯
切
、
俗
又
音
投
」（
『
大
広
益
会
玉
篇
』
）「
度
侯
切
」（
『
広

韻
』
、
「
頭
」
の
小
韻
）
で
内
転
第
三
十
七
開
平
声
一
等
侯
韻
（
『
韻
鏡
』）
と

あ
る
。
後
世
の
『
音
韻
仮
字
用
例
』
で
は
ト
ウ
の
仮
名
遣
い
で
あ
る
。
仮
名

で
は
「
尓
波
母
之
頭
氣
師
」
（
萬
・
巻

・
三
八
八
）
の
よ
う
に
濁
音
仮
名

に

は

も

し

づ

け

し

3

ヅ
に
用
い
ら
れ
る
。

（
二
十
一
）
宮
本
徹
、
松
江
崇
（
二
〇
一
九
）
『
漢
文
の
読
み
方

―
原
点
読
解

の
基
礎

―
』
（
放
送
大
学
振
興
会
）
「
漢
字
と
漢
字
音
」
（
宮
本
氏
執
筆
）

参
照
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
仮
名
字
母
選
定
に
つ
い
て
の
傾
向
を
言
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
中
国
語
で
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。

（
さ
の

ひ
ろ
し
・
本
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
教
授
）


