
【
漢
検
漢
字
文
化
研
究
奨
励
賞
】
優
秀
賞

日
本
漢
字
音
に
お
け
る
「
一
字
複
数
音
」
の
歴
史

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
准
教
授

石
山

裕
慈

１

問
題
の
所
在

日
本
漢
字
音
に
は
「
一
つ
の
漢
字
に
対
し
て
呉
音
・
漢
音
な
ど
の
複
数
種
類
の
音
が
対
応
し
て
い
る
」

と
い
う
性
質
が
あ
り
、
こ
れ
は
朝
鮮
漢
字
音
や
ベ
ト
ナ
ム
漢
字
音
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
特
性
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。

呉
音
・
漢
音
そ
れ
ぞ
れ
の
字
音
体
系
の
実
態
や
中
古
音
と
の
対
応
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
着
々
と
研

究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
重
視
さ
れ
た
の
は
、
呉
音
だ
と
『
法
華
経
』
や
『
大
般
若

経
』
と
い
っ
た
よ
う
な
漢
音
形
の
混
入
が
少
な
い
と
目
さ
れ
る
資
料
群
、
漢
音
だ
と
『
蒙
求
』『
孔
雀
経
』

や
各
種
漢
籍
訓
読
資
料
の
よ
う
な
呉
音
形
の
混
入
が
少
な
い
と
目
さ
れ
る
資
料
群
と
い
う
よ
う
に
、「
純

度
の
高
い
」
資
料
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
音
体
系
の
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

た
一
方
で
、
し
か
し
呉
音
と
漢
音
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た
か
、
な
い
し
ど
の
よ
う
に

干
渉
し
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
あ
ま
り
考
察
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
、
呉
音
（
漢
音
）
資
料
に
出
現
す
る
漢
音
（
呉
音
）
形
と
い
う
の
は
、
偶
発
的
に
紛
れ
込
ん
だ
「
雑

音
」
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
検
討
の
対
象
か
ら
は
外
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
印
象
を
受
け
る
。

今
日
に
至
る
ま
で
の
推
移
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
図
式
が
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
①
か
つ
て
は
一
字
複
数
音
が
強
固
に
働
い
て
い
て
、
呉
音
・
漢
音
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
②
ｎ
・
ｍ
韻
尾
の
区
別
や
開
合
の
区
別
の
消
滅
、
カ
行
合
拗
音
の
直
音
化
の
よ
う
な
、

日
本
語
音
韻
史
に
沿
っ
た
「
経
年
劣
化
」
を
被
っ
て
変
化
し
た
も
の
の
、
呉
音
・
漢
音
の
区
別
自
体
は
守

ら
れ
た
。
や
が
て
③
明
治
時
代
に
な
る
と
、
新
し
く
欧
米
か
ら
学
問
・
科
学
技
術
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も

に
、
相
対
的
に
漢
字
・
漢
文
の
必
要
性
は
低
下
し
た
。
そ
の
結
果
、
呉
音
・
漢
音
を
区
別
す
る
意
識
が
薄

れ
、「
言
語
（
ゲ
ン
ゴ
）」「
微
妙
（
ビ
ミ
ョ
ウ
）」
の
よ
う
な
、
呉
音
・
漢
音
の
混
じ
る
漢
語
が
出
現
す
る

に
至
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
厳
密
さ
は
失
わ
れ
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
一
字
複
数
音
の
性
質
は

現
代
に
生
き
て
い
る
。

以
上
の
事
柄
を
図
式
化
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
「
静
的
」
な
見
方
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。

① 呉音 漢音

経年劣化

② 呉音 漢音

（明治以降）

③ 呉音 漢音
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こ
の
よ
う
な
見
方
に
疑
問
を
呈
す
る
研
究
も
、
い
く
つ
か
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
現
代
日
本
語
に
つ

い
て
述
べ
た
研
究
と
し
て
、
屋
名
池
誠
（
二
〇
〇
五
）
が
注
目
さ
れ
る
。
現
代
日
本
漢
字
音
に
お
い
て
は
、

一
つ
の
字
に
対
応
す
る
音
は
事
実
上
一
つ
に
定
ま
っ
て
い
て
、
一
見
す
る
と
複
数
種
類
の
字
音
が
存
す
る

場
合
で
も
「
有
標
・
無
標
に
よ
る
読
み
分
け
タ
イ
プ
」「
読
み
分
け
条
件
に
よ
る
読
み
分
け
タ
イ
プ
」（
注

１
）
に
従
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
概
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
将
来
的
に
は
「
漢
字
音
の

一
元
化
」
が
完
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
の
音
が
呉
音
・
漢
音
の
ど
ち
ら
に
一
元
化
さ
れ
る

か
は
、
個
々
の
漢
字
の
事
情
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
「
キ
メ
ラ
的
体
系
」
に
向
か
う
と
い
う
見
通
し
を

も
示
し
て
い
る
。
一
方
、
湯
沢
質
幸
（
二
〇
一
七
）
で
は
、
一
字
複
数
音
の
利
点
の
一
つ
に
、
造
語
力
を

挙
げ
る
。
そ
の
上
で
、
現
代
を
漢
字
音
の
整
理
が
進
み
つ
つ
あ
る
時
代
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
呉

音
・
漢
音
と
い
う
字
音
体
系
が
、
現
代
日
本
語
で
は
、
実
は
そ
の
性
質
を
変
じ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
は

留
意
し
て
お
く
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

明
治
時
代
よ
り
前
に
は
、
一
つ
の
漢
字
に
対
し
て
呉
音
形
・
漢
音
形
の
両
者
が
安
定
的
に
併
存
し
て
い

た
と
い
う
「
常
識
」
に
も
、
軌
道
修
正
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
先
述
湯
沢
（
二
〇
一
七
）
で
は
、

一
字
複
数
音
で
清
濁
の
み
が
食
い
違
う
組
み
合
わ
せ
（
上
…
ジ
ョ
ウ
／
シ
ョ
ウ
な
ど
）
は
、
そ
う
で
な
い

も
の
（
強
…
ゴ
ウ
／
キ
ョ
ウ
な
ど
）
に
比
べ
て
相
違
点
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な

組
み
合
わ
せ
の
清
音
形
・
濁
音
形
の
勢
力
争
い
は
、
室
町
時
代
か
ら
す
で
に
見
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

沼
本
克
明
（
一
九
八
二
）
付
論
第
三
章
は
、
院
政
鎌
倉
時
代
の
変
体
漢
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
字
音
語

を
考
察
し
た
論
考
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
漢
字
の
読
み
方
が
呉
音
形
・
漢
音
形
の
い
ず
れ
か
に
統
一

さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
上
で
、「
定
訓
」
や
「
常
用
字
」
と
同
等
の
も
の
が
、
漢
字
音

に
つ
い
て
も
存
在
し
た
と
い
う
見
通
し
を
も
示
し
て
い
る
。
ま
た
坂
水
貴
司
（
二
〇
一
六
）
は
、
室
町
時

代
の
清
原
宣
賢
が
本
来
の
漢
音
形
で
あ
る
「
所
（
ソ
）」「
初
（
ソ
）」「
廃
（
ヘ
イ
）」
を
あ
ま
り
使
っ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
伏
線
は
平
安
鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
両
氏
と
も
近
世
以
前
か
ら
「
一
音
固
定
化
（
注
２
）」
が
起
こ
っ
て
い
た
蓋
然
性
に
言
及
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
字
複
数
音
と
い
う
の
も
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
盤
石
で
は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
て
く
る
。

ま
た
、
呉
音
・
漢
音
と
い
う
二
つ
の
体
系
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
い
て
、
没
交
渉
と
い

う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
中
澤
信
幸
（
二
〇
〇
九
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
斉
韻
字
を
直
接
の
考
察
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
様
々
な
表
記
が
存
し
た
斉
韻
字

が
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
韻
書
・
韻
図
の
学
習
や
呉
音
・
漢
音
相
互
の
干
渉
に
よ
っ
て
「
呉
音
…
ア
段
＋

イ
、
漢
音
…
エ
段
＋
イ
」
へ
と
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
経
年
劣
化
」
と

は
全
く
別
の
方
向
性
な
の
で
あ
っ
て
、
呉
音
・
漢
音
と
い
う
両
体
系
自
体
が
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
流
動
的

で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
眺
め
て
く
る
と
、「
特
定
の
資
料
・
系
統
に
お
け
る
漢
字
音
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
」「
日
本
漢
字
音
が
被
っ
た
『
経
年
劣
化
』
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
い

つ
頃
発
生
し
た
か
」
と
い
っ
た
切
り
口
の
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
重
要
性
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
日
本
漢
字
音
の
議
論
を
行
う
際
に
前
提
と
な
っ
て
い
る
、
一
字
複
数
音
と
い
う
も
の
の
性
質
や
歴
史

に
つ
い
て
も
、
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
時
代
よ
り
前
に
す
で
に
一
字
複
数
音
状
態
が

揺
ら
い
で
き
て
い
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
事
実
上
漢
字
音
が
一
元
化
し
た
現
代
日
本
語
が
あ
る
こ
と
を
議

論
の
出
発
点
に
す
れ
ば
、
ま
た
違
っ
た
日
本
漢
字
音
史
が
描
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
中
近
世
の
『
論
語
』
の
漢
字
音
を
考
察
し
、
そ
の
背
後
に
「
漢
字
音
の
一
元
化
」
の
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影
響
と
、
そ
の
反
作
用
と
い
う
べ
き
力
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
続
い
て
、
中
世
以
降
の
呉
音

資
料
で
「
シ
ュ
」「
シ
ュ
ウ
」
形
を
取
る
一
群
を
分
析
し
、
い
ず
れ
が
採
用
さ
れ
る
か
に
は
韻
学
的
な
知
識

や
呉
音
・
漢
音
の
対
比
意
識
、
そ
し
て
「
漢
字
音
の
一
元
化
」
が
関
わ
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
論

じ
る
（
注
３
）。
日
本
漢
字
音
の
歴
史
的
変
化
と
は
、
単
な
る
経
年
劣
化
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
経

済
的
で
合
理
的
な
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
変
化
と
、
そ
れ
に
あ
ら
が
お
う
と
す
る
力
と
が
混
じ
り
合
っ
た
、

複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

２

中
近
世
の
『
論
語
』
に
見
ら
れ
る
漢
字
音
を
め
ぐ
っ
て

室
町
時
代
の
漢
音
資
料
に
現
れ
た
漢
字
音
に
関
し
て
は
様
々
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ

と
し
て
清
濁
に
関
す
る
議
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
文
明
本
節
用
集
』
や
抄
物
、
漢
籍
訓
読
資
料
な
ど
で

は
、「
学
」「
軍
」
な
ど
に
対
し
て
、
清
音
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
示
す
圏
点
や
注
記
が
使
わ
れ
て
い
て
、

こ
こ
か
ら
は
、
規
範
的
な
漢
音
形
と
し
て
は
清
音
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
そ
れ
を
明
示
す
る
た
め
に
は

特
殊
な
符
号
が
必
要
だ
っ
た
、
つ
ま
り
当
時
に
あ
っ
て
は
、「
ガ
ク
」「
グ
ン
」
の
方
が
日
常
使
用
の
漢
字

音
だ
っ
た
と
い
う
事
情
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
４
）。

こ
の
「
規
範
的
な
漢
音
形
」
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
強
固
で
実
質
的
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
「
日
常

使
用
の
漢
字
音
」
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
、
前
者
は
後
者
か
ら
ど
の
よ
う
な
干
渉
を
受

け
て
い
た
の
か
、
な
ど
様
々
な
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
『
論
語
』

を
主
な
材
料
に
し
て
、
中
近
世
の
漢
籍
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
音
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
。

２
─
１

『
仮
名
論
語
』
の
清
濁
に
つ
い
て

ま
ず
、
室
町
時
代
の
『
論
語
』
の
読
み
下
し
を
知
る
資
料
と
し
て
『
仮
名
論
語
』（「
か
な
が
き
ろ
ん
ご
」

と
も
）
に
着
目
す
る
。
原
本
は
焼
失
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
川
瀬
一
馬
氏
に
よ
る
翻
刻
・
解

説
が
あ
る
ほ
か
、
片
山
晴
賢
・
木
村
晟
（
一
九
八
一
）
で
は
解
読
文
が
、
柳
原
恵
津
子
（
二
〇
〇
九
）、
同

（
二
〇
一
〇
）
で
は
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
の
影
写
本
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
資
料
の
日
本

語
史
的
特
徴
に
つ
い
て
は
坂
詰
力
治
（
一
九
七
七
）
で
考
察
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
四
つ
仮
名
や

開
合
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
「
顔
淵
（
が
ん
ね
ん
）」
の
よ
う
な
連
声
例
や
バ
行
・
マ
行
四
段
動
詞
の

撥
音
便
例
が
存
す
る
こ
と
、
博
士
家
の
訓
法
と
近
い
読
み
方
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

『
仮
名
論
語
』
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
漢
音
形
が
主
に
使
わ
れ
て
お
り
、
和
【
カ
】（
注
５
）、
客

【
カ
ク
】、
兄
【
ケ
イ
】、
是
【
シ
】、
従
【
シ
ョ
ウ
】、
任
【
ジ
ン
】、
城
【
セ
イ
】、
第
【
テ
イ
】、
麻
【
バ
】、

百
【
ハ
ク
】、
未
【
ビ
】、
問
【
ブ
ン
】、
豹
【
ホ
ウ
】、
沐
【
ボ
ク
】、
幼
【
ユ
ウ
】、
勇
【
ヨ
ウ
】、
六
【
リ

ク
】
な
ど
が
目
に
入
る
。
こ
の
よ
う
な
、
現
代
の
目
か
ら
は
見
慣
れ
な
い
漢
音
形
が
平
仮
名
書
き
の
資
料

に
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
は
呉
音
・
漢
音
の
分
担
が
実
質
的
に
機
能
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
強
力
な
証
拠
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
漢
音
形
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、「
じ
ゆ
く
し
て
（
熟
、
一
〇
―

（
注
６
））」「
ぐ

13

し
む
（
具
臣
、
一
一
―

）」「
ざ
ん
（
残
、
一
三
―

）」
な
ど
の
よ
う
に
、
日
本
漢
音
の
原
則
で
は
清
音

21

11

が
期
待
さ
れ
る
韻
書
全
濁
字
に
対
し
て
濁
点
が
付
さ
れ
た
例
も
ま
た
存
す
る
（
注
７
）。
こ
の
う
ち
「
残
」

は
『
文
明
本
節
用
集
』
で
は
不
濁
点
が
付
さ
れ
て
い
る
字
で
あ
り
、
つ
ま
り
特
段
の
努
力
を
払
わ
な
い
限

り
濁
音
形
が
想
起
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

石
山
裕
慈
（
二
〇
一
二
）
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
清
原
宣
賢
（
一
四
七
五
～
一
五
五
〇
）
手
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沢
本
『
論
語
』
で
は
、
例
え
ば
「
学
」
に
「
清
」
の
注
記
を
加
え
て
お
り
、
規
範
的
に
は
清
音
で
あ
る
こ

と
が
こ
と
さ
ら
明
記
さ
れ
て
い
る
。
様
々
な
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
努
力
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
他
の
『
論
語
』
訓
読
資
料
で
「
学
」
を
「
ガ
ク
」
と
す
る
も
の
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
ほ
か
、「
熟
」

や
「
具
」
も
や
は
り
濁
音
形
に
し
て
い
る
資
料
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、『
仮
名
論
語
』
も
そ
の
傾
向
に

沿
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

現
象
と
し
て
見
れ
ば
、
漢
音
主
体
の
文
脈
に
呉
音
が
混
入
し
た
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は

濁
音
形
と
清
音
形
と
が
対
等
な
関
係
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
学
問
的
な
事
情
に
よ
っ
て
呉
音
形
が
混
じ
っ

た
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
濁
音
形
が
通
常
使
わ
れ
る
音
形
と
な
っ
て
い
た
、
す
な
わ
ち
「
漢
字
音
の
一

元
化
」
が
進
ん
で
い
た
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。「
具
」「
熟
」
な
ど
は
今
日
で
は
「
グ
」「
ジ
ュ

ク
」
が
想
起
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
れ
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
字
で
あ
る
こ
と
と
も
符
合
し
て
い
る
。

２
─
２

「
幼
」「
勇
」
の
漢
音
形
に
つ
い
て

『
仮
名
論
語
』
に
は
、「
熟
」「
具
」
を
濁
音
形
に
す
る
な
ど
の
「
ほ
こ
ろ
び
」
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
『
文
明
本
節
用
集
』
な
ど
と
の
対
照
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。『
文
明
本
節
用
集
』

の
不
濁
点
と
は
、
日
常
言
語
を
意
識
し
つ
つ
、
し
か
し
規
範
的
な
清
音
形
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
規
範
性
が
日
常
言
語
に
打
ち
勝
っ
た
一
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
『
文
明
本
節

用
集
』
と
い
う
の
は
、
日
常
言
語
か
ら
隔
絶
し
た
、
規
範
的
な
漢
字
音
を
維
持
し
て
い
る
資
料
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
２
―
１
の
考
察
に
よ
る
と
『
文
明
本
節
用
集
』
に
比
べ
て
『
仮
名
論
語
』
が
非
規
範
的
だ
っ

た
と
い
う
結
論
に
な
り
そ
う
だ
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
理
解
で
よ
い
の
か
、
清
濁
以
外
の
観
点
か
ら

考
え
て
み
た
い
。

前
項
で
挙
例
し
た
、『
仮
名
論
語
』
で
使
わ
れ
て
い
る
漢
音
形
の
中
に
は
、「
ゆ
う
に
し
て
（
一
四
―

）」
46

と
し
て
出
て
く
る
幼
【
ユ
ウ
】
が
あ
っ
た
。
現
代
日
本
語
で
は
「
幼
」
の
字
音
は
「
ヨ
ウ
」
し
か
想
起
さ

れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
広
韻
』『
韻
鏡
』
に
よ
る
と
、「
幼
」
は
「
幽
」
と
声
調
の
み
を
異
に
す
る
字

で
あ
る
。「
幼
」
字
は
、『
仮
名
論
語
』
の
ほ
か
、
一
四
世
紀
前
半
の
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
る
建
武
本
『
論

語
』（
注
８
）
で
も
【
ユ
ウ
】（
二
例
）
し
か
現
れ
ず
、
ま
た
佐
々
木
勇
（
二
〇
〇
九
）
資
料
篇
に
よ
る
と
、

『
群
書
治
要
』
で
は
【
ユ
ウ
】
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、【
ユ
ウ
】
と
い
う
音
形
は
、
漢
音
形
と
し
て
合

理
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
佐
々
木
（
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
と
、『
群
書
治
要
』
に
比
べ
規

範
性
の
低
い
資
料
と
考
え
ら
れ
る
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』『
本
朝
文
粋
』
で
は
、【
ユ
ウ
】
で
は
な
く

【
ヨ
ウ
】
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
古
く
か
ら
漢
音
資
料
に
も
【
ヨ
ウ
】
が
入
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。鎌

倉
・
南
北
朝
時
代
に
成
立
し
た
博
士
家
の
『
論
語
』
の
中
に
は
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
筆
の
後
に

室
町
時
代
の
筆
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
々
見
ら
れ
る
。
有
名
な
も
の
と
し
て
、
先
述
建
武
本
に
後

か
ら
加
え
ら
れ
た
別
筆
が
あ
り
、
そ
の
性
質
と
は
清
原
家
の
訓
を
保
持
し
つ
つ
も
中
原
家
の
訓
や
室
町
時

代
の
訓
法
を
も
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
小
林
芳
規
（
一
九
六
八
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
加
点
さ
れ
た
南
北
朝
時
代
の
筆
で
は
「
幼
」
は
【
ユ
ウ
】
と
な
っ
て
い
る
反
面
、

室
町
時
代
の
筆
で
は
【
ヨ
ウ
】（
二
例
）
し
か
出
て
こ
な
い
。
同
じ
よ
う
な
資
料
と
し
て
、
注
（
８
）
で
言

及
し
た
、
蓬
左
文
庫
本
に
加
点
さ
れ
た
室
町
時
代
別
筆
も
管
見
に
入
っ
た
。
こ
ち
ら
の
別
筆
で
は
「
不
濁

点
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
あ
る
程
度
の
規
範
性
を
指
向
し
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
で
あ
る
が
、「
幼
」

も
建
武
本
室
町
筆
と
同
じ
く
【
ヨ
ウ
】（
二
例
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
文
明
本
節
用
集
』
で
も
、【
ユ

ウ
】
が
出
現
せ
ず
、【
ヨ
ウ
】
の
み
が
現
れ
る
。- 10 -



『
文
明
本
節
用
集
』
で
は
、
呉
音
形
を
墨
（
以
下
、
＊
を
付
し
て
示
す
）
で
、
漢
音
形
を
朱
（
同
じ
く

＃
で
示
す
）
で
示
し
て
お
り
、
加
点
者
が
呉
音
形
・
漢
音
形
を
ど
う
把
握
し
て
い
た
か
が
分
か
る
利
点
が

あ
る
。
ま
た
、
通
常
の
漢
語
の
ほ
か
、
漢
籍
訓
読
に
お
け
る
形
も
掲
載
し
て
い
る
資
料
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
場
面
で
ど
の
よ
う
な
形
が
受
容
さ
れ
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
と
い
う
特
長
も
あ
る
（
注
９
）。
そ
れ
を

踏
ま
え
て『
文
明
本
節
用
集
』の「
幼
」字
を
調
査
す
る
と
、
幼
年
・
幼
稚
・［
幼
］
少
（
注

）・［
幼
］
童

＃
ヨ
ウ
＃
ネ
ン

＃
ヨ
ウ
＃
チ

＃
セ
ウ

＃
ト
ウ

10

・［
幼
］
孩
と
い
う
よ
う
に
「
漢
音
語
」
に
【
ヨ
ウ
】
が
使
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
漢
籍
訓
読
文
で
幼
（
憲

＃
カ
イ

＃
ヨ
ウ

問
篇
（
注

）
な
ど
二
例
）
も
出
現
し
て
い
て
、
一
貫
し
て
漢
音
形
を
【
ヨ
ウ
】
と
し
て
い
る
。

11

以
上
の
情
報
を
総
合
す
る
と
、「
幼
」
字
は
元
来
呉
音
【
ヨ
ウ
】、
漢
音
【
ユ
ウ
】
で
あ
っ
た
も
の
の
、

両
者
は
対
等
な
も
の
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
の
時
点
で
呉
音
形
の
【
ヨ
ウ
】
に
傾
斜
し
て
い
た
こ
と
、
室

町
時
代
以
前
の
漢
籍
講
読
の
場
で
は
【
ユ
ウ
】
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
払
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ

る
も
の
の
、
結
局
ほ
ぼ
【
ヨ
ウ
】
に
一
元
化
さ
れ
、『
文
明
本
節
用
集
』
の
編
者
に
と
っ
て
は
、
選
択
肢

と
し
て
存
在
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
想
定
で
き
る
。

次
に
、『
仮
名
論
語
』
で
「
よ
う
に
し
て
（
八
―
２
）」「
よ
ふ
し
や
（
勇
者
、
一
四
―

）」
な
ど
と
【
ヨ

30

ウ
】
で
出
現
す
る
「
勇
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
字
は
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
高
山
寺
本
・
嘉
元
本

・
正
和
本
・
建
武
本
『
論
語
』
で
は
【
ヨ
ウ
】
に
な
っ
て
お
り
、
室
町
時
代
の
筆
で
も
、
蓬
左
文
庫
本
室

町
筆
で
は
全
て
【
ヨ
ウ
】（
七
例
）
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
建
武
本
の
室
町
筆
で
は
【
ユ
ウ
】【
ヨ

ウ
】
が
併
記
さ
れ
て
い
る
例
が
二
例
存
す
る
の
を
除
き
、
そ
れ
以
外
は
【
ユ
ウ
】（
六
例
）
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、「
勇
」
は
【
ヨ
ウ
】
か
ら
【
ユ
ウ
】
へ
と
移
行
し
て
い
く
流
れ
が
観
察
さ
れ
る
。

『
文
明
本
節
用
集
』
中
の
漢
籍
引
用
箇
所
で
は
、
勇
（
陽
貨
篇
な
ど
四
例
）、
勇
者
（
憲
問
篇
）
な

＃
ヨ
ウ

＃
ヨ
ウ
＃
シ
ヤ

ど
の
【
ヨ
ウ
】
例
が
存
す
る
反
面
、
勇
（
三
略
な
ど
一
九
例
）、
勇
士
（
臣
軌
な
ど
二
例
）、
勇
者
（
顔

＃
ユ
ウ

＃
ユ
ウ
＃
シ

＃
ユ
ウ
＃
シ
ヤ

淵
な
ど
四
例
）
の
よ
う
に
、【
ユ
ウ
】
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
【
ユ
ウ
】
は
朱
筆
、
つ
ま
り
漢
音
形
で

あ
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
て
、「
勇
士
」
の
二
例
で
は
「
シ
」
の
仮
名
に
不
濁
点
が
付
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
通
常
以
上
の
規
範
意
識
を
働
か
せ
た
上
で
選
択
し
た
字
音
だ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
所
で
【
ユ
ウ
】
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、「
勇
」
の
音
は
【
ユ
ウ
】
が
主
流

に
な
っ
て
い
て
、【
ヨ
ウ
】
は
む
し
ろ
知
識
的
な
音
に
な
っ
て
い
た
様
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
─
３

「
漢
字
音
の
一
元
化
」

現
行
の
漢
和
辞
書
、
例
え
ば
『
全
訳
漢
辞
海
・
第
四
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
七
）
を
引
く
と
、「
熟
」

に
は
漢
音
形
と
し
て
の
【
シ
ュ
ク
】
が
、「
幼
」
に
は
同
じ
く
【
ユ
ウ
】
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
文

献
資
料
で
も
確
認
で
き
た
形
で
あ
っ
て
、
決
し
て
架
空
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

音
形
と
い
う
の
は
、
室
町
時
代
に
お
い
て
は
相
当
意
識
し
な
い
と
想
起
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
想
起
す
ら

さ
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
実
際
に
は
、
本
来
呉
音
形
で
あ
っ
た
【
ジ
ュ
ク
】【
ヨ
ウ
】

し
か
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
に
一
元
化
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な

一
元
化
と
は
、
明
治
以
降
急
に
発
生
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
「
幼
」「
勇
」
の
違
い

か
ら
は
、
字
に
よ
っ
て
一
元
化
に
も
遅
速
が
あ
っ
た
と
い
う
見
通
し
が
得
ら
れ
た
。

そ
れ
な
ら
ば
、「
漢
字
音
の
一
元
化
」
と
は
、
室
町
時
代
頃
に
な
っ
て
初
め
て
発
生
し
た
現
象
か
と
い
う

と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』『
本
朝
文
粋
』
の
幼
【
ヨ
ウ
】

は
先
ほ
ど
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
加
え
、
類
例
は
他
に
も
拾
え
る
。
例
え
ば
「
禁
」
字
は
、『
広
韻
』

で
「
金
」「
今
」
と
声
調
の
み
を
異
に
す
る
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
【
コ
ン
】
と
い
う
呉
音
形
が
想
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
、
実
際
小
倉
肇
（
一
九
九
五
）、
同
（
二
〇
一
四
）
に
よ
る
と
、
安
田
八
幡
宮
本
『
大
般
若
経
』

- 11 -



の
中
で
【
コ
ン
】
が
現
れ
る
ほ
か
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
「
呪
禁
（
じ
ゅ
ご
ん
）」
と
い
う
漢
語
も

立
項
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
日
【
コ
ン
】
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
る
ば
か
り
か
、
先
述
小
倉

氏
の
分
韻
表
に
よ
っ
て
も
、
先
ほ
ど
の
も
の
以
外
で
は
【
キ
ン
】
し
か
見
ら
れ
な
い
（
注

）。【
キ
ン
】

12

へ
の
一
元
化
が
相
当
早
く
か
ら
進
ん
で
い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
山
田
孝
雄
『
年
号
読
方
考
証
稿
』
に
は
、「
弘
仁
」
を
「
上
漢
音
下
呉
音
」
と
し
た
『
中
家
実
録

（
一
三
世
紀
前
半
以
降
の
文
献
）』
の
例
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
漢
音
形
と
呉
音
形
と
が
そ
れ
ぞ
れ

対
等
の
中
に
あ
っ
て
、
敢
え
て
奇
妙
な
形
と
し
て
の
【
コ
ウ
ニ
ン
】
が
通
用
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
一
般
的
な
感
覚
と
し
て
「
弘
」
は
【
グ
】（
呉
音
）
よ
り
も
【
コ
ウ
】（
漢
音
）
が
、「
仁
」
は
【
ジ

ン
】（
漢
音
）
よ
り
も
【
ニ
ン
】（
呉
音
）
が
想
起
さ
れ
た
結
果
、
一
つ
の
年
号
の
中
で
漢
音
と
呉
音
と
が

混
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
字
音
の
一
元
化
と
は
、

日
本
漢
字
音
史
全
体
を
貫
く
大
き
な
方
向
性
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
一
字
複
数
音
と
い
う
の
は
呉
音
・
漢
音
の
関
係
に
限
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
（
１
）
で
触
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。『
論
語
』に
お
い
て
も
、
や
や
特
殊
な
読
み
方
を
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
消
長
に
つ
い
て
、
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

博
士
家
の
『
論
語
』
講
読
で
は
、『
経
典
釈
文
』
の
注
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、

建
武
本
・
正
和
本
に
見
ら
れ
る
「
食
（
シ
）」「
陶
（
エ
ウ
）」
の
よ
う
な
、
一
見
す
る
と
奇
妙
な
音
と
い
う

の
は
、『
経
典
釈
文
』
の
注
「
音
嗣
（
注

）」「
音
遥
」
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

13

そ
し
て
『
仮
名
論
語
』
の
同
じ
箇
所
で
も
、
そ
し
（
疏
食
、
七
―

）、
か
う
よ
ふ
（
皐
陶
、
一
二
―

）

15

21

と
な
っ
て
い
る
。
訓
法
は
博
士
家
の
そ
れ
に
近
い
と
い
う
坂
詰
（
一
九
七
七
）
の
見
解
と
符
合
す
る
と
こ

ろ
で
、
他
に
も
「
せ
う
こ
う
（
葉
公
、
一
三
―

、
舒
渉
反
）」「
し
ん
せ
ん
（
参
然
一
五
―
５
、
所
金
反
）」

16

「
三
か
う
（
楽
、
一
六
―
５
、
五
教
反
～
）」
の
よ
う
に
、『
経
典
釈
文
』
の
反
切
を
反
映
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
音
注
が
出
現
す
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
正
和
本
で
は
「
～
キ
ヨ
」
と
し
て
い
る
「
兵
車
」
が
、『
仮
名
論
語
』
で
は
「
へ

い
し
や
（
一
四
―

）」
と
な
っ
て
い
る
例
も
目
に
入
る
。「
車
」
を
【
キ
ョ
】
と
読
む
こ
と
に
関
し
て
は
、

17

「
音
居
」
と
い
う
釈
文
注
が
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
仮
名
論
語
』
で
は
【
キ
ョ
】
と
い
う
非
標

準
的
な
音
で
は
な
く
【
シ
ャ
】
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
経
典
釈
文
』
の
反
切
に
影
響
を
受
け
た
音
形
が
ど
の
程
度
出
て
く
る
か
は
資
料
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち

で
、
幼
【
ヨ
ウ
】
と
す
る
蓬
左
文
庫
本
室
町
筆
に
も
、「
大
車
」「
参
然
」
の
よ
う
な
仮
名
が
出
現
す
る
。

キ
ヨ

シ
ン

そ
の
一
方
で
、
後
述
す
る
江
戸
時
代
の
『
田
舎
論
語
』
で
は
、『
仮
名
論
語
』
の
「
か
う
よ
ふ
（
皐
陶
）」

が
「
か
う
と
う
」
に
、「
せ
う
こ
う
（
葉
公
）」
が
「
や
う
か
う
」
に
、「
し
ん
せ
ん
（
参
然
）」
が
「
さ
ん

ぜ
ん
」
と
な
っ
て
お
り
、
標
準
的
な
字
音
に
傾
斜
し
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

２
─
４

一
元
化
と
造
語
力

「
未
」
字
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。『
仮
名
論
語
』
で
は
「
未
」
を
「
び
か
な
り
（
未
可
）」
と
【
ビ
】

と
し
て
お
り
、『
文
明
本
節
用
集
』
の
漢
籍
訓
読
文
で
も
未
可
（
子
路
篇
）、
未
成
（
臣
軌
）、
未
兆
（
臣

＃
ビ
＃
カ

＃
ビ
＃
セ
イ

＃
ビ
＃
テ
ウ

軌
）
と
な
っ
て
い
て
【
ミ
】
が
出
て
こ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
は
、【
ビ
】
で
安
定
し
て
い
た
と
言
え
そ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
漢
籍
訓
読
文
以
外
の
漢
語
を
見
て
み
る
と
、「
ビ
～
」
が
「
未
明
」
一
例
で
あ
る
の
に
対

＃
ビ
＃
メ
イ

し
、「
ミ
～
」
は
、
未
談
・［
未
］
練
・［
未
］
熟
・［
未
］
進
・［
未
］

済

・［
未
］
分
・［
未
］

＊
ミ
＃
ダ
ン

＃
レ
ン

＃
シ
ユ
ク

＃
シ
ン

＊
サ
イ
・
左
＃
セ
イ

＃
フ
ン

定

・［
未
］
断
・［
未
］
判
・［
未
］
明
・［
未
］
平
・［
未
］
乱
・［
未
］
開
・［
未
］
落
居

＊
ヂ
ヤ
ウ
・
左
＃
テ
イ

＃
ダ
ン

＃
ハ
ン

＃
メ
イ

＃
ヘ
イ

＃
ラ
ン

＃
カ
イ

＃
ラ
ク
＃
キ
ヨ

・［
未
］
帰
・［
未
］
尽
・［
未
］
学
・［
未
］
来
・［
未
］
了
・［
未
］

生

以
前
・［
未
］

＃
キ

＃
シ
ン

＃
カ
ク

＃
ラ
イ

＃
レ
ウ

＊
シ
ヤ
ウ
・
左
＃
セ
イ
＃
イ
＃
ゼ
ン
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聞

不

見
・［
未
］
曾

有

・［
未
］
病
・［
未
］
訖
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、

＊
モ
ン
・
左
＃
ブ
ン
＊
フ
・
左
＃
フ
ウ
＃
ケ
ン

＃
ゾ
ウ
＊
ウ
・
左
＃
ユ
ウ

＃
ヘ
イ

＃
コ
ツ

「
ミ
～
」
形
の
漢
語
に
後
項
が
朱
筆
の
も
の
が
多
々
存
す
る
こ
と
か
ら
は
、
漢
音
形
と
共
起
し
て
い
て
も

も
は
や
違
和
感
が
な
く
な
っ
て
い
た
様
が
う
か
が
え
る
上
に
、
唯
一
の
「
ビ
～
」
形
で
あ
る
「
未
明
」
に

つ
い
て
も
、
別
に
「
ミ
メ
イ
」
が
存
す
る
な
ど
、【
ミ
】
の
方
が
守
備
範
囲
が
広
く
、
優
勢
で
あ
っ
た
状
況

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
は
、
漢
音
形
が
【
ビ
】
で
あ
る
こ
と
は
認
識
さ
れ
て
い
て
、
ま

た
漢
籍
訓
読
の
場
で
使
わ
れ
て
も
い
た
も
の
の
、
ま
ず
一
般
に
想
起
さ
れ
、
造
語
力
を
有
す
る
字
音
と
い

う
の
は
呉
音
形
の
【
ミ
】
の
方
で
、
そ
れ
が
漢
音
形
の
領
分
を
浸
食
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
様
が
読
み
取
れ

る
。「

百
」
に
着
目
す
る
と
、『
仮
名
論
語
』
は
も
と
よ
り
、『
文
明
本
節
用
集
』
の
漢
籍
訓
読
例
で
も
、
百
災

＃
ハ
ク
＃
サ
イ

（
五
行
大
義
）・
百
邪
（
呂
氏
春
秋
）・
百
姓
（
顔
淵
篇
な
ど
二
三
例
）・
百
世
（
為
政
篇
な
ど
二
例
）

＃
ハ
ク
＃
ジ
ヤ

＃
ハ
ク
＃
セ
イ

＃
ハ
ク
＃
セ
イ

・
百
雉
（
左
伝
）・
百
年
（
子
路
篇
）・
百
物
（
陽
貨
篇
な
ど
二
例
）・
百
目
（
尸
子
）・
百
里
（
三

＃
ハ
ク
＃
チ

＃
ハ
ク
＃
ネ
ン

＃
ハ
ク
＃
ブ
ツ

＃
ハ
ク
＃
モ
ク

＃
ハ
ク
＃
リ

略
な
ど
三
例
）・
百
里
奚
（
文
選
）・
百
僚
（
後
漢
書
な
ど
三
例
）・
百
王
（
後
漢
書
）
と
多
数
の
例

＃
ハ
ク
＃
リ
＃
ケ
イ

＃
ハ
ク
＃
レ
ウ

＃
ハ
ク
＃
ワ
ウ

が
拾
え
る
こ
と
か
ら
、【
ハ
ク
】
で
安
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
【
ヒ
ャ

ク
】
も
皆
無
で
は
な
く
、
墨
筆
の
例
も
含
ま
れ
る
も
の
の
百

官
（
子
張
篇
）・
一
百
歳
（
後
漢
書
）

＃
ヒ
ヤ
ク
＃
ク
ワ
ン

＃
イ
チ
＃
ヒ
ヤ
ク
＃
サ
イ

・
百
足
（
文
選
）
の
よ
う
な
例
が
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
先
ほ
ど
考
察
し
た
「
勇
」
に
近
い
も

＊
ヒ
ヤ
ク
＃
ソ
ク

の
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

し
か
し
『
日
葡
辞
書
（
補
遺
も
含
む
）』
を
検
索
す
る
と
、
ま
た
異
な
っ
た
様
相
が
看
取
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、「
百
」で
始
ま
る
漢
語
の
う
ち
、【
ヒ
ャ
ク
】形
を
取
っ
て
い
る
の
は
、百
苦（Fiaccu

）・
百
景（Fiacqei

）

・
百
菊
（Fiacqicu

）
な
ど
三
八
例
に
及
ぶ
の
に
対
し
、【
ハ
ク
】
は
百
歩
（Facufo

）・
百
獣
（Facujù

）・

百
労
（Facurŏ

）・
百
億
（Facuuocu

）・
百
姓
（Facuxei

）・
百
余
（Facuyo
）
の
六
例
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
も
【
ヒ
ャ
ク
】
形
の
百
花
（Fiacqua

）、
百
営
（Fiacuyei

）
の
「
花
」「
営
」
は
、
心
空
『
法
華
経
音
訓
』

所
載
の
【
ケ
】【
ヨ
ウ
】
な
ど
で
は
な
く
【
カ
】【
エ
イ
】
と
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
意

さ
れ
る
。
本
来
は
呉
音
形
で
あ
る
【
ヒ
ャ
ク
】
が
、
後
項
に
関
係
な
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、【
ヒ
ャ
ク
】

が
造
語
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

現
代
日
本
語
で
は
、「
未
」「
百
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ミ
」「
ヒ
ャ
ク
」
で
安
定
し
て
い
る
感
が
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
に
至
る
中
で
、
造
語
力
を
増
す
過
程
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。

２
─
５

『
田
舎
論
語
』
の
漢
字
音

『
仮
名
論
語
』
か
ら
現
代
へ
と
至
る
中
間
的
な
年
代
に
位
置
す
る
『
論
語
』
関
連
文
献
と
し
て
、
天
明

五
（
一
七
八
五
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
田
舎
論
語
』（
注

）
が
目
に
入
っ
た
。
こ
れ
は
「
平
安
遊
民

崑

14

（
昆
）
山
」
の
手
に
な
る
全
五
巻
の
書
で
、『
論
語
』
全
編
の
内
容
を
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
で
意
訳
・

解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
憲
問
編
の
冒
頭
を
例
示
す
る
と
（
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
）、「
原
憲
問
曰
、

げ
ん
け
ん
と
ふ
て
い
は
く

い
か
成
こ
と
を
か
恥
と
す
る
や
。
子
曰
有
道
の
君
の
禄
は
食
む
べ
し
、
無
道
の
君
の
禄
を
食
こ
れ
を
恥
と

な
る

は
ぢ

ゆ
う
ど
う

き
み

ろ
く

は

ぶ
ど
ふ

き
み

ろ
く

は
む

は
ぢ

い
ふ
な
り
。
又
問
、
人
に
勝
ら
ん
事
を
好
み
、
自
其
功
あ
る
に
ほ
こ
り
、
人
を
怨
み
欲
を
貪
る
、
此
四

ま
た
と
ふ

ひ
と

ま
さ

こ
と

こ
の

み
づ
か
ら
そ
の
こ
う

ひ
と

う
ら

よ
く

む
さ
ぼ

こ
の
よ
つ

の
事
無
む
ば
仁
者
と
い
ふ
と
も
善
か
ら
ん
か
」
と
な
っ
て
い
て
、
全
編
が
こ
の
よ
う
な
体
裁
で
あ
る
。

こ
と
な
く

し
ん
し
や

よ

同
じ
箇
所
は
、
原
漢
文
は
「
憲
問
恥
。
子
曰
、
邦
有
道
穀
。
邦
無
道
穀
、
恥
也
。
克
伐
怨
欲
不
行
焉
、

可
以
為
仁
矣
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
『
仮
名
論
語
』
と
い
う
の
が
「
け
ん
、
は
ぢ
を
と
ふ
。

子
曰
、
国
み
ち
あ
る
と
き
ん
ば
こ
く
す
。
国
み
ち
【
あ
る
と
】
な
き
と
き
【
ん
（
に
）
ば
】
こ
く
す
る
は

は
ぢ
な
り
。
こ
く
は
つ
ゑ
ん
よ
く
を
こ
な
は
れ
さ
る
を
【
は
】
も
つ
て
じ
ん
と
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
な
、

漢
文
の
読
み
下
し
文
で
あ
る
の
に
対
し
、『
田
舎
論
語
』
と
は
む
し
ろ
漢
文
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
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え
よ
う
。『
論
語
』
の
高
度
な
研
究
文
献
と
は
言
い
が
た
い
か
も
知
れ
な
い
が
、『
論
語
』
受
容
の
一
つ
の

あ
り
方
を
映
し
出
し
た
文
献
と
し
て
着
目
す
る
次
第
で
あ
る
。
先
掲
し
た
例
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、

清
濁
は
厳
密
で
な
い
も
の
の
細
か
く
振
り
仮
名
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
漢
字
の
音
が
よ
く
分
か
る
こ
と
が

ま
ず
利
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

『
田
舎
論
語
』
は
、『
論
語
』
に
関
す
る
文
献
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
呉
音
形
の
蓋
然
性
の
高
い
音
形

が
頻
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
目
を
引
く
。
前
項
ま
で
で
見
た
「
勇
」「
百
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
の
資
料

で
は
、
勇
【
ユ
ウ
】・
勇
者
【
ユ
ウ
シ
ャ
】・
勇
才
【
ユ
ウ
サ
イ
】、
百
官
【
ヒ
ャ
ク
カ
ン
】・
百
姓
【
ヒ
ャ

ク
セ
イ
】・
三
百
篇
【
サ
ン
ヒ
ャ
ク
ヘ
ン
】
と
い
う
よ
う
に
、
本
来
呉
音
形
で
あ
っ
た
【
ユ
ウ
】【
ヒ
ャ
ク
】

が
使
わ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
室
町
時
代
の
状
態
と
い
う
の
は
、
勇
の
漢
音

形
は
【
ヨ
ウ
】、
百
は
【
ハ
ク
】
と
い
う
知
識
は
存
在
し
、
漢
籍
訓
読
文
な
ど
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た

も
の
の
、
一
般
に
通
用
し
て
い
た
、
な
い
し
造
語
力
が
あ
っ
た
の
は
【
ユ
ウ
】【
ヒ
ャ
ク
】
の
方
だ
と
目
さ

れ
た
。『
田
舎
論
語
』
で
は
そ
れ
が
さ
ら
に
進
み
、『
論
語
』
の
文
脈
に
も
進
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
仮
名
論
語
』
で
漢
音
読
み
だ
っ
た
の
が
『
田
舎
論
語
』
で
呉
音
読
み
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

ば
べ
ん
（
麻
冕
）
↓
ま
べ
ん
、
こ
は
う
（
虎
豹
）
↓
こ
ひ
や
う
、
ぼ
く
よ
く
（
沐
浴
）
↓
も
く
よ
く
、
し

う
じ
ん
（
周
任
）
↓
し
う
に
ん
、
ふ
せ
い
（
武
城
）
↓
ぶ
じ
や
う
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
呉
音
形
し
か
出

現
し
な
い
字
と
し
て
は
「
音
」「
教
」「
是
」
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
【
オ
ン
】（
音
【
オ
ン
】・
正
音
【
セ

イ
オ
ン
】・
楽
音
【
ガ
ク
オ
ン
】）、【
キ
ョ
ウ
】（
教
道
【
キ
ョ
ウ
ド
ウ
】・
教
導
【
キ
ョ
ウ
ド
ウ
】・
教
化
【
キ

ョ
ウ
ケ
】・
政
教
【
セ
イ
キ
ョ
ウ
】）、【
ゼ
】（
是
非
【
ゼ
ヒ
】）
で
し
か
出
て
こ
な
い
。
現
行
の
、
先
述
『
漢

辞
海
』
で
は
、「
音
」「
教
」「
是
」
の
漢
音
形
と
し
て
【
イ
ン
】【
コ
ウ
】【
シ
】
が
掲
げ
ら
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
字
音
と
し
て
こ
れ
ら
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
田
舎
論
語
』
に
呉
音

形
が
混
じ
っ
て
い
る
の
は
、
仏
典
の
読
誦
音
が
介
入
し
た
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
学
問
的
な
影
響
関
係
を

想
定
す
る
よ
り
も
、「
漢
字
音
の
一
元
化
」
と
い
う
文
脈
で
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
『
田
舎
論

語
』
と
い
う
資
料
の
性
質
と
も
符
合
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、『
田
舎
論
語
』
の
漢
字
音
と
は
完
全
に
一
元
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。「
和
」
字
を

例
に
取
る
と
、
温
和
【
オ
ン
カ
】
は
漢
音
形
、
季
和
【
キ
ワ
】・
和
順
【
ワ
ジ
ュ
ン
】
は
呉
音
形
が
使
わ
れ

て
い
る
上
に
、
和
悦
【
カ
エ
ツ
／
ワ
エ
ツ
】・
和
楽
【
カ
ラ
ク
／
ワ
ラ
ク
】・
和
す
る
【
カ
／
ワ
】
に
至
っ

て
は
、
同
じ
文
字
列
の
漢
語
が
二
通
り
の
読
み
方
が
さ
れ
て
い
る
。

「
和
」
字
は
、
日
常
漢
語
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
【
ワ
】
が
優
勢
に
な
っ
て
き
て
い
る
様
相
を
呈
し
て

い
る
。
一
六
世
紀
末
の
『
落
葉
集
』
で
は
、「
わ
」
で
立
項
さ
れ
て
い
る
「
和
～
」
が
［
和
］
歌
・［
和
］
香

わ

か

か
う

・［
和
］
国
・［
和
］
市
な
ど
一
九
例
に
及
ぶ
の
に
対
し
て
、【
カ
～
】
で
出
て
く
る
の
は
和
睦
の
み
で
あ
る
。

こ
く

し

く
は
ぼ
く

『
日
葡
辞
書
』
で
は
【
ワ
～
】
和
（V

a

）・
和
歌
（V

aca

）・
和
漢
（V

acan

）・
和
朝
（V

achô

）
な
ど
一
八

例
／
【
カ
～
】
和
睦
（Q

uabocu

）・
和
解
（Q

uague

）・
和
与
（Q

uayo

）
と
、
や
や
【
カ
】
が
盛
り
返
す

形
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、『
書
言
字
考
節
用
集
』
で
は
【
ワ
～
】
和
漢
（
ワ
カ
ン
）・
和
上
（
ワ
ジ
ヤ
ウ
）

な
ど
一
九
例
／
【
カ
～
】
和
尚
（
ク
ハ
シ
ヨ
ウ
）
と
な
り
、
明
治
の
『
和
英
語
林
集
成
（
第
三
版
）』
の
【
ワ

～
】
和
（
ワ
・W

A

）・
和
睦
（
ワ
ボ
ク
・W

A
B

O
K

U

）・
和
文
（
ワ
ブ
ン
・W

A
B

U
N

）
な
ど
二
四
例
／
【
カ

～
】
和
（
ク
ワ
・K
W

A

）、
あ
る
い
は
『
言
海
』
の
【
ワ
～
】
和
（
わ
）・
和
歌
（
わ
か
）・
和
解
（
わ
か
い
）

な
ど
二
七
例
／
【
カ
～
】
和
尚
（
ク
ワ
シ
ヤ
ウ
）・
和
す
（
く
わ
す
）
へ
と
連
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
和

睦
」
の
音
も
、『
落
葉
集
』『
日
葡
辞
書
』
ま
で
は
【
カ
ボ
ク
】
だ
っ
た
の
に
対
し
、『
書
言
字
考
節
用
集
』

以
降
は
【
ワ
ボ
ク
】
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
で
【
カ
】
が
出
て
く
る
『
田
舎
論
語
』
と
は
、

あ
る
と
こ
ろ
で
は
伝
統
的
な
漢
音
形
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
。
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呉
音
形
の
【
ヒ
ャ
ク
】
に
統
一
さ
れ
て
い
た
「
百
」
と
比
較
す
る
た
め
、「
六
（
呉
音
ロ
ク
、
漢
音
リ
ク
）」

に
つ
い
て
も
見
て
み
る
。
こ
ち
ら
は
、『
落
葉
集
』
…
「
六
～
」［
六
］
道
・［
六
］
親
・［
六
］
畜
な
ど
一

ろ
く

だ
う

し
ん

ち
く

一
例
／
「
六
～
」［
六
］
儀
・［
六
］
芸
・［
六
］
合
な
ど
六
例
、『
日
葡
辞
書
』
…
【
ロ
ク
～
】
六
根
（R

occon

）

り
く

ぎ

げ
い

が
う

・
六（R

ocu
）・
六
識（R

ocuxiqi

）な
ど
一
八
例（
注

）／【
リ
ク~

】六
芸（R

icuguei

）・
六
義（R

icugui

）

15

・
六
合
（R

icugŏ
）・
六
韜
（R

icutŏ

）
な
ど
七
例
、『
和
英
語
林
集
成
（
第
三
版
）』
…
【
ロ
ク
～
】
六
角

（
ロ
ク
カ
ク
・R

O
K

K
A

K
U

）・
六
（
ロ
ク
・R

O
K

U

）・
六
度
（
ロ
ク
ド
・R

O
K

U
-D

O

）・
六
百
（
ロ
ク
ピ

ヤ
ク
・R

O
PPY

A
K

U
）
な
ど
二
〇
例
／
【
リ
ク
～
】
六
（
リ
ク
・R

IK
U

）・
六
花
（
キ
ク
ク
ワ
・

（
マ
マ
）

R
O

K
U

K
W

A

）・
六
師
（
リ
ク
シ
・R

IK
U

SH
I

）
な
ど
六
例
、『
言
海
』
…
【
ロ
ク
～
】
六
（
ろ
く
）・
六
月

（
ろ
く
ぐ
わ
つ
）・
六
十
（
ろ
く
じ
ふ
）
な
ど
二
一
例
／
【
リ
ク
～
】
六
（
り
く
）・
六
芸
（
り
く
げ
い
）・

六
親
（
り
く
し
ん
）
な
ど
九
例
と
な
っ
て
い
て
、【
ロ
ク
】
の
方
が
優
勢
を
保
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中

に
あ
っ
て
、『
田
舎
論
語
』
で
は
、
六
芸
【
リ
ク
ゲ
イ
】・
六
言
【
リ
ク
ゲ
ン
】・
六
蔽
【
リ
ク
ヘ
イ
】
と
【
リ

ク
～
】
形
し
か
見
出
せ
ず
、「
百
」
と
「
六
」
と
で
傾
向
が
異
な
っ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

結
局
、『
田
舎
論
語
』
の
編
者
に
と
っ
て
は
、
和
【
カ
】
と
同
様
、
六
は
【
リ
ク
】
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た

と
い
う
事
情
が
想
像
さ
れ
る
。「
漢
字
音
の
一
元
化
」
が
進
む
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
の
み

で
は
な
く
、『
論
語
』
に
ふ
さ
わ
し
い
字
音
を
選
択
す
る
「
規
範
意
識
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
一
字

複
数
音
状
態
を
維
持
す
る
方
向
性
と
し
て
表
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

２
─
６

室
町
時
代
の
『
論
語
』
訓
読
資
料
に
見
ら
れ
る
漢
字
音
に
つ
い
て

『
仮
名
論
語
』『
田
舎
論
語
』
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
両
者
の
漢
字
音
が
、
そ
の
背
後
で
進
ん

で
い
た
「
漢
字
音
の
一
元
化
」
の
影
響
を
受
け
て
い
た
様
子
が
観
察
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
元
来
呉
音
形

で
あ
っ
た
も
の
が
、『
論
語
』
の
文
脈
に
出
現
す
る
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
逆
に
、
む
し

ろ
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
な
っ
て
い
た
と
思
し
き
漢
音
形
を
維
持
す
る
と
い
う
方
向
性
も
あ
り
、
そ
れ
が

一
字
複
数
音
を
維
持
す
る
形
と
な
っ
て
表
れ
て
い
た
。
そ
の
、
漢
音
形
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
極

端
な
形
で
表
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
が
、
中
世
の
『
論
語
』
訓
読
資
料
に
散
見
さ
れ
る
。

２
―
２
な
ど
で
見
た
よ
う
に
、
建
武
本
や
蓬
左
文
庫
本
の
室
町
筆
に
は
「
勇
」
の
【
ヨ
ウ
】
例
や
不
濁

点
の
使
用
例
が
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
も
、
両
資
料
に
は
「
莒
父
」
の
「
父
」
を
【
ホ
】
と
し
た
例
が
存
す

る
。
こ
の
「
父
」
字
は
『
仮
名
論
語
』
で
は
【
フ
】
と
な
っ
て
お
り
、
韻
書
な
ど
か
ら
も
【
フ
】
が
想
定

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
が
ホ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、「
父
」
を
「
音
甫
」
と
す
る
釈
文
注
の
影
響
で

あ
ろ
う
（
注

）。
結
果
的
に
誤
っ
た
音
形
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
、「
規
範
的
な
漢
音
形
」
を
目
指
し

16

て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
で
は
、「
具
臣
」
に
対
し
て
、

建
武
本
別
筆
は
「
キ
ウ
シ
ン
」、
蓬
左
文
庫
本
別
筆
は
「
キ
フ
～
」
と
、
い
ず
れ
も
【
キ
ュ
ウ
】
の
仮
名
が

加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
具
」
は
遇
韻
群
母
字
で
あ
り
、
漢
音
形
と
し
て
は
「
ク
」
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が

『
仮
名
論
語
』
で
は
「
ぐ
し
む
」
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
当
時
「
具
」
の
音
と
し
て
通
常
想
起
さ

れ
る
の
は
「
グ
」
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
ま
た
そ
れ
は
今
日
の
状
況
と
も
符
合
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
状
況
か
ら
推
す
と
、
こ
の
【
キ
ュ
ウ
】
と
い
う
の
は
、
標
準
的
で
あ
っ
た
【
グ
】
を
元
に
、「
求
」「
久
」

な
ど
か
ら
の
類
推
で
出
力
さ
れ
た
、
人
工
的
な
「
漢
音
形
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
論
語
』
室
町
筆
に
は
こ
の
よ
う
な
不
可
解
な
音
形
が
多
く
出
現
す
る
。
建
武
本
・
蓬
左
文
庫
本
両
資

料
の
室
町
筆
で
「
軍
」
に
【
ク
ン
】
と
と
も
に
【
キ
ン
】
の
仮
名
が
加
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
蓬
左
文
庫

本
で
「
用
」
が
【
ユ
ウ
】
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、「
軍
」「
用
」
の
日
常
使
用
で
の
字
音
「
グ
ン
」「
ヨ
ウ
」
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の
存
在
を
裏
書
き
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注

）。
17

さ
て
、
一
四
世
紀
に
正
平
版
『
論
語
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
、『
論
語
』
講
読
の
裾
野
が
広
が
り
、
多
く

の
写
本
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
高
橋
智
（
二
〇
〇
八
）
で
記
述
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
室
町
時
代
に
お
い
て
は
、
博
士
家
の
ほ
か
各
寺
院
・
足
利
学
校
な
ど
様
々
な
場
で

『
論
語
』
講
読
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
管
見
に
入
っ
た
『
論
語
集
解
』
古
鈔
本
（
注

）
の
中

18

に
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
例
が
見
ら
れ
る
の
で
、
触
れ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、「
莒
父
」
の
【
ホ
】
例
が
、
南
葵
本
・
書
陵
部
二
冊
本
・
足
利
五
冊
本
な
ど
多
数
に
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
か
ら
あ
る
程
度
の
学
問
的
反
省
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
資
料
の
中
か
ら
は
、「
具
臣
」
を
【
キ
ュ
ウ
】
と
し
た
例
が
、
南
葵
本
・
舜
政
本
・
書
陵
部
三
冊
本
・

足
利
五
冊
本
な
ど
少
な
か
ら
ず
見
出
せ
る
の
で
あ
り
、
当
時
こ
の
よ
う
な
規
範
意
識
な
い
し
流
行
が
、
あ

る
程
度
の
広
が
り
を
も
っ
て
受
容
さ
れ
て
い
た
様
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
ほ
か
、
散
発
的
に
見
出
さ
れ
る

例
と
し
て
、「
乗
」
の
【
セ
イ
】（
書
陵
部
三
冊
本
）
や
、「
五
」
の
【
ギ
ョ
】（
尾
崎
本
）
も
拾
え
る
。
こ

れ
ら
は
、「
城
」「
情
」
や
「
御
」
な
ど
か
ら
の
類
推
で
、
漢
音
ら
し
い
形
を
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
ウ
段
と
オ
段
と
が
交
替
し
た
例
も
数
多
く
存
し
、
根
本
本
・
尾
崎
本
・
南
葵
本
・
高
木
本
と
様

々
な
文
献
に
現
れ
る
恭
【
キ
ュ
ウ
】
の
ほ
か
、
笑
【
シ
ュ
ウ
】（
尾
崎
本
）、
趙
【
チ
ュ
ウ
】（
南
葵
本
）、

侯
【
ク
ウ
】（
南
葵
本
）、
後
【
ク
ウ
】（
築
島
本
）、
樹
【
シ
ョ
ウ
】（
根
本
本
）
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
こ

の
種
の
例
に
つ
い
て
は
、
特
に
「
オ
段
拗
長
音
」
の
問
題
と
し
て
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

音
価
の
面
か
ら
、
あ
る
い
は
方
言
の
面
か
ら
解
決
が
図
ら
れ
て
き
た
（
注

）。
た
だ
『
論
語
』
関
連
文
献

19

に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ウ
段
・
オ
段
の
混
乱
以
外
に
も
不
可
解
な
漢
字
音
が
多

々
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
挙
例
し
た
も
の
の
中
に
は
日
常
使
用
の
形
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
人

工
的
な
「
漢
音
形
」
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
現
時
点
で
の
筆
者
は
、
こ
の
種
の
「
漢
音
形
」
を
、
特
定
の
学
派
・
学
統
で
継
承
さ
れ
た
も
の

と
い
う
見
方
を
し
て
い
な
い
。
系
統
に
よ
る
多
寡
が
特
段
見
出
せ
な
い
ほ
か
、
足
利
学
校
第
七
代
庠
主
（
校

長
）
に
よ
る
九
華
本
に
は
、
こ
の
種
の
規
範
か
ら
外
れ
た
漢
音
形
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
は
、
む
し
ろ

個
々
の
加
点
者
の
学
識
の
高
低
に
関
わ
る
事
柄
と
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
漢
音
形
」
は
、
後
世
の
よ
う
な
韻
書
・
韻
図
を
駆
使
し
た
も
の
と
は
異
な
り
、
素
朴
な

対
比
意
識
に
よ
っ
て
出
力
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
前
提

と
し
て
、
や
は
り
「
漢
字
音
の
一
元
化
」
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
も
し
一
字
複
数
音
が
実
質
的
に
機
能

し
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
漢
音
形
が
導
き
出
さ
れ
る
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

３

中
世
以
降
の
「
シ
ュ
ウ
」「
シ
ュ
」
の
呉
音
形
を
め
ぐ
っ
て

前
節
で
の
検
討
の
結
果
、
日
本
漢
字
音
に
は
近
世
以
前
か
ら
一
元
化
へ
と
向
か
う
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と

と
、
学
問
的
な
性
質
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
『
論
語
』
で
も
そ
の
影
響
を
被
っ
て
い
る
こ
と
と
が
分
か
っ

た
。
そ
の
一
方
で
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
な
っ
て
い
た
漢
音
形
を
敢
え
て
残
す
、
場
合
に
よ
っ
て
は
架

空
の
「
漢
音
形
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
一
字
複
数
音
」
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
見
ら
れ

た
の
で
あ
り
、
論
語
講
読
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
音
が
求
め
ら
れ
て
い
た
一
面
も
垣
間
見
え
た
。

本
節
で
は
、
中
世
以
降
の
呉
音
資
料
で
は
【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
の
い
ず
れ
が
選
択
さ
れ
た
か
を
考
察
し
、

そ
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
存
し
た
の
か
、
観
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

現
代
日
本
語
で
は
、「
秀
」「
収
」「
終
」
の
音
読
み
は
「
シ
ュ
ウ
」、「
取
」「
朱
」「
趣
」
の
音
読
み
は
「
シ

ュ
」
と
い
う
よ
う
に
、
漢
字
に
よ
っ
て
「
シ
ュ
」「
シ
ュ
ウ
」
の
ど
ち
ら
か
に
定
ま
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
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あ
る
。
し
か
し
、
古
い
時
代
に
あ
っ
て
は
、
一
つ
の
漢
字
に
【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
の
い
ず
れ
が
対
応
す
る

か
が
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
サ
行
の
音
価

に
幅
が
あ
っ
た
こ
と
や
、「
長
音
」
が
音
韻
と
し
て
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
ふ
し
が
あ
る
こ
と
、-ŋ

韻
尾
の

表
記
の
問
題
な
ど
が
相
ま
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
様
相
が
現
出
し
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
（
注

）
の
で
あ
り
、
筆
者
も
そ
の
見
方
に
疑
義
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
古
い
時
代
の
事
情
は
そ

20う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
世
末
の
時
点
で
は
、
サ
行
の
音
価
は
現
代
に
近
い
も
の
と
な
り
、
長
音
は
音

韻
と
し
て
確
立
し
、
ま
た-ŋ

韻
尾
は
実
態
を
失
っ
て
久
し
く
な
っ
て
い
る
な
ど
、
現
代
語
と
近
い
条
件
が

出
現
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
条
件
下
に
お
い
て
、【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
の
選
択
に
当
た
っ
て
ど
の
よ
う

な
力
学
が
存
し
た
か
を
解
析
し
、
日
本
漢
字
音
史
の
一
側
面
を
捕
捉
す
る
の
が
本
節
の
課
題
で
あ
る
（
注

）。
21３

─
１

長
短
に
関
す
る
議
論

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
法
華
経
読
誦
に
関
す
る
書
物
『
読
経
口
伝
明
鏡
集
』（
注

）
で
は
、「
楼
…
ロ

22

ウ
／
ル
／
ロ
」「
弟
…
テ
／
テ
イ
／
タ
イ
」
の
差
異
を
論
じ
て
い
る
反
面
、
シ
ユ
ウ
・
シ
ウ
・
シ
ユ
に
つ
い

て
は
記
述
が
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
と
は
、
長
短
の
違
い
に
よ
っ
て
区

別
さ
れ
る
一
群
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
が
、
元
禄
版
『
補
忘
記
』（
注

）
に
な
る
と
、「
種
姓
」
と
い
う
漢
語
に
「
唯
識
宗

云
種
姓
。

シ
ユ
ウ

ニ
ハ

二

ト一

23

種
字
、
総

彼
宗

引
テ
読
也
」
と
い
う
割
り
注
が
付
さ
れ
て
い
る
（
声
点
・
節
博
士
は
省
略
し
、
適
宜

ノ

シ
テ

ノ

ニ
ハ

句
読
点
を
付
し
た
）。
こ
こ
で
は
「
シ
ユ
」
と
「
シ
ユ
ウ
」
の
違
い
を
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
現
代
語

と
同
じ
く
長
短
の
関
係
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

『
補
忘
記
』
で
は
、【
シ
ュ
ウ
】
を
「
引
」
い
た
音
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
に
加
え
、
宗
派
に
よ
る
違
い

を
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
実
際
、
振
り
仮
名
や
割
り
注
に
よ
っ
て
、
宗
派
に
よ
る
【
シ
ュ

ウ
】【
シ
ュ
】
の
差
異
に
言
及
し
て
い
る
語
は
少
な
く
な
い
。
宗
派
の
違
い
に
よ
っ
て
【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】

の
別
が
存
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
も
の
に
限
っ
て
も
、
次
の
例
が
見
ら
れ
る
。

字
摂

語

割
り
注

当
山

唯
識
宗

禅
家

三
井

種
通
六
種
釈
唯
識
宗

云
六
種
釈
六
種
者
（
略
）

シ
ユ

シ
ユ
ウ

シ
ユ

シ
ユ
ウ

ニ
ハ

二

ト一

ト

注
遇
流
注

唯
識
宗

云
流
注

シ
ユ

シ
ユ
ウ

シ
ユ

シ
ユ
ウ

ニ
ハ

二

ト一

衆
通
衆
多

（
略
）
唯
識
宗

云
衆
多

シ
ユ

シ
ユ
ウ

シ
ユ

シ
ユ
ウ

ニ
ハ

二

ト一

種
通
種
種

唯
識
宗

云
種
種

シ
ユ

シ
ユ
ウ

シ
ユ

シ
ユ
ウ

ニ
ハ

二

ト一

種
通
習
種
姓
唯
識
宗

云
習
種
姓

三
井

云
習
種
姓

シ
ユ
ウ

シ
ユ

シ
ユ
ウ

シ
ユ

ニ
ハ

二

ト一

ニ
ハ

二

ト一

宗
通
宗
密

禅
家

云
宗
密

シ
ユ

シ
ユ
ウ

シ
ユ

シ
ユ
ウ

ノ
ミ

二

ト一

縦
通
縦
奪

唯
識
宗

云
縦
奪

シ
ウ

シ
ユ

シ
ウ

シ
ユ

ニ
ハ

二

ト一

他
宗
派
の
う
ち
、
最
も
言
及
例
が
多
い
の
が
「
唯
識
宗
」
で
あ
り
、
ま
た
唯
識
宗
で
は
【
シ
ュ
】
よ
り

も
【
シ
ュ
ウ
】
を
多
く
採
用
し
て
い
る
様
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、「
縦
」
は
逆
に
唯
識
宗
で
短
く
な
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
宗
派
に
よ
っ
て
長
短
が
固
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

中
近
世
の
資
料
で
、
宗
派
・
流
派
に
よ
る
読
み
方
の
違
い
を
議
論
し
た
も
の
と
し
て
、『
南
北
相
違
抄
』

も
想
起
さ
れ
る
。『
南
北
相
違
抄
』
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
写
本
・
刊
本
し
か
現
存
せ
ず
、
ま
た
本
に
よ
る

出
入
り
も
存
す
る
も
の
の
、
本
奥
書
の
内
容
か
ら
は
鎌
倉
時
代
以
前
に
源
流
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
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資
料
で
あ
り
、『
補
忘
記
』
と
の
記
述
の
内
容
の
近
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注

）。
24

元
禄
一
二
（
一
六
九
九
）
年
の
序
文
を
有
す
る
、
上
野
和
昭
（
二
〇
一
五
）
所
収
影
印
に
よ
っ
て
調
査

す
る
と
、
宗
派
に
よ
る
読
み
方
の
違
い
を
一
五
一
項
目
掲
げ
る
中
で
、【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
の
違
い
を
論

じ
た
の
は
、
次
の
六
項
目
で
あ
る
。

頌
字

南
云
頌

北
云
頌

（
通
摂
）

シ
ウ

シ
ユ

ノ

（
去
濁
）

種
子

南
云
種
子

北
云
種
子

（
通
摂
）

シ
ウ
ジ

シ
ユ
ジ

終
南
山

北
云
終
南
山

南
云
終
南
山

（
通
摂
）

シ
ユ

シ
ウ

縛
蒭
河

南
云
縛

蒭
河

北
云
縛
蒭
河

（
遇
摂
）

ハ

シ
ウ
カ

シ
ユ

（
去
濁
）

大
乗
終
経

山
云
大
乗
終

北
云
大
乗
終

（
通
摂
）

シ
ウ

シ
ユ

従
仮
入
空

山
云
従
仮
入
空

寺
云
従
仮
入
空

（
通
摂
）

シ
ユ

シ
ウ

こ
こ
で
も
、【
シ
ュ
ウ
】
と
【
シ
ュ
】
と
を
区
別
し
て
い
て
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
宗
派
意
識
に
も
結
び
つ

い
て
い
る
。
ま
た
そ
の
内
実
は
、「
南
」
で
は
一
貫
し
て
【
シ
ュ
ウ
】（
一
方
で
「
北
」
は
【
シ
ュ
】）
と
さ

れ
て
い
る
あ
た
り
は
『
補
忘
記
』
の
記
述
と
符
合
し
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、「
山
」
で
は
「
大
乗
終

経
」
の
場
合
は
【
シ
ュ
ウ
】
で
「
従
仮
入
空
」
の
場
合
は
【
シ
ュ
】
に
な
る
な
ど
、
明
確
な
法
則
性
が
存

す
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
『
補
忘
記
』『
南
北
相
違
抄
』
で
宗
派
に
よ
る
長
短
の
違
い
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、

通
摂
字
が
き
わ
め
て
多
い
の
で
あ
り
、-ŋ

韻
尾
の
表
記
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
そ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

こ
れ
だ
け
で
は
標
本
数
が
少
な
す
ぎ
て
議
論
で
き
な
い
上
に
、-ŋ

韻
尾
を
も
た
な
い
遇
摂
字
「
注
」「
蒭
」

に
も
長
短
両
形
が
存
す
る
こ
と
の
説
明
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
用

例
が
得
ら
れ
る
呉
音
系
字
音
資
料
に
着
目
し
、【
シ
ュ
ウ
】
と
【
シ
ュ
】
と
の
使
い
分
け
の
実
態
と
、
そ
の

背
景
と
を
探
り
出
す
こ
と
を
試
み
る
。

３
─
２

韻
学
的
な
知
識
が
介
在
し
た
場
合
─
─
『
法
華
経
』
読
誦
音
の
例
─
─

『
読
経
口
伝
明
鏡
集
』
で
は
【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
に
つ
い
て
特
段
の
議
論
を
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対

し
、
室
町
時
代
以
降
に
な
る
と
、『
法
華
経
』
読
誦
音
で
両
者
を
区
別
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
以
下
の
各
資
料
（
注

）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
が
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
か
を
一
覧

25

表
に
し
た
の
が
「
別
表
１
」
で
あ
る
。
小
倉
（
一
九
九
五
）
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、『
法
華
経
』
読

誦
音
で
は
通
摂
字
【
シ
ュ
ウ
】、
遇
・
流
摂
字
【
シ
ュ
】
と
し
た
資
料
が
多
い
。
こ
の
原
則
に
当
て
は
ま
ら

な
い
も
の
は
、
集
中
的
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
表
中
で
※
印
を
付
し
た
上
で
ゴ
シ
ッ

ク
体
で
示
し
た
。

①
心
空
編
『
法
華
経
音
義
』

永
和
四
（
一
三
七
八
）
年
に
成
立
し
た
資
料
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
「
シ
ユ
」「
シ
ユ
ウ
」
を
別
に
掲
げ

て
い
る
こ
と
か
ら
、【
シ
ュ
】
と
【
シ
ュ
ウ
】
と
を
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
文
中
で
は
そ
の
旨
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
シ
ユ
」
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の

は
全
て
遇
・
流
摂
字
で
あ
り
、「
シ
ユ
ウ
」
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
全
て
通
摂
字
で
あ
る
。

シ
ユ
【
卅
五
字
】
鬚
手
醜
数
主
取
趣
守
臭
痩
首
囚
皺
収
呪
授
受
聚
樹
就
寿
鷲
澍
輸
獣
酒
銖
脩
修
周
須
殊
珠
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姝
愁

シ
ユ
ウ
【
十
三
字
】
腫
種
衆
誦
頌
訟
宗

充
縦
従
鐘
終

②
心
空
編
『
法
華
経
音
訓
』

①
と
同
じ
人
物
の
手
に
な
る
巻
音
義
で
、
至
徳
三
（
一
三
八
六
）
年
の
識
語
が
あ
る
。
別
表
１
に
示
し

た
よ
う
に
、
①
と
同
様
の
書
き
分
け
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
区
別
は
心
空
個
人
の
中
で
一
貫
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
「
衆
」「
鐘
」
の
み
、
右
側
を
「
シ
ユ
」
と
し
、
左
側
に
「
シ
ユ
ウ
」
を
併
記
す

る
形
を
取
っ
て
い
る
。

③
作
者
不
詳
『
法
華
経
音
義
』

永
正
一
七
（
一
五
二
〇
）
年
以
前
に
成
立
し
た
文
献
で
、
イ
ロ
ハ
引
き
で
①
②
と
は
系
統
を
異
に
し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
資
料
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
「
通
摂
字
【
シ
ュ
ウ
】、
遇
・
流
摂
字
【
シ
ュ
】」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
は
心
空
個
人
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
当
時
の
『
法
華

経
』
読
誦
音
全
般
の
共
通
理
解
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
快
倫
『
法
華
経
文
字
声
韻
音
訓
篇
集
』

近
世
に
な
る
と
、
韻
書
を
利
用
し
て
の
法
華
経
読
誦
音
の
整
備
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
実

態
は
、
中
澤
信
幸
（
二
〇
一
三
）
で
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
慶
長
一
八
（
一
六
一
三
）
年
刊
の

こ
の
資
料
も
そ
う
い
っ
た
文
献
の
一
つ
で
あ
り
、
字
音
の
根
拠
に
『
古
今
韻
会
挙
要
』
や
『
韻
鏡
』
な
ど

を
用
い
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
読
誦
音
を
改
変
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
中
澤
（
二
〇
一
三
）
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
述
の
⑤
な
ど
と
は
や
や
事
情
が
違
っ
て
い
る
。

こ
の
資
料
で
は
、
声
調
・
字
数
な
ど
に
よ
っ
て
配
列
し
て
い
て
、「
シ
ユ
（
首
手
守
醜
受
授
寿
取
聚
主
数

趣
樹
澍
臭
収
呪
就
鷲
痩
皺
鬚
囚
須
輸
姝
珠
殊
銖
脩
修
愁
周
獣
酒
）」
以
外
の
「
シ
ウ
（
充
終
衆
）」
と
「
シ

ユ
ウ
（
腫
種
頌
誦
訟
鐘
縦
従
宗
）」
を
も
区
別
す
る
と
い
う
点
で
、
珍
し
い
。「
シ
ウ
」「
シ
ユ
ウ
」
の
区
別

の
基
準
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、『
韻
鏡
』
第
一
転
に
配
置
さ
れ
て
い
る
字
が
「
シ
ウ
」、

第
二
転
に
配
置
さ
れ
て
い
る
字
が
「
シ
ユ
ウ
」
な
の
で
あ
り
、『
韻
鏡
』
が
基
準
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

⑤
日
遠
『
法
華
経
随
音
句
』

日
蓮
宗
の
僧
侶
で
あ
る
日
遠
に
よ
る
も
の
で
、
日
遠
没
後
の
寛
永
二
〇
（
一
六
四
三
）
年
に
刊
行
さ
れ

た
。
日
遠
は
、
快
倫
以
上
に
『
古
今
韻
会
挙
要
』
を
重
視
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
伝
統
的
読
誦
音
か
ら
清
濁

や
主
母
音
を
改
変
し
た
こ
と
は
、
中
澤
（
二
〇
一
三
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、【
シ

ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
の
い
ず
れ
を
採
用
す
べ
き
か
、
ま
た
「
シ
ユ
ウ
」
と
「
シ
ウ
」
と
を
区
別
す
べ
き
か
な
ど

に
関
し
て
は
積
極
的
に
見
解
を
示
す
こ
と
は
な
く
、
基
本
的
に
「
通
摂
字
【
シ
ュ
ウ
】、
遇
・
流
摂
字
【
シ

ュ
】」
と
い
う
伝
統
的
な
『
法
華
経
』
読
誦
音
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
い
る
。

別
表
１
に
よ
る
と
、
い
く
つ
か
の
漢
字
に
は
【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
双
方
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、「
誦
」
の
四
つ
仮
名
の
違
い
を
論
じ
た
箇
所
で
、
ザ
行
（「
シ
ウ
」）
の
字
と
し
て
「
充
従

縦
終
頌
誦
訟
」（
い
ず
れ
も
通
摂
字
）
を
挙
げ
、
そ
の
直
後
に
「
但
頌
誦
字
古
来
シ
ユ
読
習

」
と
記
し

ト

ヘ
リ

て
い
る
こ
と
を
指
す
（
上
２
オ
。
本
資
料
の
翻
刻
に
際
し
て
は
、
適
宜
句
読
点
を
補
う
）。「
シ
ユ
」
か
「
シ

ウ
」
か
を
積
極
的
に
論
じ
た
文
脈
で
は
な
い
上
に
、
ま
た
「
古
来
」
の
内
実
に
つ
い
て
の
言
及
も
な
い
な
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ど
、
情
報
の
確
度
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
し
か
し
「
誦
」
に
関
し
て
は
、
別
に
「
ジ
ユ
」

形
を
認
め
て
い
る
箇
所
（
注

）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
誦
＝
ジ
ユ
」
と
い
う
字
音
が
確
か
に
存
在
し
た

26

こ
と
は
う
か
が
え
る
。

注
（

）
で
掲
げ
た
記
述
の
中
に
は
、「
衆
」
を
シ
ユ
と
し
た
箇
所
も
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、「
或
書

26

写
流
書

、
衆
鍾
種
腫
誦
頌
等

皆
シ
ユ
ウ
付

。
亦
南
都
読
方
皆
爾
也
」（
上

オ
）
と
も
し
て
い

ノ

ニ
モ

ヲ
ハ

ト

タ
リ

モ

14

る
の
で
あ
り
、
規
範
的
な
『
法
華
経
』
読
誦
音
と
し
て
の
「
シ
ユ
ウ
」
を
掲
げ
つ
つ
も
、
他
方
で
「
シ
ユ
」

と
い
う
音
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
と
い
う
事
情
が
見
て
取
れ
る
。

ま
た
「
悚
」「
聳
」「
宿
」
は
、
原
則
に
反
す
る
も
の
し
か
採
用
し
て
い
な
い
。
①
～
④
で
は
、「
悚
」
は

「
シ
ヨ
ウ
」、「
宿
」
は
ｋ
入
声
形
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
サ
行
ウ
段
拗
音
と
し
た
こ
と
自
体
が
日
遠
の

独
創
と
言
え
る
。
ま
た
「
聳
」
は
『
法
華
経
』
本
文
に
出
現
す
る
字
で
は
な
く
、
他
の
資
料
を
引
用
し
た

箇
所
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
は
や
や
特
殊
な
事
情
が
介
在
し
て
い
る
。

⑥
日
相
『
妙
法
蓮
華
経
』

日
相
は
日
蓮
宗
の
僧
侶
で
あ
り
、
日
遠
の
学
問
を
承
け
て
い
る
。
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
～
八
年
刊
の

本
資
料
で
も
、
や
は
り
『
法
華
経
随
音
句
』
が
基
盤
に
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
背
後
に
あ
る
伝
統
的
な
『
法

華
経
』
読
誦
音
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
し
か
し
、
通
摂
字
の
「
衆
」「
悚
」
を
【
シ
ュ
】
と
す
る
ほ
か
、
日

遠
は
【
シ
ュ
ウ
】
と
し
て
い
た
「
種
」「
腫
」
も
【
シ
ュ
】
と
し
、
ま
た
日
遠
が
「
古
来
シ
ユ
」
と
し
た
「
誦
」

「
頌
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
古
来
」
の
方
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、『
法
華
経
随
音
句
』
で
挙

げ
ら
れ
て
い
な
い
「
愁
」
に
つ
い
て
は
、
採
用
し
て
い
る
の
は
伝
統
的
な
図
式
に
反
す
る
【
シ
ュ
ウ
】
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
相
は
日
遠
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、『
法
華
経
随
音
句
』
に
全
面
的
に
従
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
例
外
も
交
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑦
作
者
不
詳
『
法
華
経
音
義
』

本
資
料
に
は
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
の
刊
記
が
あ
り
、「
快
倫
法
印
約

韻
会
等
之
字
書
述
作

故

シ
テ

二

ノ

ニ一

セ
ル

上
智
之
弄
引

而
全
不
蒙
初
学
予
抜
萃

文
字
之
同
彙
而
分
篇
聚
之
」
と
④
を
批
判
し
て
い

ノ

ニ
シ
テ

ク

レ

ラ二

ニ一

二

シ
テ

ノ

ヲ一

チレ

ヲ

ムレ

ヲ

る
。
韻
書
に
よ
っ
た
こ
と
を
非
実
用
的
と
批
判
し
、
部
首
で
配
列
し
た
正
当
性
を
述
べ
て
い
る
が
、
字
音

を
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
確
定
し
た
か
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
資
料
で
は
、
通
摂
の
「
種
」「
鐘
」「
頌
」

を
【
シ
ュ
】
と
す
る
一
方
、
遇
摂
の
「
聚
」、
流
摂
の
「
愁
」
を
【
シ
ュ
ウ
】
と
し
て
い
て
、
伝
統
的
な
図

式
か
ら
外
れ
た
も
の
が
や
は
り
散
見
さ
れ
る
。

⑧
作
者
不
詳
『
妙
法
蓮
華
経
読
誦
音
義
』

元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
の
刊
記
が
あ
る
巻
音
義
。「
金
峰
山
寺
」
の
僧
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

書
き
込
み
か
ら
、
河
村
孝
照
（
一
九
七
七
）
は
天
台
宗
寺
院
で
受
容
さ
れ
た
資
料
と
推
定
す
る
。
河
村
（
一

九
七
七
）
で
は
⑥
と
の
比
較
が
行
わ
れ
て
お
り
、【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
の
系
列
に
関
し
て
は
、
比
較
対
象

で
あ
る
⑥
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
も
の
の
、
し
か
し
通
摂
の
「
腫
」、
流
摂

の
「
周
」
の
よ
う
な
食
い
違
い
は
存
す
る
ほ
か
、
伝
統
的
な
枠
組
み
か
ら
外
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

⑨
作
者
不
詳
『
法
華
経
音
義
五
音
起
清
濁
』

最
後
に
、
や
や
特
殊
な
例
と
し
て
、
こ
の
資
料
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
資
料
で
は
「
シ
ウ
」「
シ
ユ

ウ
」
と
い
う
形
が
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
シ
フ
」
に
一
括
さ
れ
て
い
る
。「
シ
フ
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
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「
執
湿
宗
渋
集
習

終
充
拾
十
縦
従
」
の
各
例
で
、
本
来
「
シ
フ
」
で
あ
る
ｐ

入
声
字
と
同
列
に
扱
わ
れ

て
い
る
。【
シ
ュ
】
の
方
も
摂
と
関
係
な
く
配
列
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
『
法
華
経
』
読
誦
音
の

枠
組
み
か
ら
は
ず
い
ぶ
ん
外
れ
た
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

『
法
華
経
』
読
誦
音
の
様
相
を
観
察
す
る
と
、「
通
摂
字
【
シ
ュ
ウ
】、
遇
・
流
摂
字
【
シ
ュ
】」
を
原
則

と
し
つ
つ
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
例
外
も
増
え
て
い
く
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
遇
・
流
摂

字
を
【
シ
ュ
ウ
】
と
し
た
も
の
よ
り
、
通
摂
字
を
【
シ
ュ
】
と
し
た
も
の
の
方
が
多
い
傾
向
が
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、「
誦
」「
衆
」
な
ど
に
関
し
て
は
、『
法
華
経
』
読
誦
音
と
し
て
は
【
シ
ュ
ウ
】
と
し
つ
つ

も
、【
シ
ュ
】
と
い
う
字
音
を
別
の
と
こ
ろ
で
認
め
て
い
る
面
も
あ
っ
た
。【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
の
呉
音
形

全
般
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
得
る
た
め
に
は
、『
法
華
経
』
以
外
の
仏
典
に
調
査
の
手
を
広
げ
る
必
要
が
あ

り
そ
う
で
あ
る
。

３
─
３

漢
音
と
の
対
比
を
意
識
し
た
場
合
─
─
『
浄
土
三
部
経
』
音
義
の
例
─
─

『
浄
土
三
部
経
』
は
、
残
存
し
て
い
る
字
音
資
料
は
『
法
華
経
』
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
は
い
え
、
読
誦

音
の
学
習
は
存
し
た
仏
典
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
は
岡
田
希
雄
（
一
九
三
九
）
や
川
瀬
一
馬
（
一
九
八
六
）

な
ど
で
略
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
室
町
か
ら

明
治
に
至
る
四
種
類
の
『
浄
土
三
部
経
』
音
義
を
調
査
し
た
（
注

）。
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
に
記
入
さ
れ
た

27

漢
字
音
を
集
計
し
た
の
が
、
後
掲
「
別
表
２
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
通
摂
字
の
【
シ
ュ
】
と
遇
・
流
摂
字

の
【
シ
ュ
ウ
】
に
は
※
印
を
付
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
体
と
し
た
。
ま
た
Ｂ
Ｃ
に
関
し
て
は
、
併
記
さ
れ
て
い
る

形
（
後
述
）
も
掲
げ
た
。

Ａ
作
者
不
詳
『
浄
土
三
部
経
音
義
』

室
町
時
代
書
写
と
考
え
ら
れ
る
資
料
で
、
龍
谷
大
学
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。『
法
華
経
』
読
誦
音
で
見
ら
れ

た
ほ
ど
に
は
、
摂
に
よ
る
明
確
な
書
き
分
け
が
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、【
シ
ュ
】
表
記
の
通
摂
字
や
【
シ

ュ
ウ
】
表
記
の
流
摂
字
が
散
見
さ
れ
る
な
ど
あ
ま
り
体
系
的
で
な
く
、
む
し
ろ
中
古
以
来
の
両
形
入
り
乱

れ
た
状
況
を
受
け
継
い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｂ
珠
光
編
『
浄
土
三
部
経
音
義
』

天
正
一
八
（
一
五
九
〇
）
年
の
序
文
を
有
す
る
資
料
で
、
浄
土
宗
鎮
西
派
の
系
列
と
目
さ
れ
る
。
漢
字

音
に
つ
い
て
の
考
察
は
す
で
に
高
松
政
雄
（
一
九
七
四
）
で
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
呉
音
形
と
と
も

に
漢
音
形
の
蓋
然
性
の
高
い
字
音
形
が
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
僧
に
と
っ
て
の
漢
音
の
あ
り

方
を
も
観
察
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
ま
た
高
松
（
一
九
七
四
）
な
ど
を
総
合
す
る
と
、「
～
音
」
注

記
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
呉
音
形
（
呉
音
・
漢
音
同
形
を
含
む
）
で
、「
～
音
」
の
な
い
も
の
は
呉
音
形

以
外
（
漢
音
・
唐
音
・
慣
用
音
な
ど
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
外
形
的
に
も
判
別
が
容
易
で
あ
る
。

こ
の
資
料
で
は
『
玉
篇
』
の
反
切
が
引
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、『
古
今
韻
会
挙
要
』
の
利
用
も
行
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
掲
載
さ
れ
て
い
る
字
音
は
珠
光
よ
り
も
前
の
時
代
の
も
の
を
反
映
し
て
お
り
（
注

）、
Ａ

28

と
の
近
さ
を
川
瀬
（
一
九
八
六
）
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
新
た
に
韻
書
を
導
入

し
た
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
の
呉
音
形
の
確
定
に
直
接
は
寄
与
し
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
が
、
Ａ
Ｂ
い
ず
れ
も
、
伝
統
的
な
『
法
華
経
』
読
誦
音
に
比
べ
る
と
、【
シ
ュ
】
を
採
用
し
て
い
る

比
率
が
高
い
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
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Ｃ
玄
智
編
『
浄
土
三
経
字
音
考
』

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
玄
智
の
手
に
な
り
、
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
資
料
は
、

全
編
に
わ
た
っ
て
漢
字
の
右
側
に
呉
音
、
左
側
に
漢
音
を
配
置
し
た
資
料
で
あ
る
。『
韻
鏡
』『
広
韻
』
を

用
い
た
こ
と
が
凡
例
で
明
記
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
呉
音
・
漢
音
と
も
『
磨
光
韻
鏡
』
の
字
音
を
引

用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注

）。
そ
の
結
果
、
呉
音
形
は
摂
に
関
わ
ら
ず
全
て
【
シ
ュ
】
で
統
一
さ
れ
る

29

こ
と
と
な
っ
た
。

『
磨
光
韻
鏡
』
の
ほ
か
、『
字
音
仮
字
用
格
』
で
も
、
摂
に
関
わ
ら
ず
短
い
形
を
呉
音
と
し
て
い
る
（
注

）。
呉
音
で
は
、
漢
音
形
だ
と
二
重
母
音
に
な
る
と
こ
ろ
が
単
母
音
形
で
現
れ
た
り
、-ŋ

韻
尾
を
表
記
し

30な
か
っ
た
り
と
、
漢
音
に
比
べ
て
短
い
形
を
取
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
対
比
意
識
が
、
あ
る
程
度
通
用
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
Ｂ
や
Ｃ
で
は
呉
音
形
と
漢
音
形
（
な
ど
）
と
の
両
者
が
併
置
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
対
比
意
識
も
働
き
や
す
か
っ
た
ろ
う
。
前
項
で
扱
っ
た
『
法
華
経
』
関
連
資
料
で
、
通
摂

字
の
【
シ
ュ
】
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
こ
と
も
、
こ
れ
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

Ｄ
東
条
逢
伝
編
『
三
部
経
字
引
』

明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
木
版
本
で
、
真
宗
大
谷
派
の
東
条
逢
伝
（
義
門
の
子
）
の

手
に
か
か
り
、
各
字
に
詳
細
な
音
訓
を
付
す
。
こ
こ
で
の
字
音
と
は
「
呉
音
」
で
は
な
く
『
浄
土
三
部
経
』

の
読
誦
音
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
こ
と
が
、
凡
例
の
「
仏
経
ハ
凡
テ
呉
音
ヲ
以
読
誦
ス
ル
コ
ト
古
来
ノ

例
タ
リ
故
ニ
今
唯
呉
音
ノ
ミ
ヲ
載
ス
マ
ヽ
故
ラ
ニ
漢
音
ヲ
附
ス
ル
モ
ノ
ハ
一
家
ノ
読
法
ニ
依
ル
白
馬
ヲ
ハ

ク
バ
臣
下
ヲ
シ
ン
カ
等
ノ
類
也
」
と
い
う
記
述
か
ら
分
か
る
。

実
際
、「
崇
」「
忪
」
の
「
ソ
ウ
」、「
訟
」
の
「
シ
ヤ
ウ
」
の
よ
う
に
漢
音
形
が
記
入
さ
れ
て
い
る
箇
所

も
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
に
関
し
て
は
、
概
し
て
【
シ
ュ
】
を
採
用
し

て
い
る
。
通
摂
字
の
【
シ
ュ
ウ
】
が
一
つ
も
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
は
、
む
し
ろ
人
為
的
な
整
理
意
識

が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
四
種
類
の
『
浄
土
三
部
経
』
音
義
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
受
容
者
の
宗
派
を
異
に
し
て
い
る

と
は
い
え
、
全
般
的
に
【
シ
ュ
】
を
採
用
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。『
磨
光
韻
鏡
』
に
準
拠
し
た
Ｃ
で
は
特
に

徹
底
し
て
い
た
こ
と
も
、
先
ほ
ど
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
呉
音
【
シ
ュ
】、
漢
音
【
シ
ュ
ウ
】
と

い
う
対
比
意
識
が
働
い
て
い
た
と
見
ら
れ
、
２
―
６
で
見
た
人
工
的
な
漢
音
形
と
比
べ
る
と
体
系
的
で
あ

る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

当
初
表
記
が
揺
れ
て
い
た
の
が
、
呉
音
・
漢
音
の
対
比
意
識
を
通
し
て
整
備
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
、

中
澤
（
二
〇
〇
九
）
で
論
じ
ら
れ
た
、
斉
韻
の
整
備
過
程
が
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、【
シ
ュ

ウ
】【
シ
ュ
】
の
場
合
は
、『
法
華
経
』
で
見
ら
れ
た
「
通
摂
字
【
シ
ュ
ウ
】、
遇
・
流
摂
字
【
シ
ュ
】」
と

い
う
方
向
性
が
一
方
で
は
あ
り
、
い
ず
れ
に
従
う
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
形
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
点

で
、
斉
韻
に
比
べ
複
雑
で
も
あ
る
。

根
拠
や
方
向
性
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
と
は
言
え
、
こ
こ
で
も
何
ら
か
の
学
問
的
根
拠
に
基
づ
く
、

仏
典
読
誦
音
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
音
を
要
求
す
る
「
規
範
意
識
」
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ

り
、
や
は
り
日
本
漢
字
音
が
、
純
粋
な
音
韻
変
化
と
は
別
次
元
の
事
柄
に
も
影
響
を
受
け
て
い
た
一
面
が

観
察
で
き
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
一
字
複
数
音
が
維
持
さ
れ
る
力
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
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３
─
４

「
漢
字
音
の
一
元
化
」
の
干
渉

別
表
１
・
２
に
よ
る
と
、
通
摂
字
を
【
シ
ュ
ウ
】、
遇
・
流
摂
字
を
【
シ
ュ
】
と
す
る
例
が
多
い
一
方
で
、

通
摂
字
を
【
シ
ュ
】、
遇
・
流
摂
字
を
【
シ
ュ
ウ
】
と
し
た
例
も
散
見
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
漢
音

と
の
対
比
の
結
果
、
呉
音
形
の
傾
向
を
踏
ま
え
た
短
い
形
が
導
き
出
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
後
者
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
表

１
・
２
に
挙
が
っ
て
い
る
「【
シ
ュ
ウ
】
形
を
取
る
遇
・
流
摂
字
」
に
は
、
現
代
の
日
本
漢
字
音
と
し
て
は

「
シ
ュ
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
シ
ュ
ウ
」
を
想
起
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
前
節
で
扱
っ
た
「
漢
字
音

の
一
元
化
」
を
被
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
⑥
⑦
⑧
Ａ
Ｂ
Ｄ
で
【
シ
ュ
ウ
】
と
さ
れ
て
い
る
「
愁
」
字
に
つ
い
て
、
中
世
の
古
辞
書
を
調
査
し

た
と
こ
ろ
、『
落
葉
集
』
の
「
客
愁
（
か
く
し
う
）・
宮
愁
（
き
う
し
う
）・
愁
色
（
し
う
し
よ
く
）」、『
日

葡
辞
書
』
の
「
愁
眼
（xŭgan

）・
愁
色
（xŭxocu

）」
が
目
に
入
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
漢
語
は
、
漢
音

読
と
お
ぼ
し
き
字
音
、
な
い
し
漢
音
・
呉
音
の
判
別
が
で
き
な
い
も
の
と
共
起
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
で

あ
り
、「
愁
」
の
一
般
的
な
字
音
が
「
シ
ュ
ウ
」
だ
っ
た
と
ま
で
は
判
断
し
か
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
別
の
字
に
目
を
向
け
る
と
、
Ｂ
Ｄ
で
【
シ
ュ
ウ
】
が
採
用
さ
れ
て
い
る
「
秋
」
も
、
や
は
り
辞

書
で
は
【
シ
ュ
ウ
】
で
し
か
現
れ
な
い
。
こ
こ
で
も
『
日
葡
辞
書
』
の
秋
月
（xŭguet

）・
秋
日
（xŭjit

）

の
よ
う
に
、
や
は
り
漢
音
語
と
判
断
す
る
余
地
が
あ
る
漢
語
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
『
落

葉
集
』
の
秋
衣
（
し
う
え
）・
秋
後
（
し
う
ご
（
注

））・
秋
香
（
し
う
か
う
）
の
よ
う
な
、
呉
音
読
の
字

31

音
と
共
起
し
て
い
る
例
が
存
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

「
愁
」「
秋
」
の
字
音
と
し
て
、
理
論
上
は
【
シ
ュ
】
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
、
現
に
①
②
③
④
⑨
Ｃ
で

は
【
シ
ュ
】
と
す
る
ほ
か
、『
大
般
若
経
』
で
【
シ
ュ
】【
ス
】
と
な
っ
て
い
る
例
も
存
す
る
（
注

）。
し

32

か
し
日
常
的
に
使
わ
れ
る
漢
語
で
【
シ
ュ
】
が
拾
え
な
い
こ
と
か
ら
は
、「
日
本
漢
字
音
の
一
元
化
」
の
文

脈
で
捉
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
末
期
の
時
点
で
、
日
常
的
に
は
【
シ
ュ
ウ
】
し

か
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
一
本
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
図
式
で
あ
る
。

遇
・
流
摂
字
の
中
に
は
、
時
代
を
経
る
に
従
っ
て
明
ら
か
に
【
シ
ュ
ウ
】
が
優
勢
に
な
っ
て
い
く
も
の

も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
周
」
は
、『
落
葉
集
』
で
は
「
周
施
（
し
う
せ
）・
周
章
（
し
う
し
や
う
）
／
周

遍
（
し
ゆ
へ
ん
）・
周
密
（
し
ゆ
み
つ
）」、『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
一
周
忌
（ixxûqi

）・
周
章
（xŭxŏ
）
／

周
遍
（xufen

）」
と
な
っ
て
い
て
、
中
世
末
期
の
時
点
で
は
【
シ
ュ
ウ
】
と
【
シ
ュ
】
の
両
方
が
出
現
し
て

い
る
。
そ
れ
が
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
な
る
と
「
一
周
忌
（
イ
ツ
シ
ウ
キ
）・
周
章
（
シ
ウ
シ
ヤ
ウ
）・

周
遍
（
シ
ウ
ヘ
ン
）・
周
流
（
シ
ウ
リ
ウ
）・
周
諄
（
シ
ウ
ジ
ユ
ン
）・
周
二
老
（
シ
ウ
ノ
ジ
ラ
ウ
）・
二
周

（
～
シ
ウ
）・
周
六
卿
（
シ
ウ
ノ
リ
ク
ケ
イ
）・
周
八
士
（
シ
ウ
ノ
～
シ
）
／
周
礼
九
拝
（
シ
ユ
ラ
イ
ノ
キ

ウ
ハ
イ
）」
の
よ
う
に
、
語
彙
的
に
固
定
し
て
い
る
と
思
し
き
も
の
に
し
か
【
シ
ュ
】
が
現
れ
な
く
な
り
、

『
和
英
語
林
集
成
』
に
至
る
と
「
一
周
（
イ
ツ
シ
ウ
）・
周
囲
（
シ
ウ
ヰ
）・
周
期
（
シ
ユ
ウ
キ
）・
周
歳
（
シ

ウ
サ
イ
）・
周
旋
（
シ
ウ
セ
ン
）・
周
章
（
シ
ウ
シ
ヤ
ウ
）」
と
な
っ
て
【
シ
ュ
】
は
現
れ
な
く
な
る
。『
書

言
字
考
節
用
集
』
の
例
は
漢
籍
の
例
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
明
ら
か
に
【
シ
ュ

ウ
】
が
優
勢
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
周
遍
」
が
【
シ
ュ
ヘ
ン
】
か
ら

【
シ
ュ
ウ
ヘ
ン
】
へ
と
推
移
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
収
」
字
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、『
落
葉
集
』
で
は
「
収
緊
（
し
う
き
ん
）・
収
捨
（
し
う
じ
や
）

／
収
学
（
し
ゆ
が
く
）・
収
帰
（
し
ゆ
き
）・
収
納
（
し
ゆ
な
う
）・
収
補
（
し
ゆ
ほ
）・
麦
収
（
ば
く
し
ゆ
）

・
没
収
（
も
つ
し
ゆ
）・
諍
収
（
じ
や
う
し
ゆ
）」
と
、【
シ
ュ
ウ
】
が
存
す
る
と
は
い
え
両
形
が
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
没
収
（m

oxxu

）・
西
収
の
期
（xeixuno

go

）・
収
補
（xufo

）・
収
納
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（xunŏ

）・
収
斂
（xuren

）」、『
書
言
字
考
節
用
集
』
で
は
「
収
公
（
し
ゆ
こ
う
）・
収
納
（
し
ゆ
な
ふ
）・

没
収
（
も
つ
し
ゆ
）」
と
い
う
よ
う
に
、
む
し
ろ
【
シ
ュ
】
し
か
出
て
こ
な
い
。
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
【
シ

ュ
】
が
優
勢
だ
っ
た
様
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
り
、「
没
収
」「
諍
収
」
の
よ
う
な
呉
音
読
字
に
後
続
す
る

も
の
は
も
と
よ
り
、「
西
収
」「
収
補
」「
収
公
」
の
よ
う
な
漢
音
読
字
と
共
起
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
【
シ

ュ
】
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
『
和
英
語
林
集
成
』
に
な
る
と
、
確
収
（
ク
ワ
ク
シ
フ
）・
収
監
（
シ
フ
カ
ン
）

・
収
穫
（
シ
フ
ク
ワ
ク
）・
収
入
（
シ
フ
ニ
フ
）・
収
斂
（
シ
フ
レ
ン
）・
収
縮
（
シ
ウ
シ
ク
）・
収
贖
（
シ
ウ

シ
ヨ
ク
）・
収
養
（
シ
フ
ヤ
ウ
）・
収
税
（
シ
フ
ゼ
イ
）（
注

）
／
収
納
（
シ
ユ
ナ
フ
）・
没
収
（
モ
ツ
シ
ユ
）

33

と
【
シ
ュ
ウ
】
の
方
が
優
勢
に
な
り
、【
シ
ュ
】
を
取
る
も
の
は
「
収
納
」「
没
収
」
と
い
う
明
ら
か
な
呉

音
語
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
現
在
で
は
「
シ
ュ
ウ
」
へ
の
統
一
が
さ
ら
に
進
み
、
シ
ュ
ウ
ノ

ウ
・
ボ
ッ
シ
ュ
ウ
と
い
う
形
に
な
っ
た
と
い
う
文
脈
で
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
通
摂
の
【
シ
ュ
ウ
】
表
記
を
、-ŋ

韻
尾
の
ウ
表
記
と
い
う
線
か
ら
考
え
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、『
法
華
経
』
読
誦
音
の
伝
統
と
は
ま
た
別
に
、
漢
字
音
の
一

元
化
へ
の
圧
力
と
い
う
可
能
性
を
も
考
え
て
み
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。「
充
」
は
、『
日
葡
辞
書
』
に
充

溢
（Iuit

）
が
見
ら
れ
る
以
外
は
、
充
満
（Iŭm

an

）・
充
塞
（Iŭsocu

）
と
【
シ
ュ
ウ
】
形
を
取
る
ほ
か
、『
落

葉
集
』
で
は
充
溢
（
じ
う
い
つ
）
を
含
め
四
例
全
て
が
【
シ
ュ
ウ
】
で
、『
書
言
字
考
節
用
集
』『
和
英
語

林
集
成
』で
も【
シ
ュ
ウ
】に
統
一
さ
れ
て
い
る
。「
終
」も
、や
は
り『
日
葡
辞
書
』の
命
終（M

iŏju

・M
eiju

）

以
外
に
【
シ
ュ
】
表
記
は
な
く
、
確
実
に
「
シ
ュ
ウ
」
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
伝
統

的
な
『
法
華
経
』
読
誦
音
と
方
向
が
一
致
し
た
と
い
う
事
情
も
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
近
世
の
呉
音
資
料
の
【
シ
ュ
ウ
】【
シ
ュ
】
の
選
択
に
は
、
二
つ
の
力
学
が
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
た
。
一
つ
が
、
一
字
複
数
音
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
で
あ
り
、『
法
華
経
』

と
『
浄
土
三
部
経
』
音
義
と
で
「
通
摂
字
【
シ
ュ
ウ
】、
遇
・
流
摂
字
【
シ
ュ
】」「
呉
音
【
シ
ュ
】、
漢
音

【
シ
ュ
ウ
】」
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
韻
学
的
な
知
識
に
基
づ
き
整
理
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
共
通

し
て
い
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
一
字
複
数
音
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
「
漢
字
音
の
一
元
化
」
で
あ
っ
て
、

『
論
語
』
か
ら
垣
間
見
ら
れ
た
の
と
同
様
の
流
れ
が
、
こ
こ
で
も
あ
っ
た
。

４

結
論

日
本
漢
字
音
の
特
徴
と
さ
れ
る
「
一
字
複
数
音
」
は
、
し
か
し
古
い
時
代
か
ら
解
消
さ
れ
る
兆
候
が
あ

っ
た
。
そ
れ
が
「
漢
字
音
の
一
元
化
」
で
あ
っ
て
、
当
初
Ｘ
と
Ｙ
と
い
う
複
数
音
を
有
す
る
漢
字
が
あ
っ

た
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
変
化
が
想
定
さ
れ
る
。

最
初
の
段
階
と
し
て
、
①
Ｘ
と
Ｙ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
範
囲
を
有
し
て
い
る
状
態
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
は
Ｘ
と
Ｙ
は
あ
る
程
度
対
等
な
関
係
に
あ
り
、
複
層
性
が
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
後
、
②

こ
の
漢
字
の
音
は
Ｘ
の
方
に
傾
斜
し
、
Ｙ
と
い
う
の
は
語
彙
的
に
限
ら
れ
て
い
た
り
、
あ
る
種
の
条
件
下

で
し
か
表
れ
な
い
特
殊
な
字
音
と
い
う
状
況
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
③
こ
の
漢
字
に
は
、

Ｘ
と
い
う
音
の
み
が
対
応
す
る
と
い
う
状
態
に
な
る
。
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「
日
本
漢
字
音
と
は
、
一
つ
の
漢
字
に
呉
音
・
漢
音
な
ど
の
複
数
音
が
対
応
し
て
い
る
」
の
よ
う
な
表

現
か
ら
は
、
①
の
よ
う
な
状
況
が
想
像
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
屋
名
池
（
二
〇
〇
五
）

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
代
日
本
語
で
は
、
必
ず
し
も
Ｘ
と
Ｙ
と
が
並
立
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
は
限

ら
ず
、
②
や
③
の
状
態
が
ま
ま
見
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
稿
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

①
の
状
態
が
崩
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
以
降
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
室
町
時
代
の
時
点
で
、
す

で
に
②
、
あ
る
い
は
③
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
漢
字
が
存
し
た
。
こ
の
一
元
化
は
、
漢
籍
や
仏
典

の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
規
範
的
な
漢
字
音
が
使
わ
れ
て
い
る
と
目
さ
れ
る
場
で
も
等
し
く
発
生
し
て
い
た

現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｘ
の
領
域
が
広
が
る
早
さ
は
漢
字
に
よ
っ
て
様
々
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
特
定
の

時
代
に
お
い
て
は
、
あ
る
漢
字
は
一
元
化
が
進
ん
で
い
る
反
面
、
別
の
漢
字
は
そ
う
で
も
な
い
と
い
う
状

況
も
見
ら
れ
た
。

遅
速
の
差
は
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
が
①
か
ら
②
の
状
態
を
経
て
、
そ
し
て
全
て
の
漢
字
が

③
に
移
行
し
た
ら
、
日
本
漢
字
音
の
一
元
化
は
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
一
元
化
に

抗
し
て
一
字
複
数
音
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た
。『
田
舎
論
語
』
の
よ
う
な
資
料
で
も
、
当

時
珍
し
く
な
っ
て
い
た
和
【
カ
】
や
六
【
リ
ク
】
が
使
わ
れ
て
い
た
、
つ
ま
り
選
択
可
能
な
字
音
形
と
し

て
残
り
続
け
た
の
が
そ
の
一
例
で
あ
り
、『
論
語
』
で
出
現
す
る
漢
語
に
ふ
さ
わ
し
い
字
音
と
い
う
発
想
が

存
し
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

室
町
時
代
の
『
論
語
』
訓
読
資
料
で
散
見
さ
れ
た
具
【
キ
ュ
ウ
】、
乗
【
セ
イ
】
な
ど
は
、
通
常
想
起
さ

れ
る
字
音
を
避
け
て
、「
漢
音
形
」
ら
し
い
形
を
求
め
た
極
端
な
例
だ
と
思
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
加
点
例

の
存
在
は
、「
具
」「
乗
」
は
そ
れ
ぞ
れ
【
グ
】【
ジ
ョ
ウ
】
が
想
起
さ
れ
る
字
だ
っ
た
こ
と
を
裏
書
き
し
て

い
る
と
と
も
に
、
日
常
音
へ
の
「
反
発
力
」
の
大
き
さ
を
も
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
中
世
以
降
の
呉
音
形
で
【
シ
ュ
】【
シ
ュ
ウ
】
の
ど
ち
ら
が
選
択
さ
れ
る
か
、
ま
た
何
に
よ

っ
て
決
ま
る
か
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、『
法
華
経
』
関
連
文
献
な
ど
で
は
「
通
摂
字
【
シ
ュ
ウ
】、
遇
・
流

摂
字
【
シ
ュ
】」
と
い
う
分
布
に
な
り
、
一
方
で
『
浄
土
三
部
経
』
音
義
で
は
「
呉
音
【
シ
ュ
】、
漢
音
【
シ

ュ
ウ
】」
と
い
う
分
布
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
方
向
性
は
異
な
る
も
の
の
、
し
か
る
べ
き
根
拠
に
基
づ
い

て
、
呉
音
形
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
形
を
導
き
出
す
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。

日
本
漢
字
音
が
、
単
純
に
一
元
化
す
る
方
向
に
向
か
わ
な
か
っ
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
漢
字
・
漢

語
と
い
う
も
の
が
日
常
語
か
ら
や
や
離
れ
た
位
置
に
あ
り
、
学
問
的
な
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
面
が
あ
っ

た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
現
代
日
本
語
で
は
、
呉
音
と
漢
音
を
区
別
す
る
よ
う
な
発
想
は
、
か
つ
て
に
比

べ
れ
ば
薄
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
字
・
漢
語
の
知
識
が
教
養
や
学
識
に
直
結

①

Ｘ

Ｙ

②

Ｘ

Ｙ

③

Ｘ
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す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
夏
至
の
「
ゲ
」、
疾
病
の
「
ヘ

イ
」
な
ど
の
よ
う
に
、
も
は
や
限
ら
れ
た
語
に
し
か
表
れ
な
い
も
の
が
、
し
か
し
「
有
標
・
無
標
に
よ
る

読
み
分
け
タ
イ
プ
」
と
し
て
隠
然
た
る
存
在
感
を
保
っ
て
い
て
、
た
や
す
く
③
へ
と
は
移
行
し
な
い
と
い

う
の
が
現
代
日
本
語
の
状
況
で
あ
ろ
う
。
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
一
字
複
数
音
が
解
消
さ
れ
る
方
向
へ
と

向
か
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
完
了
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
し
た
と
し
て
も
遠
い
未
来
だ
ろ
う

と
い
う
の
が
、
筆
者
の
予
想
で
あ
る
。
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シ
ユ
ウ
シ
ウ

シ
ユ
ウ
・
※

※
シ
ユ

※
シ
ユ

※
シ
ユ

シ
ユ
ウ

シ
ユ

充
通
シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ
シ
ウ

シ
ウ

シ
ウ

シ
ウ

シ
ウ

シ
フ

従
通
シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ

シ
ウ

シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ

シ
ウ

シ
フ

縦
通
シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ
シ
ウ

シ
ユ
ウ

シ
ウ

シ
フ

訟
通
シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ
シ
ウ
・
シ
ユ
シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ

※
シ
ユ

ウ

鍾
通
シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ

鐘
通

※
シ
ユ
・

シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ
※
シ
ユ

シ
ユ
ウ

※
シ
ユ

シ
ユ
ウ

悚
通

※
シ
ユ

※
シ
ユ

※
シ
ユ
・

シ
ヨ

聳
通

※
シ
ユ

誦
通
シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ
シ
ウ
・
※
シ

※
シ
ユ

※
シ
ユ

※
シ
ユ

ユ

頌
通
シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ

シ
ユ
ウ
シ
ユ
ウ
シ
ウ
・
シ
ユ
※
シ
ユ

※
シ
ユ

※
シ
ユ

※
シ
ユ

ウ
・
※
シ
ユ

主
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
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取
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

殊
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

珠
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

趣
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

樹
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

須
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

数
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

注
遇

シ
ユ

シ
ユ

濡
遇

シ
ユ

輸
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

戍
遇

シ
ユ

聚
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

※
シ
ユ
ウ

シ
ユ

シ
ユ

銖
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

鬚
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

姝
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

澍
遇
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

守
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

手
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

酒
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

首
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

受
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

呪
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

寿
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

授
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

囚
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

収
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

周
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

※
シ
ウ

シ
ユ

就
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

修
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

愁
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

※
シ
ウ

※
シ
ユ
ウ

※
シ
ウ
・
シ
ユ

シ
ユ

臭
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

舟
流

シ
ユ

醜
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

獣
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

宿
流

※
シ
ユ
ウ

痩
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

鷲
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

皺
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

脩
流
シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
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別
表
２

字

摂

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

種

通

※
シ
ユ

※
シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

※
シ
ユ

宗

通

※
シ
ユ
／
ソ
ウ

終

通

シ
ウ

シ
ユ
ウ

※
シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

※
シ
ユ

衆

通

※
シ
ユ

※
シ
ユ
／
シ
ウ

※
シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

※
シ
ユ

充

通

シ
ウ

シ
ユ
ウ

※
シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

※
シ
ユ

従

通

シ
ウ

シ
ユ
ウ
／
シ
ヨ
ウ

※
シ
ユ
／
シ
ヨ
ウ

※
シ
ユ

縦

通

シ
ウ

シ
ユ
ウ
／
シ
ヨ
ウ

※
シ
ユ
／
シ
ヨ
ウ

※
シ
ユ

訟

通

※
シ
ユ

シ
ユ
ウ
／
セ
ウ

※
シ
ユ
／
シ
ヨ
ウ

崇

通

シ
ウ

※
シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

誦

通

※
シ
ユ

※
シ
ユ
／
セ
ウ

※
シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

※
シ
ユ

頌

通

※
シ
ユ

※
シ
ユ
／
セ
ウ

※
シ
ユ
／
シ
ヨ
ウ

※
シ
ユ

忪

通

※
シ
ユ
／
シ
ヨ
ウ

黍

遇

シ
ユ
／
ソ
ウ

主

遇

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

取

遇

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

朱

遇

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

殊

遇

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

珠

遇

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

趣

遇

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

樹

遇

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

須

遇

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

数

遇

シ
ユ

シ
ユ
／
ス
ウ

シ
ユ
／
ス

シ
ユ

竪

遇

シ
ユ

注

遇

シ
ユ
／
チ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ

殳

遇

シ
ユ

聚

遇

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

鬚

遇

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

澍

遇

シ
ユ

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ

シ
ユ

守

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

手

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

酒

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

首

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

受

流

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

呪

流

シ
ユ

シ
ユ

寿

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

授

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ
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収

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

※
シ
ウ

周

流

※
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

就

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

州

流

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

修

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

愁

流

※
シ
ウ

※
シ
ユ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

※
シ
ウ

秋

流

※
シ
ユ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

※
シ
ウ

臭

流

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

舟

流

※
シ
ウ

酬

流

※
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

醜

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

※
シ
ウ

宿

流

※
シ
ウ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

祝

流

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

奏

流

シ
ユ
／
ソ
ウ

漱

流

シ
ユ
／
ソ
ウ

脩

流

シ
ユ

シ
ユ
／
シ
ユ
ウ

シ
ユ

藪

流

シ
ユ
／
ソ
ウ

※
Ｂ
・
Ｃ
は
、
／
で
区
切
ら
れ
た
上
が
呉
音
、
下
が
漢
音
を
表
す
。

注（
１
）
こ
こ
で
の
「
有
標
・
無
標
に
よ
る
読
み
分
け
タ
イ
プ
」
と
は
、「
殺
」
の
音
が
「
殺
生
」「
相
殺
」「
減
殺
」
と
い

う
漢
語
の
場
合
の
み
、
有
標
の
字
音
で
あ
る
セ
ツ
と
サ
イ
と
な
り
、
そ
れ
以
外
は
無
標
の
字
音
で
あ
る
サ
ツ
が
出
現

す
る
よ
う
な
も
の
を
指
す
。
ま
た
「
読
み
分
け
条
件
に
よ
る
読
み
分
け
タ
イ
プ
」
と
は
、「
幕
」
の
音
が
「
テ
ン
ト
」

「
司
令
部
」「
幕
府
」
の
意
味
の
語
な
ら
ば
バ
ク
で
、
そ
れ
以
外
な
ら
マ
ク
に
な
る
と
い
う
「
意
味
に
よ
る
読
み
分

け
」
と
、「
男
」
の
音
が
語
頭
に
来
る
場
合
は
ダ
ン
で
非
語
頭
で
あ
れ
ば
ナ
ン
に
な
る
よ
う
な
「
位
置
に
よ
る
読
み

分
け
」
と
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
な
お
「
殺
」
の
「
セ
ツ
／
サ
ツ
」
は
呉
音
・
漢
音
の
関
係
に
あ
る
の
に
対
し
、「
サ

イ
」
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
一
字
複
数
音
」
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
呉
音
・
漢
音
（
・
唐
音
）
と
い

う
字
音
体
系
間
の
違
い
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
日
本
漢
字
音
の
一
字
複
数
音
と
は
、
典
型
的
に
は
呉

音
・
漢
音
の
違
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
主
に
呉
音
・
漢
音
の
違
い
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
、
そ

れ
以
外
の
も
の
に
は
必
要
に
応
じ
て
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
２
）
両
氏
が
「
一
音
固
定
化
」
と
称
す
る
現
象
は
、
先
掲
し
た
「
漢
字
音
の
一
元
化
」
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
と

目
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
本
稿
で
は
「
漢
字
音
の
一
元
化
」
の
方
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
３
）
漢
字
音
を
形
成
す
る
要
素
と
し
て
は
、
声
母
・
韻
母
の
ほ
か
に
声
調
も
あ
り
、
加
藤
大
鶴
（
二
〇
一
八
）
の
よ
う

な
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
に
関
す
る
研
究
書
も
出
て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
声
点
が
差
さ
れ
た
漢
字
が
あ
っ
た
と
し

て
、
そ
れ
が
規
範
的
な
漢
音
（
呉
音
）
の
字
音
声
調
な
の
か
、
そ
れ
ら
が
崩
れ
た
も
の
な
の
か
、
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト

と
し
て
の
も
の
な
の
か
な
ど
を
判
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
議
論
が
錯
そ
う
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
本
稿
で
は
声
調
に
つ
い
て
は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
石
山
裕
慈
（
二
〇
一
一
）、
同
（
二
〇
一
九
）

な
ど
も
参
照
。

（
４
）
こ
ま
つ
ひ
で
お
（
一
九
七
〇
）、
来
田
隆
（
一
九
七
一
）、
李
承
英
（
二
〇
〇
三
）、
湯
沢
（
二
〇
一
七
）
な
ど
参

照
。
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（
５
）
本
稿
で
取
り
扱
う
資
料
で
は
、
仮
名
遣
い
の
混
乱
や
濁
点
使
用
の
不
統
一
、
促
音
化
の
有
無
や
文
字
体
系
（
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
か
片
仮
名
か
な
ど
）
の
差
異
な
ど
、
不
ぞ
ろ
い
な
と
こ
ろ
が
多
々
見
ら
れ
る
た
め
、
原
文
通
り
に
挙
例

す
る
と
煩
雑
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
音
形
を
特
定
す
る
の
も
難
し
い
こ
と
か
ら
、
表
記
の
議
論
を
す

る
際
に
は
、
論
述
上
特
に
支
障
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
現
代
仮
名
遣
い
の
片
仮
名
で
示
し
、【

】
で
括
る

こ
と
に
す
る
。

（
６
）
出
現
位
置
は
片
山
・
木
村
（
一
九
八
一
）
に
よ
る
。

（
７
）
か
く
（
学
）、
せ
ん
（
善
）
な
ど
濁
点
を
付
し
て
い
な
い
表
記
も
見
ら
れ
る
が
、
積
極
的
に
清
音
を
指
示
し
て
い

る
保
証
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

（
８
）
２
―
２
、
２
―
３
で
言
及
す
る
博
士
家
の
『
論
語
』
訓
点
資
料
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

高
山
寺
本
…
巻
七
の
後
半
と
巻
八
が
残
存
す
る
。
鎌
倉
時
代
初
期
の
書
写
と
見
ら
れ
、
識
語
か
ら
清
原
家
の
訓
を
伝

え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
調
査
は
『
高
山
寺
古
訓
点
資
料
第
一
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
）
に
よ
っ

た
。

嘉
元
本
…
高
山
寺
蔵
本
で
、
巻
四
の
一
部
と
巻
八
の
大
部
分
と
が
残
存
し
て
い
る
。
嘉
元
元
（
一
三
〇
三
）
年
に
書

写
さ
れ
た
も
の
で
、
中
原
師
有
の
訓
を
伝
え
る
。
調
査
は
、
前
掲
『
高
山
寺
古
訓
点
資
料
第
一
』
に
よ
っ
た
。

正
和
本
…
東
洋
文
庫
蔵
本
で
、
全
一
〇
巻
が
存
す
る
。
正
和
四
（
一
三
一
五
）
年
に
、
清
原
教
隆
の
加
点
本
に
基
い

て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
は
『
論
語
集
解

正
和
四
年
写
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
）
に
よ
っ
た
。

蓬
左
文
庫
本
…
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
本
で
、
全
一
〇
巻
が
存
す
る
。
元
応
二
（
一
三
二
〇
）
年
に
書
写
さ
れ
た
も

の
で
、
中
原
家
の
系
統
と
目
さ
れ
る
も
の
の
、
清
原
家
的
な
性
質
も
う
か
が
え
る
こ
と
が
杉
浦
豊
治
（
一
九
五

六
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
原
本
調
査
を
行
っ
た
。

建
武
本
…
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
で
、
全
一
〇
巻
が
存
す
る
。
巻
一
～
六
は
建
武
四
（
一
三
三
七
）
年
に
清
原
頼
元

が
、
巻
七
～
一
〇
は
康
永
元
（
一
三
四
二
）
年
に
清
原
良
兼
が
訓
を
伝
授
し
た
旨
の
識
語
が
あ
る
。
調
査
は
蒲

田
政
治
郎
発
行
の
複
製
本
（
一
九
三
七
年
）
に
よ
っ
た
。

（
９
）
漢
籍
の
訓
法
は
博
士
家
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
改
訂
新
版

文
明
本
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
』（
勉

誠
出
版
、
二
〇
〇
六
）
所
収
の
解
説
で
中
田
祝
夫
氏
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（

）
こ
の
「
幼
少
」
以
下
の
三
語
は
、
前
の
「
幼
稚
」
に
続
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、「
幼
」
字
が
「
ー
」
で

10
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
漢
語
と
し
て
の
形
が
分
か
り
や
す
く
な
る
よ
う
［

］
内
に

「
幼
」
字
を
補
っ
た
。
以
下
同
様
と
す
る
。

（

）
漢
籍
の
出
典
は
、『
文
明
本
節
用
集
』
で
の
体
裁
通
り
と
し
、
四
角
で
囲
っ
て
表
示
し
た
。

11
（

）
室
町
時
代
以
降
に
編
集
さ
れ
た
、
四
種
類
の
『
浄
土
三
部
経
音
義
』
で
も
【
キ
ン
】
し
か
出
て
こ
な
い
。
石
山
裕

12
慈
（
二
〇
一
八
）
参
照
。

（

）
釈
文
注
は
北
京
図
書
館
蔵
の
宋
版
本
に
よ
る
。

13
（

）
内
題
に
は
「
で
ん
し
ゃ
ろ
ん
ご
」
と
振
り
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。
調
査
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
っ
た
。

14
（

）「
六
角
」
の
ほ
か
、「
六
角
な
」
と
「
六
角
に
」
も
立
項
さ
れ
て
い
る
が
、
後
の
二
つ
は
算
入
し
て
い
な
い
。
ま
た

15
「Rocuxacu

」
の
漢
字
表
記
に
は
「
陸
尺
」「
六
尺
」
両
方
が
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
一
八
例
の
中
に
入
れ
た
。

（

）
原
田
種
成
（
一
九
九
五
）
で
は
、「
父
」
の
「
ホ
」
表
記
に
つ
い
て
、「
漁
父
」
を
題
材
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
釈

16
文
注
そ
の
も
の
に
影
響
さ
れ
た
可
能
性
の
ほ
か
に
、
当
時
「
父
」
を
「
ホ
」
と
読
む
言
説
な
い
し
流
行
が
存
在
し
た

と
い
う
線
も
考
え
ら
れ
る
。

（

）「
軍
」
の
【
キ
ン
】
は
唐
音
と
し
て
は
妥
当
な
形
で
あ
り
、
ま
た
「
用
」
の
【
ユ
ウ
】
は
法
華
経
音
義
な
ど
の
呉

17
音
資
料
に
見
ら
れ
る
形
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
唐
音
形
や
呉
音
形
が
混
入
し
た
と
見
る
よ
り
も
、
日
常
使
用
の

【
グ
ン
】【
ヨ
ウ
】
を
基
準
に
別
の
形
を
出
力
さ
せ
る
操
作
を
行
っ
た
結
果
、
た
ま
た
ま
唐
音
形
・
呉
音
形
と
同
じ
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字
音
が
出
て
き
た
と
考
え
た
方
が
実
態
に
即
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（

）
高
橋
（
二
〇
〇
八
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
資
料
の
う
ち
、
本
項
で
取
り
扱
う
の
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
（
特
に
注

18
記
の
な
い
も
の
は
原
本
調
査
を
行
っ
た
）。
冒
頭
の
数
字
は
同
書
四
四
ペ
ー
ジ
以
下
の
一
覧
表
と
対
応
し
て
い
る
ほ

か
、
成
立
年
代
・
系
統
な
ど
の
情
報
も
同
書
に
よ
っ
た
。
各
資
料
の
書
写
者
・
影
響
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
筆
者

の
考
え
が
及
ん
で
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
系
統
を
示
す
情
報
と
し
て
、
字
句
や
章
数
表

記
な
ど
を
基
準
に
し
た
高
橋
（
二
〇
〇
八
）
の
分
類
を
掲
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
清
家
本
…
宣
賢
本
（
甲
類
）・

枝
賢
系
本
（
乙
類
）・
章
数
有
（
丙
類
）・
章
数
無
（
丁
類
）、
正
平
版
系
…
影
写
本
（
戊
類
）・
転
写
本
（
己
類
）、

義
疏
系
…
章
数
無
（
庚
類
）、
章
数
有
（
辛
類
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

1

根
本
本
…
秋
田
県
立
図
書
館
蔵
・
室
町
後
期
・
己
類
、3

尾
崎
本
…
斯
道
文
庫
蔵
（091/9

）・
室
町
後
期
・
庚

類
、5

南
葵
本
…
斯
道
文
庫
蔵
（091/11

）・
室
町
後
期
・
庚
類
、17

高
木
本
…
斯
道
文
庫
蔵
（092/16

）・
室
町

後
期
・
辛
類
、20

舜
政
本
…
斯
道
文
庫
蔵
（092/51

）・
室
町
中
後
期
・
庚
類
、37

書
陵
部
三
冊
本
…
宮
内
庁
書

陵
部
蔵
の
カ
ラ
ー
写
真
に
よ
り
調
査
（457/207

）・
室
町
後
期
・
辛
類
、38

書
陵
部
二
冊
本
…
宮
内
庁
書
陵
部

蔵
の
カ
ラ
ー
写
真
に
よ
り
調
査
（457/208
）・
室
町
末
期
・
丁
類
、56

九
華
本
…
足
利
学
校
蔵
（505/1

）・
室

町
後
期
・
辛
類
、57

足
利
五
冊
本
…
足
利
学
校
蔵
（509/1

）・
室
町
末
～
近
世
初
期
・
庚
類
、61

築
島
本
…
東

京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
の
紙
焼
き
に
よ
り
調
査
・
永
正
一
三
（
一
五
一
六
）
年
・
辛
類
。

（

）
高
松
政
雄
（
一
九
七
〇
）、
迫
野
虔
徳
（
二
〇
一
二
）
第
一
章
第
二
節
な
ど
参
照
。

19
（

）
高
松
政
雄
（
一
九
七
〇
）、
同
（
一
九
七
一
）、
江
口
泰
生
（
一
九
八
六
）、
肥
爪
周
二
（
二
〇
一
九
）
本
論
第
一

20
部
第
二
章
な
ど
参
照
。

（

）
本
節
で
は
、【
シ
ュ
】【
シ
ュ
ウ
】
に
、
濁
音
の
【
ジ
ュ
】【
ジ
ュ
ウ
】
を
も
含
め
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
考
察

21
の
対
象
を
通
摂
・
遇
摂
・
流
摂
字
に
限
定
し
、
ｐ
入
声
字
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
た
だ
し
通
・
遇
・
流
摂

字
を
「
シ
フ
」「
ジ
フ
」
と
し
た
も
の
に
関
し
て
は
【
シ
ュ
ウ
】
例
と
し
て
扱
っ
た
。

（

）
調
査
は
、
沼
本
克
明
（
一
九
九
〇
）
に
よ
る
。

22
（

）
調
査
は
、『
補
忘
記
（
貞
享
版
・
元
禄
版
）
影
印
な
ら
び
に
声
点
付
漢
字
索
引
』（
ア
ク
セ
ン
ト
史
資
料
研
究
会
、

23
二
〇
一
六
）
に
よ
る
。

（

）
高
松
政
雄
（
一
九
八
二
）
第
四
章
（
一
）
参
照
。

24
（

）
①
～
⑨
は
以
下
の
文
献
に
よ
り
調
査
を
行
っ
た
。
①
③
…
『
古
辞
書
音
義
集
成
』
５
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
〇
）、

25
②
…
貴
重
図
書
影
本
刊
行
会
の
複
製
（
一
九
三
六
年
）、
④
⑦
⑧
…
国
立
国
会
図
書
館
の
画
像
デ
ー
タ
、
⑤
…
中
田

祝
夫
編
『
日
遠
著

法
華
経
随
音
句
』（
勉
誠
社
、
一
九
七
一
）、
⑥
…
河
村
孝
照
（
一
九
七
七
）、
⑨
…
国
立
国
会

図
書
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
。

（

）「
諷
」
が
フ
か
フ
ウ
か
を
議
論
し
た
箇
所
（
上

ウ
）
で
、「
フ
ジ
ユ
云
諷
フ
ヨ
ミ
、
フ
ロ
、
風
土
記
等
云

フ

ト

テ

ヲ

ト

ト

テ

26

35

風
フ
ヨ
ム
是
公
弓
孔
等
皆
ク
ヨ
ミ
衆
シ
ユ
読
不

引
有
之
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。

ヲ

ト

モ

ヲ

ト

ヲ

ト

テ

ル
コ
ト

レ

（

）
Ａ
～
Ｄ
は
、
以
下
の
文
献
に
よ
り
調
査
を
行
っ
た
。
Ａ
…
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
本
、
Ｂ
…
『
浄
土
三
部
経
音
義
』

27
（
勉
誠
社
文
庫
、
一
九
七
八
）、
Ｃ
Ｄ
…
神
戸
大
学
蔵
本
お
よ
び
国
立
国
会
図
書
館
の
画
像
デ
ー
タ
。

（

）
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
勉
誠
社
文
庫
所
収
の
解
説
（
中
田
祝
夫
氏
執
筆
）
参
照
。

28
（

）
本
稿
の
初
出
で
あ
る
石
山
裕
慈
「
中
世
以
降
の
「
シ
ウ
（
シ
ユ
ウ
）」「
シ
ユ
」
の
呉
音
形
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語

29
語
彙
史
の
研
究
』
三
七
、
二
〇
一
八
）
で
は
、
本
資
料
と
文
雄
『
磨
光
韻
鏡
』（
一
七
四
四
年
）
と
本
居
宣
長
『
字

音
仮
字
用
格
』（
一
七
六
六
年
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
確
証
を
持
て
ず
に
い
た
が
、
少
な
く
と
も
本
資
料
と
『
磨
光

韻
鏡
』
と
の
間
に
は
強
い
相
関
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
準

備
中
で
あ
る
。

（

）
漢
音
形
の
方
は
、『
磨
光
韻
鏡
』
で
は
一
律
「
シ
ユ
ウ
」、『
字
音
仮
字
用
格
』
で
は
、
尤
韻
「
シ
ウ
」、
東
韻
「
シ

30
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ユ
ウ
」
と
し
て
お
り
、
温
度
差
は
存
す
る
。

（

）
同
じ
語
は
、
日
葡
辞
書
に
も
「X

ŭgo

」
の
形
で
見
え
る
。

31
（

）
小
倉
（
二
〇
一
四
）
に
よ
る
。

32
（

）「
収
養
」
と
「
収
税
」
は
、
ロ
ー
マ
字
は
長
音
符
号
の
な
いshu

と
す
る
。

33
付
記本

稿
は
、
す
で
に
発
表
し
た
「『
漢
字
音
の
一
元
化
』
の
歴
史
」（『
国
語
と
国
文
学
』
九
五
―
一
〇
、
二

〇
一
八
。
中
近
世
の
話
に
絞
る
た
め
、
明
治
以
降
の
内
容
に
つ
い
て
は
割
愛
し
た
）
と
「
中
世
以
降
の
「
シ

ウ
（
シ
ユ
ウ
）」「
シ
ユ
」
の
呉
音
形
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』
三
七
、
二
〇
一
八
）
と
の

内
容
を
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
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