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呉
音
声
調
の
国
語
化
と
訓
点
資
料

儀

軌

類

を

中

心

に

崎

村

弘

文

広
く
国
語
史
を
研
究
す

る
観
点

に
立
て
ば
、
訓
点
資
料
研
究
の
分
野
と
漢
字

音
研
究

の
分
野
と
は
、

互
い
に
も

っ
と
協
力
す
べ
き
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

例

え
ば
、
訓
点
資
料

の
加
点
年
代
を
推
定
す
る
手

が
か
り
の

一
つ
と
し

て
、

〈
呉
音
声
調
体
系

の
通
時
的
変
化
V
を
利
用
す
る
と
い

っ
た

こ
と
は
可
能
な
は

ず
で
あ

る
。
ま
た
、
逆

に
、
天
台
宗
寺
門
派
の
学
統

に
よ

っ
て
加
点

さ
れ

た
資

料

の
或

る
も
の
な

ど
、
豊
富
な
声
点
と
字
音
注

記
を
持
ち
、
平
安
後
期
か
ら
鎌

倉
初
期

に
か
け
て
の
呉
音
資
料
と
し
て
恰
好

の
も
の
と
言
う

べ
き
で
あ
る
。
さ

ら

に
、
仏
教
教
学

の
位
相
は
字
音
資
料
と
し
て
の
性
格

に
も
反
映
す

る
場
合
が

有

る
よ
う

で
あ
る
し
、
梵
語
音
訳
字
な
ど
を
考

え
る
の
に
も
呉
音
声
調
研
究

の

成
果
を
利
用
す

べ
き
場
合

が
有

る
よ
う
で
あ
る
。
ど
う
し

て
も
、

双
方

の
研
究

分

野
の
協
力
が
望
ま
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

本
稿

に
お

い
て
筆
者

は
、
右

の
よ
う
な
考
え
方

に
基
づ
き
、
い
く

つ
か

の
訓

点
資
料
を
対
象
と
す
る
考
察
を
行
な

い
た
い
と
思
う

。
中
心
と
な
る
課
題
は
、

そ
れ
ら
の
呉
音
資
料

と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

こ

か
ら
発
展
す

べ
き
問
題
は
多
く
、
か

つ
重
要

と
思
わ
れ
る
。
そ
の

一
々
に
触
れ

る

こ
と
は
難
し

い
が
、
珈

か
な
り
と
も
先
の
見
通
し
を
述

べ
て
お
く

こ
と

に
し

た
い
。
と
も
か
く
も
、
冒
頭

に
述

ぺ
た
よ
う
な
実
情
を
明
ら
か
に
し
、

新
た
に

見
出

だ
さ
れ
る
問
題
の
解
決
を
目
指
す
こ
と

こ
そ
が
重
要

と
思
う

か

ら

で

あ

る
。

一
、
資
料

の
概
要

一
ー

一

考
察

に
当

っ
て
、
九
州
大
学
文
学
部
所
蔵
の
儀
軌
類
七
点
を
資
料

に

用
い
た
。

注
1

④

「
成
就
妙
法
蓮
華
経
王
喩
伽
観
智
儀

軌
」

朱
点

(ヲ
コ
ト
点
・
仮
名
点
・
声
点
)
・
墨
点

(仮
名
点
・
声
点
)
が

差

さ

れ

て
い

る
。
ヲ
コ
ト
点

は
西
墓
点
で
あ
る
。
巻
末

に
次

の
よ
う
な
識
語
を
持

つ
。

「
校
本
云
件
儀
軌
本
者
円
詮
阿
闇
梨
御
点
本
也
円
詳

此
本
奉
従
侍
阿
闘
梨

受
学
之

必
勝
本
如

本

注

一
事
耳

云
々
(墨
)

長
保
元
年
十
月
三

日
於

金
剛
峯
寺
受
学
巳
了

求
法
沙
門
円
詳
記
云
々
(朱
)

寛
徳
二
年
五
月
廿
七
日
於

足
下
書
之
了
云
々
(墨
)

長
久
四
年
七
月
上
旬
伝

得
行

円
記
此
鍮
伽

有
多
本

余
所
持
冊
紙
点
本
前
威

(墨
)

」
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な

お
、
朱
筆
墨
筆
と
も
本
文

と
同
筆
と
認
め
ら
れ

る
。

②

「
金
剛
頂
琉
伽
蓮
華
部
心
念
訥
儀
軌
」

朱
点

(ヲ
コ
ト
点
・
仮
名
点
・
声
点
)
・
墨
点

(仮
名
点
・
声
点
)
が

差

さ

れ

て
い

る
。
ヲ

コ
ト
点
は
西
墓
点

。
巻
末

に
識
語
。

「
長
承

二
年
十

一
月
廿

二
日

一
交
了

(以
上
墨
)
同
三
年
以
慈
円
房
御
本
/

三

始

点

了

一
交
了

(以
上
朱
)
/
同
年
二
月
十
七
日
次
日
受
奉
了

(以
上
墨
)
」

朱
筆
墨
筆
と
も
本
文
と
同
筆

。

③

「
金
剛

頂
経
供
養
部
心
念
講
儀
軌
」

朱
点

(ヲ
コ
ト
点
・
仮
名
点
・
声
点
)
・
丹
点

(仮
名
点
・
声
点
)
・
墨
点

(仮
名
点
)

が
差
さ
れ
て
い
る
。
ヲ

コ
ト
点
は
西
墓
点
。
識
語
な
し
。

④

「
大
毘
廉
遮
那
経
広
大
成
就
儀
軌
巻
下
」

朱
点

(ヲ
コ
ト
点
・
仮
名
点
・
声
点
)
・
墨
点

(仮
名
点
)
が
差
さ
れ
て
い
る
。
後

者

は
ご
く
少
数
。

ヲ
コ
ト
点

は
西
墓
点
。
巻
末
に
識
語
。

「
天
承
二
年
八
月
廿

日
辰
時
移
点
了

(朱
)
」

⑤

「
(右
同
)
」

朱
点

(ヲ
コ
ト
点
・
仮
名
点
・
声
点
)
・
墨
点

(仮
名
点
)
が
差
さ
れ
て
い
る
。
後

者
は
ご
く
少
数
。

ヲ
コ
ト
点
は
三
論
宗
点
。
巻
末

に
識
語
。

「
承
安
三
年
七
月

一
日
於
勧
修
寺
西
山
住
「囲
7

書
了
末
資

興
然

(墨
)
」

⑥

「
大
聖
妙
吉
祥
菩
薩
秘
密
八
字
陀
羅
尼
修
行
曼
茶
羅
次
第
儀
軌
法
」

朱
点

(ヲ
コ
ト
点
・
仮
名
点
・
声
点
)
が
差
さ
れ
て
い
る
。
ヲ
コ
ト
点
は
三
論
宗

点
。
巻
末
に
元
永
二
年
の
識

語
。

⑦

「
(右
同
)
」

朱
点

(ヲ
コ
ト
点
・
仮
名
点
・
声
点
)
・
墨
点

(仮
名
点
)
が
差
さ
れ
て
い
る
。

ヲ

コ
ト
点
は
浄
光
房
点

。
巻
末
に
、
永
久
三
年
書
写

(墨
)

・
同
五
年

移
点

奉
受

(朱
)
・
保
安
二
年
奉
受

(墨
)
の
識
語
。

一
ー
二

こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
平
安
末
期

の
移
点
本

と
見

る
べ
き

も

の

で

あ

る
。国

語
史

研
究
、
わ
け
て
も
音
韻
史

の
研
究
に
お
け
る
訓
点
資
料

の
重

要

性

を
、
ま
ず
〈
書

写
年
代
が
率

ね
明
確

で
あ
り
、

そ
れ
が
平
安
時
代
当
時

の
も

の

で
あ

っ
て
、
後
世

の
伝
写
に
よ
る
誤
字
な
ど
の
虞

が
な

い
V
点
に
見
出
だ
す
立

場
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
移
点
本
を
資
料

と
す
る
考
察

に
は
、
基
本
的

に

か
な
り
の
問
題

が
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

し
か
し
、

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
次

の
よ
う

に
考
え

る
こ
と
が
で
き

る
。

確
か
に
、

そ
う

い

っ
た
意
味

で
移
点
本
は
二
次
的
資
料
と
し

て
の
地
位
を
占
め

る
に
す
ぎ
な

い
も

の
で
あ
り
、
よ
り
確
実
な
資
料

が
有
れ
ば
そ
れ
に
依

る
の
が

妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、

こ
の
場
合
、
考
察

の
対
象

と
な

る
の
は

一

つ
の
体
系
を
成
す
と

こ
ろ
の
呉
音
声
調
で
あ
り
、
個

々
の
語
彙

や
語
法

に
つ
い

て
考
え
る
場
合
よ
り
は
、

よ
ほ
ど
誤
写
に
対
す

る
配
慮

の
余
地
が
少
な
く

て
す

む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、

こ
れ
ま
で
の
研
究

に
よ

っ
て
、
誤
写

に
よ
る

事
例
を
見
分
け

る
こ
と
も
或

る
程
度
可
能
な
わ
け

で
あ
り
、
移
点
本
を
資
料
と

す
る

こ
と
も
十
分
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
、
転
写
を
経

て
い
る
点

で
移
点
本
と
な
ん
ら
異
な
ら
な
い
古
辞
書

・
音

義
類
を
資
料
と
す
る

一
方
、
平
安
後
期
以
後
に
多

い
移
点
本

の
類

に
目
を
向
け

る
こ
と
を
怠

る
と

い

っ
た
誤
り
を
犯
し

て
い
る
の
で
あ
り
、

何
ら
か
の
確
実
な

方
法

に
よ

っ
て
こ
れ
を
改
め

る
方
向

へ
持

っ
て
い
く
方
が
有

益
な

は

ず

で

あ

る
。
移
点
本
と
は
い
え
、
大
変
興
味
深
い
内
容
を
持

つ
も

の
の
有

る
こ
と
は
、

後
に
示
す

と
こ
ろ
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

な
お
、

こ
の
ほ
か
、
書
写
年
代
11
内
容

(言
語
事
象
)
の
成
立
年
代
と

見
得
る

か
云

々
と

い

っ
た
問
題
も
有

る
が
、
以
下
の
考
察

に
お
い
て
具
体
的
に
明
ら
か

に
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

こ
れ
に
関
し

て
、
〈
音
韻

の
面

で
は
、
そ

の
移
点

130一



者

の
音
韻
体
系
を
反
映

し
て
い
る
こ
と
が
多

い
か
と
考
え
ら
れ
る
V
と

い
う
指

注
2

摘

が
有

る
こ
と
を
紹
介

し
て
お
く
。

一
ー
三

儀
軌
類
を
選
ん
だ
の
に
は
次
の
よ
う
な
理
由
が
有

る
。

儀
軌
は
、
〈
仏
菩
薩
、
天
部

の
供
養
お
よ
び
念
調
な
ど

の
儀
式
規
則
V
を
記

し
た
密
教
教
典

で
あ
り
、

そ
の
性
格
上
、

密
教
教
学

(特
に
天
台
の
)
に
お

い
て

注
3

重
視

さ
れ

た
も

の
ら
し
く
、
資
料
と
し

て
の
精
密

さ
が
或
る
程
度

期

待

で

き

る
。
ま

た
、

こ
れ
ま
で
に
紹
介

さ
れ
た
資
料
の
中

に
は
、

ヲ
コ
ト
点

の
種
類

・

声
点

(濁
点
)
の
形
態
の
両
面

か
ら
加
点
者

の
学
統
を
判
断
し
得
る

も

の

が

有

讐

こ
の
考
察

に
用

い
た
資
料

に
つ
い
て
も
同
様

の
こ
と

が
r言
え
そ
う

で

あ

る
。
即
ち
、
学
問
上

の
位
相
を
考
え

る
の
に
都
合

が
良

い
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
儀
軌
類
以
外
の
資
料

に

つ
い
て
も
、
比
較

の
た
め

に
調
査
結
果
を
示

し
て
お
い
た
の
で
、

こ
の
こ
と

に

つ
い
て
は

こ
れ
以
上
触

れ
な

い
。
他
の
訓
点

資

料
に

つ
い
て
も
、
後

日
稿
を

改
め
て
考
察
す

べ
き

こ
と
は
言
う

ま

で

も

な

い
。

な

お
、

中
心
資
料

で
あ
る

①
②
③

に
つ
い
て
の
詳
し

い
紹
介
を
後

に
記

し
、
そ
の
他

に

つ
い
て
は
別
の
機
会

に
ゆ
ず
る

こ
と
に
し

た
。

二
、
呉
音
声
調
の
国
藷
化

に
つ
い
て

ニ
ー

一

平
安
後
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
〈
呉
音

声
調

の
国
語
化
V
に

つ
い

て
は
、

既
に
そ
の
問
題
点

の
多

く
が
、
奥
村
三
雄

先
生

・
沼
本
克
明
氏
等

の
諸

注
5

先
学

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
実
態

と
背
景

に
つ
い
て
、

こ
こ

で
あ
ら
た
め
て
云

々
す

る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
念

の
た
め
、
従
来

の
諸
説
を
筆
者
な
り

に
要
約
し
て
確

認
し

て
お
き
た
い
と
思
う
。

呉
音

声
調
体
系
は
、
平
安
後
期

か
ら
末
期

(院
政
期
)
に
か
け

て
三
声
体
系

で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
平
安
末
期
以
降
、

次
第
に
四
声
体
系

へ
と
変

化
し
て

行

っ
た
。
そ
の
変
化
は
、
よ
り
具
体
的

に
言
え
ば
、
去
声

と
上
声
と

の
ラ

ン
グ

的
区
別
を
持
た
な

い
体
系
か
ら
持

つ
体
系

へ
の
変

化
で
あ
り
、
そ
の
背
景

に
二

つ
の
大
き
な
要
因

が
有

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ

の
こ
と
は
、
平
安
末
期

か
ら
鎌

倉
初
期

に
か
け
て
呉
音
声
調
体
系

に
見
ら
れ
た
二

つ
の
現
象
、

②
去
声

(上
昇
謬

は
ほ
と
ん
ど
二
音
節
仮
名
表
記
の
字
音

に
限
ら
れ
、

上
声

(高
平
調
)
は

一
音
節
仮
名
表

記
の
字
音
が
圧
倒
的

に
多

い
。

b

毘
富
羅
声
の
存
在

に
よ

っ
て
端
的

に
示
さ
れ
る
如
き
、
話
線
的
関
係
に
お

け
る
去
声
の
音

声
学
的
声
調
変
化

(高
平
調
化
)
が
有

っ
た
。

が
、

そ
れ

ぞ
れ
、
同
じ
時
期

の
国
語
声

調
体
系

に
見
ら
れ
た
二
つ
の
傾
向

d
曲
調
調
素

(上
昇
調
・
下
降
調
)
の
衰
微
。

倒
二
～
四
音
節
語
の
声
調
と
し

て
不
安

定
な
中
低
型
は
避

け
ら
れ

る
。

に
、
み
ご

と
に
符
合
す
る

こ
と
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る
。
⑧
b

の
現
象
は
、
呉

音
声
調
体
系

に
も
ぼ
倒
の
よ
う
な
傾
向

が
有

っ
た
か
ら

こ
そ
見
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
、
外
来

語
と
し

て
の
呉
音

が
中
国
語
原
音

か
ら
離
れ
て
国
語

化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
、
②

に
見

る
如
く
、

国

語

の
音
節
認
識

に
沿

っ
た
か
た
ち

で
呉
音
声
調
体
系
を
考
え
得

る
こ
と
自
体
、

そ

の
表
わ
れ
と
見
な
さ
れ
る
。

ニ
ー
二

と

こ
ろ
で
、
右

の
よ
う
な
呉
音
声
調
体
系

の
通
時
的
変
化
は
、
資
料

面
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

従

来
の
研
究

に
用
い
ら
れ
た
資
料
は
、
古
辞
書

・
音
義
類

・
経
文
加
点
資
料

等
で
あ
り
、
各

々
少

し
ず

つ
異
な

っ
た
性
格

を
持

っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、

概
ね
次

の
よ
う

に
言
う

こ
と
が
で
き

そ
う
で
あ

る
。
即
ち
、
規
範
的
性
格
が
強

く
、

成
立
年
代
も

比
較
的
古

い
古
辞
書

(
「類
聚
名
義
抄
」
な
ど
)
に
お

い
て
は
、

上
声
点
が
ほ
と
ん
ど
見
出
だ
せ
な

い
。
し
か
し
、

巻
音
義

(
「金
光
明
最
勝
王
経
音

義
」
承
暦
三
年
抄
本
・
「法
華
経
単
字
」
保
延
二
年
写
本
な
ど
)

の
場
合
は
、

さ
ら

に
成
立
年

代
が
古
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
く
ら
か
の
上
声
点
を
見
出
だ
し
得

る
。

こ
れ

は
、

主
に
、
前
節

の
b
に
示
し

た
現
象
の
表

わ
れ
と
思
わ
れ
る
が
、
成
立
年
代
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の

下

る
も

の

(
「貞
元
華
厳
経
音
義
」
京
大
本
な
ど
)
で
は
②

の
現
象

に
よ
る
と

見
ら

れ
る
上
声
点

が
非
常

に
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

さ
ら

に

成
立
年
代
の

遅

い

「
心
空
刊
法
華
経
音
義
」
や
経
文
加
点
資
料
等
に
も
、

ほ
ぽ
同
様

の
傾
向

が
見

出
だ
さ
れ
る
。

こ
こ
に
見

る
か
ぎ
り
で
は
、
結
局
、

「
平
安
後
期
か
ら
末
期

に
か
け

て
の
資

料

に
は
ほ
と
ん
ど
上
声
点
が
見
え
ず
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期

に
か
け

て
の

資
料

に
少
し
ず

つ
見
え
始
め
、
鎌
倉
中
期

以
降

の
も

の
に
は

一
般

に
多
数

の
上

声
点

が
見
出
だ
せ
る
」
と

い
う

こ
と

に
な
り

そ
う

で
あ
る
。

こ
れ
で
は
ま
だ
輪

郭

を
把

ん
だ
に
す
ぎ
な

い
が
、
以
下
、
実
際

の
資
料

に

つ
い
て
具
さ
に
そ
の
実

態
を
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
よ
り
、
さ
ら

に
詳
細
な
把
握
を
試
み
る

こ
と
に
す

る
。
既
に
こ
こ
に
示
し
た
だ
け
で
も
、
訓
点
資
料

の
加
点
年
代
推
定
に

こ
の
現

象
を
利
用
す
る
こ
と
の
有
益
さ
は
、
十
分
理
解
し
て
頂
け
る
も

の
と
思
う
。

三
、
資
料

の
基
本
的
性
格

三
ー

一

資
料
①

～
⑦
は
様

々
に
分
類
し
得

る
が
、
訓
点
資
料

の
把
え
方
か
ら

す
れ
ば
、
加
点
者

の
学
統
な

い
し
宗
派
の
違

い
に
よ

っ
て
分
類

し
て
お
く

の
が

妥
当

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
そ
の
国
語
史
資
料

と
し
て
の
性
格

が
類
似

し
た
も

の
ど
う
し
を

一
纏

め
に
す

る
こ
と
が
で
き

る
。

資
料
④
～
④
は
天
台
宗
寺
門
派

の
僧

に
よ

っ
て
加
点
さ
れ
た
も
の
と
見

て
さ

注
6

し

つ
か
え
な

さ
そ
う
で
あ
る

(
ヲ
コ
ト
点
・
仮
名
字
体
・識
語
等
よ
り
)
。
資
料
⑤
⑥
は

真
言
宗
の
僧

に
よ

っ
て
加
点

さ
れ
た
も

の
と
見
て
さ
し

つ
か
え
な
さ
そ
う

で
あ

る

(前
同
)
。
資
料
⑦

に
つ
い
て
は
は

っ
き
り
し
な
い
。
以
上

の
よ
う

に
、
天
台

宗
関
係
の
資
料

と
真
言
宗
関
係
の
資
料
を
、
ほ
ぽ
相
な

か
ば
す
る
よ
う
に
そ
ろ

え

た
わ
け
で
あ
る
が
、
両
群

の
間
に
は
呉
音
声
調
資
料

と
し

て
基
本

的
な
性
格

の
相
違
が
有
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
ず
、

そ
の
こ
と
を
確
認
し
て

お
き

た
い
。

三
-
二

天
台
宗

(寺
門
派
)
関
係

の
資
料
④
～
④

に

つ
い
て
は
、
次

の
よ
う

に

述

べ
る

こ
と
が
で
き

る
。

③
を
除
き
、

い
ず
れ
も
本
文
に
多

数
の
声
点
が
差
さ
れ
て
い
る
。
声
点

の
形

態
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ

る
が
、

墓

言

・
陀
羅
尼

(梵
響

一訳
字
)
に
差
す

場
合
と
そ

れ
以
外

の
本
文
に
差
す
場
合
と

の
、

明
確
な
区
別
が
行
な

わ
れ

て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
以
下
、
①
を
例

に
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
声
点
の
す
べ
て
の
形
態
を
示
す
。

①
漢
字

に
差
さ
れ
た
も

の

H
、
真
言

・
陀

羅
尼

(梵
語
音
訳
字
)

「
・
」

「
"
」

、

「
、
」

「
で
」
、

「
一
」

(初
め
の
二
者
は
朱
墨
と
も
に

見
ら
れ
る
。
他
は
朱
の
み
)

「
娑
賀
弥
囎
」

「建

呪
迦
梨
」

「
三
昧
野
娑
恒

響

」
な
ど

械

、

そ

れ

以
外

の
本

文

「
O
」

「
Qo
」

「
↓
、

供
」

「
△

」
(以
上
、
朱
の
み
)

一

〇

「
心

-
境

」

「
仏

殿

」

「
怯

陀

i

木

」

「
少

坑

」

「
人
参

」

o

o

△

△

一

。

「
少
瓶
子
」

「
遍
ー
静
」

「
全
-

一
部
」
な
ど

o

△

△

②
仮
名

に
差
さ
れ
た
も
の

胴
、
真
言

・
陀
羅
尼

(梵
語
音
訳
字
)
の
部
分

「

・
」

「薯

・
」
の

「
ア
ア
」
・

「聖

彦

麟

難
帝
三
」

●

の

「
バ
リ

」

、

「
曜

引
逝
引
捺

羅

二
合
也

」

の

「
ア

ラ
」

・

な

ど

(朱
の
み
)

短
、

そ
れ

以

外

の
本

文

の
部

分

「
・
」

「
で
」
(朱
の
み
)
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テ
ハ

リ
ナ
ハ

「
得
」

の

「

テ

ハ
」
、

「
成

己
」

の

「
リ

ナ

ハ
」
な
ど

注
7

、

カ
ウ

、

以
上
の
如
く

で
あ
る
。
な
お
、

「
皓
1

白
」

の

「
カ
ウ
」
の
如
き
例
も
、
た

だ

一
例
で
は
あ
る
が
本
文
の
部
分

に
見
出
だ
さ
れ
る
。

資
料
④

に
お

い
て
は
、

H
の
類
と
ロ

の
類

と
の
使

い
分
け
が
厳
格

に
行
な
わ

れ

て
い
る
が
、
②
④
に
お
い
て
は
、
ご
く
わ
ず

か
な
が
ら

「
○
」

「
△
」
等
を

真
言

・
陀
羅
尼

の
音
訳
字

に
差
し
た
例
が
有

る
。
③

に
は
H
の
類

が
ご
く
少

数

見
え
る

の
み
で
、
他

に
声
点

ら
し
き
も

の
は
見
当
ら
な

い
が
、

そ
の
こ
と
は
、

資
料

③
が
か
な
り
疎
略
な
本

で
あ

る
こ
と
に
よ
る
も

の
の
よ
う
で
あ

る
。
要
す

る
に
、
同
じ
く
天
台
宗
寺
門
派
関
係

の
も
の
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
本
の

加
点
の
精
疎

に
よ

っ
て
資
料

と
し

て
の
性
格
が
柳
か
異
な
る
場
合

が
有

る
わ
け

で
、
③
の
如
き
も

の
は
そ
の
甚
だ
し

い
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

。
そ
の
意

味

で
は
、
③
を
他

の
も

の
と
同
等

に
取
り
扱
か
う
わ

け
に
は

い

か

な

い
。
な

お
、
④
②
④

の
よ
う
な
寺
門
派
系

の
資
料

で
は
、
声
点

の
多

い
の
に
比

べ
る
と

仮
名
音
注

の
少
な

い
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。

三
-
三

次

に
、
真
言
宗
関
係

の
資
料
⑤
⑥

に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な

こ
と

が
明
ら
か
で
あ

る

(⑦
に
っ
い
て
も
、
共
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
)
。

⑤
⑥

と
も
、
真
言

・
陀

羅
尼

(梵
語
音
訳
字
)
に
は

「
・
」
「
=
」

の
よ
う
な
声

点

(朱
)
が
か
な
り
差
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外

の
本
文
に
お
い
て

声
点

が

差
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
稀

で
あ

る
。
⑥

な
ど
の
例
か
ら
判
断
す

る
と
、
真
言

・

陀
羅
尼

(梵
語
音
訳
字
)
に
差
す
声
点
と

そ
の
他

の
本
文
に

差
す
声
点

(
「
。
」
、

朱
)
と
の
、
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ

る
。

ま
た
、

仮
名
音
注
も
、
真

言

・
陀
羅
尼
以
外

で
は
ご
く
少
な

い
。

⑦

は
や
や
特
殊
で
、
真
言

・
陀
羅
尼
に

「
o
」
「
。。
」
の
よ
う
な
声
点

(朱
)

が
差

さ
れ

て
お
り
、

そ
れ
以
外

の
本

文
に
は
、
疑
問

の
有

る

一
例
を
除
い
て
全

く
声
点
が
見
当
ら
な

い
。
仮
名
音
注

が
全
体

に
か
な
り
数
多
く
加
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
思
え
ば
、

こ
の
背
景

に
加
点
者

の
書
写
態
度

(疎
略
さ
)

と

い

っ
た

も

の
を
考
え
る
に
と
は
無
理

の
よ
う
で
あ

る
。
や
は
り
、
何
ら
か

の
基
本

的
性

格

の
相
違
と
見
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。

三
-
四

さ
て
、
以
上

二
節
に
示
し
た
事

実
か
ら
考
え
る
と
、

○
天
台
宗
関
係

の
儀
軌
類
は
、

一
般

に
、
数
多
く
の
多
様
な
声
点
が
加
点

さ

れ

て
お
り
、
呉
音
声
調
資
料

と
し

て
質
的

・
量
的
に
重
視
す

べ
き
も
の
で

あ

る
。

○
真
言
宗
関
係
の
も

の
は
、
資
料
的
価
値

の
面
で
そ
れ
に
及
ば
な
い
。

と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
言
え
る
の
で
は
あ

る
ま

い
か
。

一
ー
三

に
述

べ
た
こ
と

を
参
照
し

て
頂
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。
真
言
宗
の
教
学

に
お

い
て
儀
軌
類

が
重

視
さ
れ
な

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、

こ
の
よ
う
な
事
実
が
有

る

こ
と
は
、
各
宗
派

の
教
学

に
お
け
る
音
韻
学

の
あ
り
方
等
を
窺
う

こ
と
に
も
結

び

つ
い
て
興
味
深
い
。

四
、
呉
音
声
鏡
の
実
醸

四
-

一

前
章

に
お
け
る
検
討
か
ら
す
れ
ば
、

こ
こ
で
ま
ず
天
台
宗
関
係
の
資

料
を
中
心
に
考
察
を
進
め
、
そ
の
ほ
か
に
参
照
す

べ
き
点

が
有
れ
ば
他
の
資
料

も
参
照
す
る
と
い
う
方
針
を
取
る

こ
と
が
望
ま
し
そ
う

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま

ず
、
資
料

④
②
④

に
つ
い
て
、

呉
音
声
調

の
実
態
を
見

て
み
る

こ
と
に
す

る

(本
文
部
分
に
見
え
る
朱
声
点
の
み
を
取
り
あ
げ
る
)
。

○
資
料
①
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平43

上

一

一

04

去74

入11

計321

上
声
四
○
例

の
う
ち
、

一
音
節
仮
名
表
記
の
も

の
六
例
。
去
声

四
七
例

の

う
ち
、

一
音
節
仮
名

表
記
の
も

の
八
例
。



ま

た
、

上

声

四

○

例

の
う

ち

、

去

声
字

も
し

く

は

上

声

字

に
下

接

熟

合

し

て

い

る
も

の
二

三

例

(た
だ
し
、
そ
の
う
ち

一
八
例
に
つ
い
て
は
、
韻
書
等
を
手
が
か
り
に

上
接
字
の
呉
音
声
調
を
割
り
出
し
た
)
。

○
資

料

②

計

平

一

上

一

去

一

入

=

計

醜

一

B

二
翌

ヱ
玉

平56

上44

去78

入22

182

上
声
四
四
例

の
う
ち
、

一
音
節
仮
名
表
記

の
も
の

一
三
例
。
去
声
八
七
例

の
う
ち
、

一
音
節
仮
名
表

記
の
も

の
七
例
。

ま
た
、

L
声

四
四
例

の
う
ち
、
去
声
字
も
し
く
は
L
声
字

に
下
接
熟
合
し

て
い
る
も
の

一
七
例

(た
だ
し
、
そ
の
う
ち
一
〇
例
に
つ
い
て
は
、
韻
書
等
を
手
が
か
り
に

上
接
字
の
呉
音
声
調
を
割
り
出
し
た
)
。

○
資
料
④

上
声

一
八
例
の
う
ち
、

一
音
節
仮
名
表

記
の
も

の

一
二
例
○
去
声

一
四
九

例

の
う
ち
、

一
音

節
仮
名
表
記

の
も

の
四
五
例

。

○

「
法
華
経
単
字
」
(保
延
二
年
写
本
)

平

一

上

一

去

一

入

=

計

255

212

233

蹴

=

麗

去

一

入

=

上
声

二

一
二
例
の
う
ち
、

一
音
節
仮
名
表

記
の
も

の

=

八
例

。
去
声
三

三
二
例

の
う
ち
、

一
音
節
仮
名
表
記

の
も
の

一
二
二
例
。

○

「
貞

一兀
華
厳
経
立目
義
」
(京
大
本
)

平

一

上

　

一
　

計

一

8

「

4

平153

上661

去381

入

計

331

338

上
声

一
六
六
例

の
う
ち
、

一
音
節
仮
名

表
記
の
も

の

一
二
八
例
。
去
声

一

八
三
例
の
う
ち
、

一
音

節
仮
名
表
記

の
も

の

一
例
。
な
お
、

こ

の

資

料

は
、

安
貞

二
年
写

の
高
山
寺
本
を

忠
実

に
写
し
た
も

の

と
の

こ
と
で
あ

汀
9

る
。

四
i
二

「
金
光
明
最
勝
王
経
音
義
」
「
法
華

経
単
字
」
「
貞
元
華
厳

経
音
義
」

と

い
う
具
合

に
、
成
立
年
代
順
に
資
料
を
な
ら

べ
て
み
る
と
、
二
ー
二
で
述

べ

た
事
実
が

一
層
明
瞭

に
理
解
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
各
資
料

の
全
体
量
に
は
柳

か
ば
ら

つ
き
が
有

る
が
、
上
声
字

の
全
体

に
占
め
る
割
合

に
目
を
向
け
る
こ
と

で
統

一
的
な
解
釈

が
可
能

で
あ
る
。
上
声
字

の
割
合
は
、

四
%
↓

一
五
%
↓

二

○
%
と
、
年
代
が
下
る
に
し
た
が

っ
て
確
実

に
増
加
し
て
お
り
、

一
方
、
去
声
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上
声

一
六
○
例

の
う
ち
、

一
音
節
仮
名
表
記
の
も

の
二
七
例
。
去

声

一
四

八
例
の
う
ち
、

一
音
節
仮
名
表

記
の
も

の
四
○
例
。

ま
た
、

上
声

一
六
○
例
の
う
ち
、
去
声
字
も
し
く

は
上
声
字
に
下
接
熟
合

し
て
い
る
も
の
九
五
例

(た
だ
し
、
そ
の
う
ち
五
七
例
に
つ
い
て
は
、
韻
書
等
を
手
が
か

り
に
上
接
字
の
呉
音
声
凋
を
割
り
出
し
た
)
。

差
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 次

に
、
比
較
の
た
め
、

い
く

つ
か
の
資
料

に
お
け
る
状
態
を
示
す
。

○

「
金
光
明
最
勝
王
経
音
義
」
(承
暦
三
年
抄
本
)



字

の
割
合
は
逆

に
減
少

し
て
い
る

(三
六
%
↓
二
四
%
↓
二
一
%
)
。
平
声
字

・
入
声

字

の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
割
前
後

・
二
割
前
後
と
ほ
ぼ

一
定
で
あ
る

こ
と
を

思
え
ば
、

そ
こ
に
何
ら
か
の
特
別
な
背
景
を
持

つ
動
き
が
有

る
と
見

て
さ
し

つ

か
え
な

か
ろ
う
。
右
の
資
料

の
状
態
を
示
す
の
に
、
〈
L
声
例

・
去
声
例

に
お

け
る

一
音
節
仮
名
表
記

の
も
の
の
割
合
〉
を
執
拗

に
追

っ
て
い
た
の
は
、
実
は

そ

の

「
特

別
な
背
景
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
二
-

一
、
d

に
述

べ
た
如

き
現
象
が
、
平
安
末
期
以
降
、
次
第
に
明
確
な
か
た
ち
を
と

っ
て
現
わ

れ

て
く
る

こ
と
を
示
し
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
あ
ら
た
め
て
述

べ

る
ま
で
も
な

い
こ
と
と
思
う
。

で
は
、

も

う

一
つ
の
背
景

と
な

っ
た
現
象
(
二
-
一
、
b
の
如
き
)
に

つ
い
て
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
去
声
字

と
去
声
字
、
上
声
字

と
去
声
字
が
連
接

熟
合
す

る

場
合
に
、

下
接
す

る
側

の
去

声
字

の
声
調
が
高
平

調
化
す
る
と
い
う
現
象

で
あ

る
が
、

い

つ
ご
ろ
か
ら
ど
れ
く
ら

い
の
割
合
で
起
き

て
い
た
も
の
か
を
見

て
み

な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
そ
の
時

に
困
る

の
が
、

「
金
光
明
最
勝
王
経
音
義
」
以

下
三
資
料

と
も
巻
音
義
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
ぞ
れ

に
、

最
勝
王
経

・
法
華
経

・
華
厳

経
を
正
確

に
読
諦

す
る
た
め
、
注

意
す

べ
き
文
字

を
抜
き
出
し
て
音
注
等
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
上
接
字

を
知

る
に

は
各
経

の
本

文
に
当

っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

各
音
義
が
そ
れ
ら

の
経

の
ど
の
本
文

に
依

っ
た
も
の
か
は
明
ら
か

で

は

な

い

し
、

仮
に
現
存
諸
本

の
い
ず
れ
か
を
以

て
そ
れ
に
代
え

る
に
し
て
も
、
上
接
字

の
声
調
は
ほ
と
ん
ど
推
定
に
よ

っ
て
知
る
し
か
な

い
。

こ
こ
で
は
、

そ
う

い

っ

た
意
味

で
不
確
実

に
な
ら
ざ

る
を
得
な

い
考
察

は
避
け
る
。

儀
軌
類
は
経
文
加
点
資
料

の

一
種
と
し

て
、

右
の
よ
う
な
問
題
を
そ
れ
ほ
ど

気
に
し
な
く

て
す
む
点
で
も
都
合

が
良

い
。
熟

語
の
上
接
字
を
知
る
こ
と
は
容

易
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
声
点

が
差
し
て
あ
る

こ
と
も
多

い
。
ま
た
、
問
題
と
な

る
字
が
何
度
か
出
て
く

る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ

の
度

ご
と
に
声
点
を
差
し
て

あ

る
こ
と
も
珍
し
く
な

い
。

「
天
ー
使

」

「
歌
天
」

「帝
釈
天
」

の
如
く
、
同

じ
字

(右
で
は
天
)

が
異
な
る
環
境

の
下

で
ど

の
よ
う
な
声
調
を
取
る
か
を
知

り

得
る
場
合
が
多
い
の
で
あ

る
。
注

意
点

と
し

て
の
声
点

の
機
能

が
十
分
に
発

揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。

資
料
①
②
④

に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
な
こ
と

が
言
え
そ
う
で
あ
る
。

○
ヒ
声

の
出
現
率

(二
割
～
三
割
)
、

お
よ
び

上
声
と
去
声
と
の
比
率

二
対
二

～
一
対
一
)
か
ら
考
え
る
と
、
資
料
①
②
④

の
加
点
年
代
は
、
少
く
と
も
平

安
末
期
よ
り
も
前
と
は

思
わ
れ
な

い
。

○
上
声
例

・
去
声
例
に
お
け

る

一
音
節
仮
名
表

記
の
も

の
の
分
布
状
態
を
参

照
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
積
極
的
に
、
平

安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期

に
か
け

て

の

一
時
期

に
加
点
さ
れ
た
も

の
と
認
む

べ
き

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
成
立
年
代
順
に
な
ら
べ
て
行
け
ば
、

そ
れ
ら
は

「
法
華
経
単
字
」
と

「
貞
元
華
厳
経
音
義
」
と

の
中
間
あ

た
り
に
位
置
す
る
も

の
と
見
な
さ
れ
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

四
-
三

資
料
①
②
④

に
対

す
る
右

の
よ
う
な
見
方
は
、
他

の
さ
ま
ざ
ま
な
徴

証

(例
え
ば
、
本
文
の
書
風
・
仮
名
字
体
・仮
名
遣
い
・音
便
形
の
存
在
・和
訓
の
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
)

か
ら
も
支
持

さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
紙
幅

の
関
係
上
、

そ
れ
ら
に

つ
い
て
は

一

切
省
略
す

る
。
ま
た
、
①
②
④

の
中
で
も
、
②
は
意
外

に
古
そ
う

だ
と
か
、
④

は
新
ら
し
そ
う
だ
云

々
と
い

っ
た

こ
と
が
言
え
そ
う

に
も
思
わ
れ
る
が
、
も

っ

と
多
く

の
資
料

に
お
け
る
状
態
を
検
討
し
て
み
な

い
こ
と
に
は
何
と
も
言
え
な

い
。

こ
の
よ
う
な
資
料

に
お
い
て
、
声
点
は
常

に
注
意
点
と
し

て
の
性
格
を
捨

て
て
い
な

い
と

い
う
事
実
を
重
視
す
れ
ば
、

ど
の
字

に
そ
れ
を
差

す
か
と

い

っ

た
よ
う
な

こ
と
も
或
る
程
度

見
通
し
得
な

い
わ
け
で
は
な

い

(例
え
ば
、
前
記
「天
」

字
の
如
き
も
の
、
新
濁
字
な
ど
)
。
そ
の
意
味

で
、
以
上

の
よ
う
な
考
察
を
行
な
う
た
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め
に
は
、
声
点

の
量
が
或
る
程
度
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
も

な
い
と
、
そ
れ
ら
声
点

の
殆

ど
が
、
如
上
の
声
調
変
化

に
関
わ
る
も

の
で
あ
る

場
合
も
十
分
考
え
ら
れ
、
右

の
如
き
考
察
は
無
意
味
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。

以
上
の
よ
う

に
見

て
く
る
と
、

二
1
二
に
示
し
た
目
安

に
加
え

て
、

二
-

一

の
⑥
に
述

べ
た
如
き
傾
向
が
ど
の
程
度

現
わ
れ

て
い
る
か
を
知

る

こ

と

に

よ

り
、
か
な
り
細
か
く
呉
音
声
調
資
料
な

い
し
訓
点
資
料

の
加
点
年
代
を
推
定
し

得
る
も

の
と
思
う

。
考
え

て
み
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
、
国
語
声
調
資
料

に
お
け

る
去
声
点

・
平
声
軽
点
消
滅

の
現
象

を
考
え

る
の
と
揆
を

一
に
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
従
来
、
和
訓

に
そ
れ
ら

の
点

が
付
さ
れ
た
資
料

を
そ
う
で
な

い
資
料

よ

り
も
年
代
的
に
古

い
と
見

る
よ
う
な
立
場

が
有

っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
と
全
く

平
行
的
な
現
象
に

つ
い
て
同
様

の
立
場
を
取

っ
て
い
る

の
だ
と
言
う

こ
と
も
で

き
る
。
た
だ
し
、

二

つ
の
立
場
を
比
較
し
た
場
合
、
呉
音
声
調
に

つ
い
て
考
え

る
方

が
、
加
点
年
代
の
推
定
と

い

っ
た
よ
う
な

目
的

に
は
よ
り
多
く
適
う

の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

五
、
ま
と
め

一
つ
の
結
論
は
右

に
述

べ
た
如
く

で
あ
る
が
、
随
所

に
触
れ
て
き
た
問
題

に

つ
い
て
な

お
考
う

べ
き

こ
と
は
多

い
。
そ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
後

日
稿
を
改
め

て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
と
し
た
い
。
今
は
た
だ
浅
学
非
才
を
恥
じ
る
ば
か
り

で

あ
る
。
ひ
と
え

に
先
学

の
方

々
の
御
批
正
御
指
導
を
仰
ぎ

た
く
思
う
。

ま
た
、
今
「
回
は
触
れ
な
か

っ
た
が
、
真
言

。
陀
羅
尼
等

の
梵
語
音
訳
字

に

つ

い
て
〈
陀
羅
尼
等

の
音
訳
字
は
漢
音
系
字
音

で
よ
ん
だ
〉

と
い
う
よ
う
な
説

が

行
な
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

疑
問

の
余
地
な
し
と
し
な

い
。

こ
の
問
題
に

つ

い
て
は
、
夙
に
馬
渕
和
夫
博
士
が
韻
学
史
研
究

の
立
場
か
ら
論
じ

ら

れ

て

お

り
、

そ
れ
に
依

れ
ば

「
梵
語
音

訳
字

の
発
音
は
、
既

に
悉
曇
学

日
本
請
来
の
初

期

に
お

い
て
、
簡
単

に
は
割
り
き
る

こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ

っ
た
」
と
思

わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
そ

の
こ
と
と
は
別
に
、
時
代
が
下

る
と
と
も
に
悉
曇
学

の

内
実
が
変
容
し
、
梵
語
音
訳
字

の
発
音

に
つ
い
て
の
考
え
方
も
〈

日
本
化
V

し

た
事
実

が
有
り
、
そ

の
結
果

か
、
平
安
末
期

の
資

料
に
次
の
如
き
記
述
が
見
え

る
こ
と

に
も
、
注
意
す

べ
き

で
あ
ろ
う
。

キ
ャ

カ

サ

ニ
ヤ

ナ

迦
怯
識
伽
仰

・
左

磋
惹
鄭
壌

・
旺
死
喀
奈
華

・

●

●

●

●

●

●

・

●

●

●

●

●

・

●

●

多
他
螂
駄
襲
・
破
頗
慶
婆
葬
・
野
羅
撫
嘱

●

●

●

O

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

シ

ヤ

サ

捨

漉
娑

賀

・
皆
上
声
短
呼
之

(33
ウ
)

・

●

・

●

●

・

●●

●●

"

カ

●

●

●●

・●

・

ニ

ヤ

●

●

●●

㏄

・

迦
怯
識
伽
仰

・
左
磋
惹
鄭
壌

・
呪
呪
嘩
奈
摯

・

●

・

●●

●・

●

●

●

..

・●

●

・

●

ア

ラ

・

●・

多
他
螂
駄
嚢

・
頗

肢
麿
婆
葬

・
野
羅

擁
噛

・

捨

溺
娑

賀

・
次
引
声
長
呼

(34
オ
)

資
料
④

に
お
い
て
、

「
阿
」

「
娑
」

「
贈
」
に
帰
命
す

る
意

の
真
言
の
後

に
記

さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象

は
、
先

に
示
し
た
よ
う
な

日
本

呉
音

の
特
徴
と
深
く
関
わ
り
を
持

つ
も

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
は
各

宗
派
教
学

の
あ
り
方
と
も
関
連
す
る
も

の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
次

の
機
会

に
は

こ
の
よ
う
な

こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た

い
と
思
う
。
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末
筆
な
が
ら
、
本
稿

を
成
す

に
当

っ
て
厳

正
な
御
指
導
を
賜
わ

っ
た
春
日
和

男
先
生
、
奥
村

三
雄
先
生
は
じ
め
多
く

の
先
生
方

・
先
輩

の
方

々

・
僚
友

の
諸

氏

に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
、
今
後

の
御
批

正
御
教
示
を
仰

ぐ
次
弟

で
あ

こ
の
資
料
に

つ
い
て
は
、
訓
点
語
学
会
昭
和
五
十

二
年
秋
季
大
会
等

で
発
表
し
た
こ
と
が
有
る
。

識
語
か
ら
す
れ
ば
平
安
後
期
加
点
か
と
疑
わ
れ
る
が
、
内
部
徴
証
を
勘
実
し
て
平
安
末
期
以
降

の
も

の
と
見
る
の
が
妥
当
の
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
石
塚
晴
通
先
生

・
小
林
芳
規

先
生

・
築
島
裕
先
生
か
ら
御
教
示

を
賜
わ

っ
た
。
記
し

て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
以
下
の

資
料

の
う
ち
⑥
⑦

に
つ
い
て
は
、

別
に
僚
友
秋
吉

望
君

が
調
査
中
で
あ
る
。

築
島
裕
博
士

「
平
安
時
代
語
新
論
」
三
二
九
頁
。

右

同
、
五
五
頁
ー
五
八
頁

の
記
述
参
照
。

築
島
裕
博
士

「
濁
点

の
起
源
」

貧
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科
学
科
紀
要
32
、
昭
39
;

)

に
お
け
る

「
△
」
符

等
に

つ
い
て
の
記
述
参
照
。

奥
村

三
雄

「
音
節
と
ア
ク
セ
ン
ト
ー
呉
音
声
調
の
国
語
化
1
」

(国
藷
国
文
22
の
"
、
盟

・
"
)
、
「
呉

音
の
声
調
体
系
」

(訓
点
語
と
調
点
資
斜
8
、
塁

;

)
、

「
呉
音
声
調

の

一
性
格
」

貧
8-
、
■
誕
・
-o
〉
、

「
い
わ
ゆ
る
漢
呉
音
の
声
調

に
つ
い
て
」

(国
語
国
文
訓
の
-
、
野

・
↓

等
、

一
連

の
論
文
。

沼
本

克
明

「
毘
富
羅
声

の
機
能
」

自
請
議

、
曜
"
;
)
、

「
呉
音
の
声
調
体
系
に
つ
い
て
」

爲
柳
、
咽

51
・
12
)
等

。

仏
教
教
学
の
学
統
と
仮
名
字
体
の
関
連

に
つ
い
て
は
、
小
林
芳
規
先
生

の
論
文

・
発
表

翁
点
甜

学
会
昭
魂
五
十
二
年
秋
季
大
会
}
等
参
照
。

こ
れ
に
類
す
る
多
様
な
声
点
の
記
載
さ
れ
た
資
料

と
し

て
、
注
4
の
論
文
に
大
東
急
記
念
文
庫

蔵
金
剛
界
儀
軌
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

手
元

の
調
査
結
果
以
外

に
、
奥
村
三
雄
先
生

・
沼
本
克
明
氏
等
の
調
査
発
表
さ
れ
た
も

の
を
参

照
し
た
。
な
お
、
法
華
経
単
字
の
例
は
項
出
字
の
墨
声
点

に
つ
い
て
の
も

の
で
あ
る
。

注
5
の
奥
村
三
雄
先
生
の
論
文
参
照
。
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