
近
世
期
に
お
け
る
「
つ
め
る
」「
の
む
」

―
四
つ
仮
名
、
舌
内
入
声
音
、
連
声
の
注
記
を
め
ぐ
っ
て
―

坂

本

清

恵

は
じ
め
に

『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』
は
、
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
に
大

坂
書
林
梅
春
平
兵
衛
か
ら
板
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
池
上
幽
雪

が
、
仮
名
遣
い
の
問
題
と
な
る
語
を
曲
ご
と
に
取
り
上
げ
て
発
音
注
記

を
行
う
が
、
具
体
的
に
は
、
オ
段
長
音
の
開
合
に
つ
い
て
の
「
ひ
ら
く
」

「
す
ほ
る
」
、
ウ
段
長
音
を
「
わ
る
」
、
連
声
、
「
ふ
・
へ
（
ブ
・
ベ
）
」

を
「
む
・
み
」
と
発
音
す
る
こ
と
、
舌
内
入
声
音
を
「
鼻
に
入
」
、
四
つ

仮
名
の
う
ち
「
ヂ
ヅ
」
に
「
つ
め
る
」
、「
ジ
ズ
」
を
含
め
た
ザ
行
に
「
和

ニ
」
の
注
記
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
在
の
謡
本
で
は
、
こ
の
う
ち
開
合
、
四
つ
仮
名
の
発
音

を
区
別
さ
せ
る
注
記
は
な
く
、
四
つ
仮
名
の
「
ヂ
ヅ
」
に
用
い
ら
れ
て

い
る
「
つ
め
る
」
は
、
主
に
促
音
便
と
無
声
子
音
に
続
く
舌
内
入
声
音

の
発
音
に
対
し
て
施
さ
れ
る
。
謡
に
お
け
る
「
つ
め
る
」
注
記
の
意
味

す
る
も
の
は
、
四
つ
仮
名
を
区
別
す
る
も
の
か
ら
、
促
音
の
注
記
に
変

わ
っ
た
と
し
て
よ
い
の
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
そ
れ
は
い
つ
頃
、
ど
の

よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』
で
は
、
舌
内
入
声
音
が
「
鼻

に
入
」
と
注
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
現
行
謡
本
で
あ
れ
ば
、
「
吞
む
」

「
含
む
」
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
「
つ
め
る
」
に
連
動
し

て
替
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

謡
の
伝
書
で
は
な
い
が
、
時
期
的
に
重
な
る
細
川
幽
斎
か
ら
引
き
継

が
れ
た
古
典
注
釈
書
の
な
か
に
も
、「
ヂ
ヅ
」
に
対
し
て
、
△
を
付
し
て

「
つ
む
る
」
と
す
る
も
の
、「
鼻
ニ
入
テ
濁
ル
」
と
す
る
も
の
な
ど
、
四

つ
仮
名
に
関
す
る
注
記
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
書
に
は
単
語
解
釈

の
た
め
に
胡
麻
章
が
差
さ
れ
て
お
り
、
謡
注
記
か
ら
の
影
響
を
想
定
す
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る
こ
と
が
で
き
る
。
「
つ
む
る
（
つ
め
る
）」
と
「
鼻
に
入
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
も
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
（
１
）
。 

本
稿
で
は
、
謡
、
注
釈
類
で
の
使
用
比
較
も
含
め
、
「
つ
め
る
（
つ

む
る
）」、「
の
む
」
の
指
示
す
る
発
音
や
、
用
語
の
成
立
に
つ
い
て
探
っ

て
み
た
い
。 

 

 
 
 

一
「
つ
め
る
」「
の
む
」 

 

［
一
―
一
］
現
代
の
辞
典
類
に
つ
い
て 

『
邦
楽
百
科
辞
典
』
（
一
九
八
四
年 

音
楽
之
友
社
）
、
『
日
本
音
楽

大
事
典
』（
一
九
八
九
年 

平
凡
社
）
で
は
「
つ
め
る
」
を
立
項
し
て
い

な
い
。
邦
楽
用
語
と
し
て
記
述
す
る
に
足
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第
二
版
）
に
あ
る
「
つ
め
る
」
の
意

味
の
う
ち
「
こ
と
ば
の
発
音
で
、
促
音
の
発
音
を
す
る
。
」
と
い
う
説
明

で
足
り
て
し
ま
う
、
一
般
の
発
音
と
変
わ
り
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。 

一
方
、
「
呑
む
」
に
つ
い
て
は
音
楽
用
語
と
し
て
の
記
述
が
み
ら
れ

る
。 『

邦
楽
百
科
辞
典
』
に
は
「
の
み
（
吞
ミ
）」
に
つ
い
て
、 

（
一
）
節
の
名
、
増
節
の
一
種
。
呑
ミ
節
と
も
い
う
。
旋
律
的
に
は

〈
マ
ワ
シ
〉
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
産
字
を
〈
ン
〉
と
発
音
す
る
。

拍
子
合
型
の
謡
に
多
く
、
三
音
節
分
（
大
の
増
節
）
に
さ
れ
る
こ

と
や
、
次
句
と
の
関
係
で
伸
長
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
外
的
に
、

産
字
で
音
を
下
げ
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
ツ
ヨ
吟
の
呑
ミ
節

に
多
い
。
記
号
は
（
観
世
流
）
な
ど
で
、
各
流
と
も
ほ
ぼ
同
じ
形

で
あ
る
。
（
二
）
〈
つ
〉
の
特
殊
な
発
音
。
一
種
の
内
破
音
。
フ
ク

ム
と
も
い
う
。
漢
字
音
で
音
尾
が
〈
つ
〉
の
場
合
、
こ
れ
が
促
音

に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
謡
で
は
こ
の
発
音
を
お
こ
な
う
。
舌
を

〈
ｔ
〉
の
発
音
の
構
え
に
し
、
そ
の
ま
ま
声
を
鼻
に
抜
か
せ
て
鼻

音
を
発
音
す
る
。
中
国
音
の
発
音
の
名
残
と
い
わ
れ
る
。
表
記
は
、

〈
含
〉（
観
世
）、〈
ノ
ム
〉（
宝
生
）
、〈
ム
〉（
喜
多
・
含
ム
の
略
）

な
ど
。 

と
あ
る
。 

『
日
本
音
楽
大
事
典
』
に
は
「
ノ
ミ
（
呑
み
）
」
「
ノ
ム
（
呑
む
）
」

の
二
つ
が
立
項
さ
れ
、「
ノ
ミ
」
に
は
「
謡
の
技
法
の
一
種
。
旋
律
進
行

は
マ
ワ
シ
と
同
じ
で
、
生
み
字
の
部
分
を
「
ン
」
と
発
音
す
る
も
の
。
」

と
あ
り
、
「
ノ
ム
」
に
つ
い
て
は
、 

漢
字
音
の
入
声
韻
尾
「
ｔ
」
を
、
開
音
節
の
「ts

u

」
で
は
な
く
、

唇
を
閉
じ
て
口
蓋
帆
で
破
裂
さ
せ
鼻
に
抜
い
て
「tn

」
の
よ
う
に

発
音
す
る
こ
と
。
「
含
む
」「
鼻
に
入
れ
る
」
な
ど
と
も
い
う
。
声

明
や
平
曲
、
謡
な
ど
で
、
ぶ
つ
ど
う
（
仏
道
）、
ぼ
さ
つ
（
菩
薩
）、

じ
つ
げ
つ
（
日
月
）
、
じ
せ
つ
（
時
節
）
な
ど
、
音
読
み
す
る
漢
字

の
第
二
音
節
が
こ
の
字
に
な
る
と
き
に
行
わ
れ
る
が
、
声
明
で
は
、

舌
を
上
顎
に
つ
け
る
だ
け
で
そ
の
破
裂
音
が
聞
こ
え
ず
、
ほ
と
ん

ど
音
声
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。 

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
説
明
を
み
て
も
「
呑
む
」
技
法
と
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「
マ
ワ
シ
節
」
と
の
関
係
が
示
さ
れ
、
現
行
謡
の
特
殊
技
法
と
し
て
、

「
鼻
に
入
れ
る
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

 ［
一
―
二
］
世
阿
弥
自
筆
能
本 

能
の
節
付
け
に
お
い
て
は
、
世
阿
弥
自
筆
能
本
か
ら
、
「
吞
む
」
を

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
譜
が
み
ら
れ
る
。『
松
浦
之
能
』
で
は
、「
時

節
も
」
を
「
ジ
セ
ッ
モ
」
の
よ
う
に
舌
内
入
声
音
を
「
ッ
」
を
小
書
き

に
し
て
、「
ノ
ミ
」
に
あ
た
る
「
マ
ワ
シ
節
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
先
の

解
説
書
に
あ
る
「
鼻
に
入
れ
る
」
と
い
う
発
音
を
こ
れ
で
示
し
た
も
の

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 
 

世
阿
弥
自
筆
本
に
は
撥
音
韻
尾
を
小
書
き
の
「
ッ
」
で
示
し
た
「
イ

ゼ
ッ
（
以
漸
）
」
『
盛
久
』
、
「
マ
ウ
セ
ッ
ノ
（
妄
染
）
」
『江
口
』も
あ
り
、
舌
内
入

音
が
鼻
的
破
裂
音
で
発
音
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
２
）
。
現
代
の
謡
本
に
記

述
さ
れ
、
謡
の
中
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
吞
む
」
「
含
」
は
、
古
い
発
音
を
節

の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
技
法
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

四
つ
仮
名
に
つ
い
て
は
、
世
阿
弥
自
筆
本
で
は
、
「ナ
イ
ジ
ン
（内
陣
）
」

「
大
ヂ
（
事
）
」な
ど
の
ゆ
れ
の
例
は
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
発
音
の
区
別
に
つ
い

て
注
記
す
る
必
要
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

 ［
一
―
三
］『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』（
一
六
九
七
年
） 

 

一
―
一
で
み
た
と
お
り
現
代
で
は
「
つ
め
る
」
は
謡
を
は
じ
め
と
す

る
日
本
音
楽
に
お
い
て
特
別
な
用
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
一
般
的
な
促
音
を
示
す
用
語
で
あ
る
。 

し
か
し
、
『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』
に
お
い
て
「
つ
め
る
」
は

以
下
の
と
お
り
、
和
語
、
漢
語
を
分
か
た
ず
「
ち
つ
」
に
注
記
さ
れ
、

そ
の
濁
音
と
し
て
の
発
音
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。 

「
一
塵 

一
ち
ん
と
ち
の
字
つ
め
る
」『
芭
蕉
』 

「
越
路 

こ
し
ち
と
ち
の
字
つ
め
る
」『
安
宅
』
『
山
姥
』
『
花
筐
』 

「
僧
都 

そ
う
つ
と
す
ほ
り
つ
を
詰
る
」
『
三
輪
』『
俊
寬
』 

「
梓 

あ
つ
さ
と
つ
の
字
つ
め
る
」
『
葵
上
』『
姨
棄
』 

「
つ
め
る
」
が
注
記
さ
れ
る
和
語
の
語
中
例
、 

「
尋 

た
つ
ね
と
つ
字
つ
め
る
」 

『
采
女
・
白
楽
天
・
楊
貴
妃
・
敦
盛
・
三
輪
・
山
姥
・
海
士
・
邯
鄲
・

野
宮
・
百
萬
・
芦
刈
・
木
賊
』
な
ど
、
同
じ
注
記
が
何
度
も
示
さ
れ
る
。

こ
れ
な
ど
は
、
浄
瑠
璃
な
ど
で
は
「
タ
ッ
ネ
」
「
タ
ン
ネ
」
な
ど
促
音
、

撥
音
、
あ
る
い
は
「
吞
む
」
よ
う
に
発
音
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
つ
め
る
」
が
い
わ
ゆ
る
促
音
を
示
す
可
能
性
が
全
く
な
い
わ
け
と
は

い
え
な
い
（
３
）
。
和
語
の
う
ち
以
下
の
よ
う
に
、
語
末
で
あ
れ
ば
、
鹿

児
島
方
言
の
「
水
が
」
を
「
ミ
ッ
ガ
」
の
よ
う
に
、
語
末
の
母
音
を
脱

落
さ
せ
る
よ
う
な
発
音
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。 

「
筋 

す
ち
と
ち
の
字
つ
め
る
」
『
藤
戸
』『
三
井
寺
』 

「
賤 
し
つ
と
つ
の
字
つ
め
る
」
『
安
達
原
』『
松
風
』 

「
水 
み
つ
と
つ
の
字
つ
め
る
」
『
俊
寬
』『
松
風
』 
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「
浅
茅 

あ
さ
ち
と
ち
の
字
つ
め
る
」『
遊
行
柳
』 

「
波
路 

な
み
ち
と
ち
の
字
つ
め
る
」『
白
楽
天
』 

「
夢
路 

ち
の
字
つ
め
る
」
『
玉
葛
』 

し
か
し
、
語
中
、
語
尾
、
複
合
語
の
後
部
成
素
の
頭
が
多
い
も
の
の
、

次
の
よ
う
に
語
頭
で
の
注
記
も
み
ら
れ
る
。 

「
陣 

ち
ん
と
ち
の
字
つ
め
る
」
『
通
盛
』 

「
長
夜 

ち
や
う
と
ち
の
字
つ
め
開
」『
安
宅
』 

「
持
経 

ち
の
字
つ
め
き
や
う
と
ひ
ら
く
」『
芭
蕉
』 

「
陣
意 

ち
ん
と
ち
の
字
つ
め
る
」
『
敦
盛
』 

語
頭
に
促
音
の
よ
う
な
発
音
を
想
定
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
「
つ

め
る
」
は
促
音
と
い
う
よ
り
は
、「
ジ
ズ
」
と
の
区
別
を
保
つ
た
め
に
「
ダ

デ
ド
」と
同
じ
破
裂
的
に
発
音
す
る
こ
と
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
ジ
ズ
」
を
含
む
ザ
行
は
「
和
ニ
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り(

４)

、

特
殊
な
発
音
を
注
記
し
た
の
で
は
な
く
、
単
に
四
つ
仮
名
の
区
別
の
た

め
に
「
ヂ
ヅ
」
に
「
つ
め
る
」
の
注
記
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

 

ま
た
、
現
代
で
は
「
呑
む
」「
含
む
」
と
い
う
用
語
で
説
明
さ
れ
る
舌

内
入
声
音
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
「
鼻
に
入
る
」と
注
記
し
て
い
る
。

舌
内
入
声
音
が
語
末
ま
た
は
、
濁
音
の
前
に
来
る
例
で
あ
る
。 

「
泡
沫 

は
う
と
ひ
ら
き
ま
つ
の
つ
は
な
へ
入
」
『
葵
上
』 

「
同
穴 

と
う
と
す
ほ
る
け
つ
を
は
な
へ
入
」
『
楊
貴
妃
』 

 

「
得
脱 

と
く
た
つ
と
つ
を
は
な
へ
入
て
」『
敦
盛
』
『
通
盛
』  

「
大
物 

も
つ
と
つ
の
字
は
な
へ
入
」『
船
弁
慶
』 

 

 

「
決
定 

け
つ
と
つ
の
字
は
な
へ
入
ち
や
う
と
開
」
『
遊
行
柳
』 

「
佛
道 

ふ
つ
と
つ
を
は
な
へ
入
た
う
と
開
」
『
通
小
町
』 

「
乞
食 

こ
つ
の
つ
の
字
は
な
へ
入
」『
卒
都
婆
小
町
』 

つ
ま
り
、
無
声
子
音
に
続
く
例
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、「
仏
」
が
語
末
に
来
る
場
合
、
濁
音
に
続
く
場
合
に
は
「
は
な
へ
入
」

と
注
記
す
る
が
、 

 

「
仏
法 

ふ
つ
ほ
う
と
す
ほ
る
」
『
春
日
龍
神
』 

の
よ
う
に
促
音
化
し
て
発
音
す
る
「
つ
」
に
つ
い
て
は
注
記
を
し
て
い

な
い
。
ま
た
、
促
音
系
の
連
声
の
例
と
し
て
は
、 

 

「
士
卒
有 

し
そ
つ
あ
り
を
し
そ
つ
た
り
と
云
」『
自
然
居
士
』 

 

「
後
佛
は 

は
の
字
た
と
い
ふ
」
『
卒
都
婆
小
町
』 

「
後
佛
は 

は 

こ
ふ
つ
は
な
れ
共
た
と
い
ふ
」『
佛
原
』 

「
念
仏
を 

ね
ん
ふ
つ
を
ね
ん
ふ
つ
と
申
云
」
『
隅
田
川
』 

「
仏
意 

ふ
ち
ゐ
を
ふ
つ
ち
と
い
ふ
」『
源
氏
供
養
』 

が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
「
つ
」
を
ど
う
の
よ
う
に
発
音
す
る
の
か
が

示
さ
れ
て
い
な
い
。
後
接
母
音
が
タ
行
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
つ
」
は[

ｔ]

で
促
音
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
の
連
声
で
あ

る
。
次
項
で
み
る
『
音
曲
玉
渕
集
』
で
は
、
舌
内
入
声
音
が
後
続
子
音

に
よ
り
「
つ
め
る
」
と
「
含
む
」
さ
れ
る
が
そ
の
よ
う
な
区
別
に
は
言

及
が
な
い
。
も
し
、
無
声
子
音
に
続
く
舌
内
入
声
音
に
つ
い
て
「
つ
め

る
」
を
使
っ
て
区
別
を
行
う
と
、「
ヂ
ヅ
」
へ
の
記
述
と
紛
れ
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ラ
行
音
に
続
く
場
合
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う

に
言
及
を
す
る
。 
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「
出
離 

し
ゆ
つ
り
と
し
た
を
ま
く
」
『
善
知
鳥
』
『
邯
鄲
』 

 
「
悉
令 

し
つ
れ
う
と
舌
を
ま
き
す
ほ
る
」
『
盛
久
』 

さ
ら
に
は
、
和
語
に
つ
い
て
も
「
鼻
に
入
」
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。 

「
山
賤 
山
か
つ
と
つ
を
は
な
へ
入
て
」
『
蟻
通
』『
小
塩
』 

 

『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』
で
は
、
「
つ
め
る
」
を
「
ヂ
ヅ
」

の
発
音
に
、「
鼻
に
入
」
は
、
語
末
及
び
鼻
音
と
濁
音
に
続
く
舌
内
入
声

音
に
つ
い
て
用
い
て
い
る
。
両
者
の
用
語
か
ら
み
て
も
、「
ヂ
ヅ
」
の
発

音
は
鼻
音
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、「
ダ
デ
ド
」
と
同
様
の
破
裂
的
要

素
で
発
音
す
る
こ
と
を
注
記
し
、「
ジ
ズ
」
に
紛
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う

説
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
舌
内
入
声
音
の
区
別
よ
り
も
、
四
つ
仮

名
の
区
別
が
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
該
書
刊
行
よ
り
も
二
年
前

の
元
禄
八
年
に
四
つ
仮
名
の
み
に
特
化
し
た
『
蜆
縮
凉
鼓
集
』
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
時
期
、
四
つ
仮
名
の
区
別
に
熱
心
で
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

［
一
―
四
］『
音
曲
玉
渕
集
』（
一
七
二
七
年
） 

享
保
十
二
（
一
七
二
七
）
年
刊
『
音
曲
玉
渕
集
』
巻
一
に
は
、
入
声

音
の
発
音
に
つ
い
て
、「
つ
め
字
」
の
こ
と
と
し
て
詳
細
な
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
。「
つ
」
が
「
つ
め
字
」
で
あ
り
、
舌
内
入
声
音
に
つ
い
て
は
、 

一
つ
め
字
よ
り
う
つ
り
や
う
の
事 

凡
て
つ
め
字
を
キ
ツ
ト
つ
む

れ
は
を
の
つ
と
音
便
叶 

と
し
て
、
後
接
音
に
よ
る
連
声
、「
つ
め
る
」、「
呑
む
」
に
発
音
さ
れ
る

場
合
を
ま
と
め
て
い
る
。
用
例
は
略
す
。 

あ 

い 

う 

ゑ 

を 

た 

ち 

つ 

て 

と 

ト
唱
フ 

チ
ヤ 
 
 
 
 
 

チ
エ
ト
モ 

わ 

是
モ
た
ニ
通
ス 

や 

い 

ゆ 

え 

よ 

チ
ヤ
チ 

チ
ユ 

チ
エ
チ
ヨ 

は
ひ
ふ
へ
ほ 

半
濁
に
唱
ふ 

唇
ヲ
急
ニ
合
せ
て
は
づ
む
也 

 
 

ら
り
る
れ
ろ 

舌
を
巻
い
て
唱
ふ 

 

か
き
く
け
こ 

へ
移
る
ハ
ツ
メ
テ
う
つ
る 

 

さ
し
す
せ
そ 

・
た
ち
つ
て
と 

右
同 

が
ぎ
ぐ
げ
ご 

濁
ヘ
移
る
は
上
の
ツ
メ
字
を
吞
ム 

 

ざ
じ
ず
ぜ
ぞ
・
だ
ぢ
づ
で
ど
・
な
に
ぬ
ね
の
・
ば
び
ぶ
べ
ぼ
・
ま

み
む
め
も 

 

右
同
ノ
ム 

さ
ら
に
入
声
音
に
続
く
濁
音
の
説
明
の
ま
と
め
の
項
に 

 

一
が
き
ぐ
げ
ご 

ざ
じ
ず
ぜ
ぞ 

 
 

だ
ぢ
づ
で
ど 

ば
び
ぶ
べ
ぼ 

右
何
レ
モ
濁
音
ト
成
時
ハ
鼻
を
兼
ル
取
分
が
ぎ
ぐ
げ
ご
ノ
濁
音

ハ
鼻
を
主
る
ゆ
へ
に
濁
音
へ
移
る
ハ
鼻
へ
吞
ミ
清
音
へ
う
つ
る

は
ツ
メ
テ
移
る
な
り 

と
し
た
う
え
で
、
「
な
ら
ま
の
三
行
ヲ
鼻
へ
吞
モ
濁
音
同
前
故
な
り
」

と
す
る
。
無
声
子
音
が
続
く
と
き
に
は
「
ツ
メ
テ
移
る
」
、
有
声
子
音
に

続
く
と
き
に
「
吞
む
」
と
ま
と
め
て
い
る
が
、
「
ら
」
行
に
つ
い
て
は
、

「
舌
を
巻
い
て
唱
ふ
」
と
も
し
て
い
て
揺
れ
が
あ
る
。 

さ
ら
に
、
母
音
に
続
く
場
合
に
は
、 

 
 

一
ツ
メ
字
を
吞
て 

あ
い
う
ゑ
を 

へ
移
る
は
半
は
ね
の
心
な
り 
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と
一
項
を
設
け
、「
あ
い
う
ゑ
を
」
を
「
ヌ
ワ 

ニ 

ヌ
ウ 

ヌ
エ 

ヌ

ヲ
」
と
「
な
に
ぬ
ね
の
ノ
拗
音
也
」
と
し
、「
あ
い
う
ゑ
を
ト 

な
に
ぬ

ね
の 
ト
の
間
に
唱
フ
」と
も
す
る
。
舌
内
入
声
が
母
音
に
続
く
場
合
、

[

ｔ]

か
ら
の
タ
行
と
チ
ャ
行
、[

tn]

か
ら
の
、
ナ
行
拗
音
あ
る
い
は
ア

行
と
ナ
行
の
間
と
い
う
複
数
の
発
音
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

後
者
は
促
音
が
鼻
音
的
な
発
音
で
、
ン
ツ
表
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た

こ
と
と
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
５
）
。 

「
つ
め
る
」
「
吞
む
」
は
喉
内
入
声
に
つ
い
て
も
記
述
さ
れ
、 

 
 

一
入
声
の
ク
の
音
よ
り
か
き
く
け
こ
の
清
字
へ
う
つ
る
は
ク
音

を
つ
め
て
移
る 

濁
る
字
へ
う
つ
る
時
は
ク
音
少
ノ
ム
心
有 

 

以
上
の
よ
う
に
『
音
曲
玉
渕
集
』
に
お
け
る
「
つ
め
る
」「
吞
む
」
は
、

入
声
音
の
発
音
に
関
わ
る
用
語
と
し
て
、
無
声
子
音
に
続
く
場
合
に「
つ

め
る
」、
有
声
子
音
に
続
く
場
合
に
「
吞
む
」
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
和
語
に
つ
い
て
も
促
音
便
を
「
ツ
ム
ル
」
と
す
る
ほ
か
、「
呑

む
」
と
す
る
語
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

一
訓
の
つ
文
字
は
専
直
に
唱
ふ
又
ツ
ム
ル
ハ
有
呑
て
移
る
は
た
ま 

 
 
 

／
＼
有
也 

と
し
、
ま
ず
文
字
通
り
読
む
例
を
挙
げ
、
次
に
促
音
便
の
例
、
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
「
呑
む
」
例
を
挙
げ
る
。 

 
 
 

〇
ま
つ 

義
経

ヨ
シ
ツ
ネ 

経ツ
ネ

正マ
サ 

磯
打

イ
ソ
ウ
ツ 

勝カ
ツ

色イ
ロ 

何イ
ツ 

 
 
 
 

松 

待 

 
 
 
 
 
 

朽
ク
ツ
ル 

初
音

ハ

ツ

ネ 

三ミ
ツ 

四ヨ
ツ 

 

日
嗣

ヒ

ツ

キ 
 

落
ヲ
ツ
ル 

ケ
様
の
た
く
ひ
は

直

に

唱

ふ 
 
 

 
 
 

〇

謹
ツ
丶
シ
ン
デ 

剰
ア
マ
ツ
サ
ヘ 

対
立

ウ
ツ
タ
テ 

つ
つ
立 

は
つ
た
と 

能
引

ヨ
ツ
ヒ
キ 

 
 
 
 

訴
ウ
ツ
タ
ヘ 

打

 

ツ

て 

取

 

ツ

て 

成

 

ツ

て
か
や
う
の
た
く
ひ
は
ツ
メ
ル 

 
 
 

○
山ヤ

マ

賤カ
ツ 

初
月

ハ
ツ
ツ
キ 

千セ
ン

満ミ
ツ

殿ト
ノ 

 

木コ

津ツ

川カ
ハ 

お
そ
れ
つノ

ム

へ
う
そ 

 
 
 
 
 

此
分
は
訓
に
て
も
呑
て
謡
フ 

 
 
 

○
嶋
つ
鳥 

此
つ
ヲ
呑
て
謡
流
モ
有 

亀
江
谷ヤ

ツ 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 

直
ニ
諷
ふ
も
有 

 
 
 
 
 
 
 

上 
 

字
音
語
と
類
似
の
音
形
を
持
つ
語
、
濁
音
に
続
く
場
合
に
、
「
呑
む
」

の
注
記
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。 

  

四
つ
仮
名
の
う
ち
「
ぢ
づ
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 
 

ぢ
づ
ノ
濁
音
モ
ち
つ
ト
ス
ミ
テ
と
な
ふ
る
如
く
腮
へ
舌
ヲ
當
て
唱 

 

 
 

ふ
へ
し
と
を
し
ゆ
る
也 

 
 

但
此
ぢ
づ
ノ
濁
音
舌
を
腮
へ
強
く
當
れ
は
甚
た
耳
に
立
て
聞
に
く

し
大
ハ
小
。
小
ハ
大
ト
い
ふ
事
有
か
や
う
の
所
に
て
舌
扱
ひ
尖
に

な
き
や
う
に
有
へ
し
是
音
便
の
習
ひ
也 

又
流
儀
に
よ
り
て
此
四

つ
仮
名
一
向
僉
義
な
き
も
有
。 

 

先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
語
中
の
濁
音
に
つ
い
て
は
、
濁
音
全
般
に
対

し
て
「
鼻
を
兼
ル
」
と
し
て
い
て
、
ガ
行
の
濁
音
の
み
「
鼻
へ
呑
ミ
」

と
す
る
。
語
中
尾
の
濁
音
の
前
に
鼻
音
が
あ
る
か
ど
う
か
は
「
ヂ
ヅ
」

に
限
る
こ
と
が
な
く
、「
ヂ
ヅ
」
の
発
音
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
強
く
舌

を
顎
に
当
て
て
破
裂
さ
せ
な
い
よ
う
に
説
明
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
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ま
た
、
こ
の
記
述
か
ら
す
で
に
流
儀
に
よ
っ
て
は
四
つ
仮
名
の
区
別

に
頓
着
し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
音
曲
玉
渕
集
』
の
著
者

三
浦
久
之
丞
庚
妥
は
江
戸
の
人
と
見
ら
れ
る
が
、
江
戸
で
は
四
つ
仮
名

の
区
別
の
消
失
が
上
方
よ
り
も
早
か
っ
た
た
め
、
流
儀
の
中
に
は
既
に

こ
の
時
期
に
四
つ
仮
名
の
区
別
を
止
め
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
舌
内
入
声
音
に
つ
い
て
「
つ
め
る
」「
吞
む
」
の
発
音

を
詳
し
く
説
く
の
に
比
し
て
、
四
つ
仮
名
の
語
例
が
少
な
い
の
も
そ
の

た
め
で
あ
ろ
う
。
発
音
注
記
の
重
点
が
、
四
つ
仮
名
か
ら
舌
内
入
声
に

移
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

［
一
―
五
］『
謳
曲
英
華
抄
』（
一
七
七
一
年
） 

 

明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
に
二
松
軒
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
謳
曲
英

華
抄
』
も
謡
の
発
音
に
つ
い
て
説
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、「
つ
め
る
」「
呑
む
」
に
つ
い
て
は
、
舌
内
入
声
音
に
つ
い
て
、

「
呑
字
」
「
詰
字
」
の
後
接
音
に
よ
る
発
音
の
記
述
が
行
わ
れ
て
い
る
。

『
音
曲
玉
渕
集
』
で
は
「
ツ
メ
字
」
の
発
音
を
「
呑
む
」
と
「
つ
め
る
」

と
に
分
け
て
説
明
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
「
呑
字
」「
詰
字
」
と
す
る
。 

「
呑
字
」「
詰
字
」
は
文
字
の
異
な
り
を
い
う
の
で
は
な
く
、
発
音
の
相

違
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
行
謡
本
に
「
含
」
「
ノ
ム
」

が
注
記
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
。 

母
音
が
後
接
す
る
場
合
か
ら
説
明
が
始
ま
る
。 

 
 

〇
呑
節
呑
字
の
下
の
あ
い
う
え
を

わ
ゐ
う
ゑ
を
な
に
に
ね
の
と
唱
ふ 

と
し
、
呑
字
の
例
と
し
て
は
、「
庵
室
へネ

と
」「
念
佛
をノ

も
」
な
ど
入
声

音
の
あ
と
に
鼻
音
の
ナ
行
の
発
音
を
示
し
、 

 
 

〇
刎
字
呑
節
呑
字
の
下
の
や
い
ゆ
え
よ
な 

に 

ぬ 

ね 

の 

ニ
ヤ 

 

ニ
ユ
ニ
エ
ニ
ヨ

の
拗
音
に
と
な
ふ 

と
し
、
呑
字
の
例
は
「

夕

日

漸

セ
キ
シ
ツ
ニ
ヤ
ウ
ヤ
ク

傾
て
」「
時
節
よニ

ヨ

と
」
ナ
行
拗

音
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

〇
詰
字
の
下
の
あ
い
う
え
を

わ

ゐ

う

ゑ
た
ち
つ
て
と
唱
ふ 

 

例
に
は
「
天
罰
はタ

」
「
差
別
はタ

」
「
時
節
はタ

」
と
あ
り
、 

 

 
 

〇
詰
字
よ
り
や
い
ゆ
え
よ
へ
移
る
は
た 

ち 

つ 

て 

と 
 

チ
ヤ 

 

チ
ユ
チ
エ
チ
ヨ

の
拗
音
に
と
な
ふ
然
れ
共
謡
の
文
句
に
い
て
す 

王
代
記 

敏
達
用

チ
ヨ
ウ

明メ
イ 

此
外
な
し 

例
が
他
に
な
い
と
す
る
。
「
時
節
」
は
「
呑
字
」
「
詰
字
」
の
両
方
に
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、『
音
曲
玉
渕
集
』
と
同
様
に
舌
内
入
声
音
を

鼻
音
で
終
わ
る[

tn]
 

と[

ｔ]

で
終
わ
る
も
の
と
二
種
の
発
音
を
認
め
、

い
わ
ゆ
る
連
声
に
な
る
と
き
、
鼻
音
の
ナ
行
ニ
ャ
行
に
な
る
も
の
と
、

促
音
の
あ
と
の
タ
行
チ
ャ
行
に
な
る
も
の
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
拗
音
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で
は
例
が
見
つ
け
に
く
い
と
す
る
。 

 
さ
ら
に
『
音
曲
玉
渕
集
』
と
同
様
に
、
舌
内
入
声
音
が
鼻
音
と
濁
音

に
続
く
場
合
に
「
呑
む
」
説
明
を
し
て
い
る
。 

 
 

〇
な
に
ぬ
ね
の
ま
み
む
め
も
の
清
假
名
か
き
く
け
こ
さ
し
す
せ
そ

た
ち
つ
て
と
は
ひ
ふ
へ
ほ
の
濁
字
へ
移
る
入
声
の
つ
文
字
は
み
な

呑
て
唱
ふ
也 
此
呑
と
い
ふ
は
舌
を
顎
に
當
息
を
鼻
へ
抜
也 

例
は
略
す
が
、
傍
線
部
は
現
在
の
能
楽
が
受
け
継
い
で
い
る
「
呑
む
」

の
発
音
技
法
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。 

 

和
語
の
促
音
に
つ
い
て
は 

 
 

〇
訓
に
て
も
詰
て
唱
ふ
る
類 

と
し
て
促
音
便
の
例
を
挙
げ
る
が
、「
呑
む
」
に
つ
い
て
が
和
語
に
も
及

び
、 

 
 

〇
訓
な
れ
共
呑
て
唱
ふ
る
類 

例
は
「
初
月

ハ
ツ
ヅ
キ

」
「
木コ

津
川

ツ

ガ

ハ

」
「
恐
つ
べ
う
ぞ
」
、
「
山
賤

ヤ
マ
ガ
ツ

」
で
、
「
山
賤
」

に
つ
い
て
は
、「
呑
て
も
出
し
て
も
唱
ふ
る
な
り
」と
し
て
い
る
。現
在
、

流
儀
に
よ
っ
て
「
山
賤
」
の
発
音
が
異
な
る
の
は
こ
の
時
代
か
ら
の
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
。 

  

四
つ
仮
名
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。 

 
 

○
し
ち
す
つ
の
濁
假
名
じ
ず
は
常
の
こ
と
／
＼
ぢ
づ
は
呑
て
唱 

 
 

 
 

ふ 

 
 
 

藤
ふ
ぢ 

 
 
 

臂
ひ
ぢ 

 
 
 

耻
は
ぢ 

 
 
 

葛
く
ず 

 
 
 

渦
う
ず 

 
 
 

不
見
み
ず 

 
 
 

屑
く
つ 

 
 
 

鶉
う
づ
ら 

 
 

水
み
づ 

此
呑
と
い
ふ
は
舌
を
顎
へ
當
を
半
分
鼻
へ
抜
也
然
れ 

と
も
舌
を
強
く
顎
へ
當
れ
は
ぢ
づ
の
假
名
に
ぬ
に
成
な
り 

舌
扱
ひ
を
平
生
に
心
か
く
へ
し 

 

僧
正 

ジ
ヤ
ウ 

 

遍
昭 

ゼ
ウ 

 

不
呑 

 

入
定 

ヂ
ヤ
ウ 

 

四
條 

デ
ウ 

 

呑 

 
 

是
を
四
つ
假
名
と
い
ふ
呑
仮
名
を
呑
ざ
る
は
赦
す
な
り 

 
 

呑
ざ
る
假
名
を
呑
て
唱
ふ
は
大
に
耻
辱
な
り 

 

こ
こ
で
は
「
ぢ
づ
」
を
「
呑
む
」
と
し
、
半
分
鼻
に
抜
く
鼻
音
と
し

て
の
発
音
方
法
を
説
明
し
、
ナ
行
の
「
に
ぬ
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注

意
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
ジ
ズ
」
を
呑
ん
で
「
ヂ
ヅ
」
に
紛
れ
る
こ
と

を
恥
辱
と
し
、「
ヂ
ヅ
」
を
呑
ま
ず
に
「
ジ
ズ
」
に
な
る
こ
と
は
許
し
て

い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。「
呑
む
」
技
法
が
特
殊
で
あ
り
、
無
理
に
「
呑

む
」
必
要
は
な
く
、
こ
こ
で
も
四
つ
仮
名
の
区
別
に
は
寛
容
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

［
一
―
六
］
ま
と
め 

以
上
、
謡
伝
書
に
お
け
る
「
つ
め
る
」
「
呑
む
」
に
つ
い
て
み
て
き

た
。
舌
内
入
声
音
に
つ
い
て
後
接
音
に
よ
っ
て
異
な
る
発
音
を
細
か
く

指
示
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
、
四
つ
仮
名
の
発
音
を
区
別
し
な
く
な

る
こ
と
と
が
、
連
動
し
て
お
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

舌
内
入
声
音
の
連
声
に
つ
い
て
は
『
音
曲
玉
渕
集
』
『
謳
曲
英
華
抄
』で
は
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「
呑
む
」
の
後
に
母
音
音
節
が
続
き
ナ
行
、
ニ
ャ
行
と
、
「
つ
め
る
」
の
後
に
母

音
音
節
が
続
き
タ
行
、
チ
ャ
行
に
な
る
場
合
と
を
挙
げ
て
い
た
が
、
現
在
の

謡
に
は
タ
行
に
な
る
も
の
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
「
呑
む
」
か
ら
の
連
声
は
伝

え
ら
れ
て
い
な
い
。
謡
に
お
い
て
ナ
行
ニ
ャ
行
の
鼻
音
に
な
る
連
声
は
、
「つ
め

る
」
「吞
む
」を
整
理
す
る
段
階
で
出
現
し
た
も
の
で
、
古
い
発
音
を
伝
え
た

も
の
で
は
な
い
。 

無
声
子
音
に
続
く
入
声
音
は
、
母
音
添
加
し
た
と
し
て
も
無
声
化
、

促
音
化
す
る
の
で
、「
つ
め
る
」
は
現
在
の
一
般
の
発
音
と
の
差
が
な
い

が
、
有
声
子
音
に
続
く
入
声
音
は
、
現
代
語
で
は
母
音
添
加
し
た
「
つ
」

で
発
音
さ
れ
る
。
謡
に
お
い
て
日
常
語
の
発
音
と
異
な
る
「
含
む
」
の

み
、
特
殊
な
用
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

謡
本
に
「
ツ
メ
ル
」「
呑
む
」
「
含
む
」
と
注
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
い
つ
ご
ろ
な
の
か
は
今
後
の
課
題
と
す
る
が
、
『
謳
曲
英
華
抄
』

と
同
時
期
、
明
和
改
正
謡
本
に
は
「
ツ
メ
ル
」「
含
」
の
注
記
が
み
ら
れ

る
。 

  
 
 

二 

注
釈
類
に
お
け
る
「
つ
む
る
」 

  

古
典
注
釈
の
中
に
は
、
「
読
方
」「
読
曲
」「
読
曲
清
濁
」
と
題
さ
れ
、

古
典
本
文
に
注
釈
を
加
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
本
文
音
読
の
際

に
ど
う
の
よ
う
に
読
む
の
か
を
主
眼
と
し
た
注
釈
書
が
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
平
間
長
雅
が
残
し
た
「
読
曲
」
に
つ
い
て
み
て
い
く
。 

平
間
長
雅
（
寛
永
十
三
年
〔
一
六
三
六
〕
―
宝
永
七
年
〔
一
七
○
九
〕）

は
、
玄
旨
（
細
川
幽
斎
、
天
文
三
年
〔
一
五
三
四
〕 

― 

慶
長
一
五
〔
一

六
一
○
〕
）、
逍
遊
軒
明
心
居
士
（
松
永
貞
徳
、
元
亀
二
年
〔
一
五
七
一
〕

―
承
応
二
年
〔
一
六
五
三
〕)

、
挟
々
野
屋
翁
望
月
長
孝
（
元
和
五
年
〔
一

六
一
九
〕
か
―
天
和
元
年
〔
一
六
八
一
〕）
と
い
う
流
れ
に
あ
り
、
幽
斎

か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た
二
条
流
の
読
み
癖
を
伝
え
て
い
る
。
長
雅
か

ら
は
さ
ら
に
、
有
賀
長
伯
、
水
田
長
隣
、
北
条
氏
朝
、
戸
塚
長
如
に
古

今
伝
授
の
全
伝
を
、
西
尾
安
言
、
岡
高
倫
ほ
か
多
く
に
部
分
伝
な
ど
を

行
っ
て
い
る
。 

 

［
二
―
一
］『
百
人
一
首
作
者
讀
曲
之
傳
』（
一
六
八
七
年
） 

古
今
部
分
伝
を
行
っ
た
西
尾
安
言
に
、
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
に

与
え
た
も
の
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
百
人
一
首
作
者
讀
曲
之
傳
』
が

あ
る
。
附
与
に
あ
た
っ
て
の
奥
書
に 

 

右
百
人
一
首
二
條
家
之
清
濁
并
声 

 

作
者
之
讀
曲
等
強
依
有
御
懇
望 

 

玄
旨
法
印
明
心
居
士
先
師
長
孝
的
々 

 

相
承
之
趣
無
所
残
以
朱
書
入
令 

 

附
与
之
説
猥
不
可
有
他
見
漏
脱 

 

 

者
也 

 
 
 
 
 
 
 

風
観
窓
長
雅 

 
 

晋
時
貞
享
四
丁
卯
暦
朧
月
吉
辰 

 
 
 

西
尾
氏 

 
 
 
 

安
言
丈 

と
あ
る
。
「
二
條
家
之
清
濁
并
声
」
と
あ
る
よ
う
に
、
朱
書
き
さ
れ
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て
い
る
の
は
、
胡
麻
章
に
よ
る
声
調
と
清
濁
が
中
心
で
あ
る
。 

書
写
奥
書
の
あ
と
、
左
の
よ
う
に
四
つ
仮
名
に
つ
い
て
の
凡
例
が
付

さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇〇

ツ
メ
ス 

 

〇〇

ツ
ム
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カ
ス 

 
 
 

ミ
ツ 

〇〇

ツ
此
印
ス
ツ
シ
チ
ノ
讀
曲
也 

数 
 
 
 
 

水 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇〇
ツ
メ
ス 

 
 

〇〇
ツ
ム
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニ
シ 

 
 
 

フ
チ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

虹 
 
 
 
 

藤 

「
数
カ
ス
」
「
虹
ニ
シ
」
に
は
「
ツ
メ
ス
」
、
「
水
ミ
ツ
」
「
藤
フ
チ
」

に
は
「
ツ
ム
ル
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
段
活
用
「
ツ
ム
ル
」
と
一
段

活
用
「
ツ
メ
ル
」
の
違
い
こ
そ
あ
る
が
、
『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』

の
「
つ
め
る
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。 

本
文
中
の
作
者
名
と
歌
の
注
記
に
は
、
「
ち
つ
」
に
は
文
字
右
に
双

圏
点
「
〇〇

」、
左
に
「
ツ
」
が
施
さ
れ
る
が
、「
し
す
」
に
は
左
に
「
ツ
」

が
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
「
ツ
」
が
「
ツ
ム
ル
」
こ
と
を
示

し
、
そ
れ
は
「
ヂ
ヅ
」
に
つ
い
て
の
注
記
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

ま
た
、
「
し
す
」
に
は
必
ず
し
も
凡
例
に
あ
る
よ
う
な
双
圏
点
が
施

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
す
」
に
双
圏
点
が
施
さ
れ
た
例
は
な
い

し
、「
し
」
に
双
圏
点
（
双
点
部
分
に
二
重
傍
線
）
が
施
さ
れ
た
例
も
「
儀

同
三
司
母
」
「
を
し
ま
の
」
90
、
「
従
二
位
」
96
の
み
で
あ
る
。 

「
儀
同
三
司
母
」
は
「
サ
ン
シ
」
で
は
な
く
「
サ
ン
ジ
」
で
あ
る
こ

と
、「
を
し
ま
の
」
で
は
な
く
連
濁
し
た
「
を
じ
ま
」
で
あ
る
こ
と
、「
従

二
位
」
は
「
従
」
を
「
シ
ュ
ウ
」
で
は
な
く
「
ジ
ュ
」
で
あ
る
こ
と
を

伝
授
し
た
も
の
で
あ
る
。 

他
の
「
ジ
ズ
」
に
は
濁
点
（
漢
字
に
は
傍
線
）
で
、「
貞
信
公
」
26
、

「
思
は
ず
」
38
、
「
ひ
と
し
れ
ず
」
41
、
「
衛
士
」
49
、
「
し
ら
じ
な
」

51
、
「
ゆ
る
さ
じ
」
62
、
「
寂
蓮
法
師
」
87
な
ど
が
あ
る
。 

 

本
文
中
の
双
圏
点
は
、
四
つ
仮
名
に
限
ら
ず
清
濁
の
問
題
箇
所
に
施

さ
れ
る
も
の
で
、濁
音
に
双
圏
点
、清
音
に
単
圏
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。 

 

例
え
ば
、
作
者
名
の
読
み
癖
と
し
て
、 

 
 

文
屋
康
秀 

22
（
「
文
」
の
右
に
双
圏
点
、
左
に
単
圏
点
） 

 

右
の
双
圏
点
「
ブ
ン
ヤ
」
を
「
用
」
と
し
、
左
「
フ
ン
ヤ
」
を
「
通

村
」
と
す
る
。
採
用
し
た
の
が
二
條
家
伝
来
の
濁
音
「
ブ
ン
ヤ
」
の
読

み
で
、
清
音
「
フ
ン
ヤ
」
と
す
る
中
院
通
村
の
読
み
が
注
さ
れ
て
い
る
。 

 

歌
の
注
記
で
も 

 
 

つ
く
は
ね
の
峯
よ
り
落
る
み
な
の
川 

13 

「
つ
く
は
ね
」
は
「
ツ
ク
バ
ネ
」
と
濁
音
で
の
読
み
を
示
す
一
方
、「
古

今
序
ニ
テ
ハ
ス
ム
」
と
い
う
注
記
を
添
え
て
い
る
。 

 
 

山
川
に
風
の
掛
た
る
し
か
ら
み
は 

32 

の
よ
う
に
「
山
と
川
」
で
は
な
く
、
連
濁
に
よ
っ
て
「
山
の
川
」
で
あ

る
よ
う
な
清
濁
が
重
要
な
箇
所
に
圏
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 
以
上
を
み
る
と
双
圏
点
は
読
み
に
関
す
る
重
要
箇
所
に
付
さ
れ
る
も

の
で
、「
ヂ
ヅ
」
す
べ
て
双
圏
点
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
ジ

ズ
」
よ
り
も
「
ヂ
ヅ
」
の
発
音
に
対
し
て
の
注
意
を
促
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。「
ち
つ
」
の
左
に
付
さ
れ
る
「
ツ
」
が
こ
の
「
ツ
ム
ル
」
の
発
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音
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

文
字
の
左
に
付
す
「
ツ
」
に
は
「
法
師
」
を
「
ホ
ツ
シ
」
と
読
ま
せ

る
も
の
が
あ
り
、
清
音
に
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
鼻
音
に
か

か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
ツ
ム
ル
」
発
音
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』
の
「
つ
め
る
」
と
同
様
の
破
裂
音
を
示

す
「
ツ
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

［
二
―
二
］『
古
今
和
歌
集
』（
一
六
九
二
年
） 

 

『
古
今
和
歌
集
』
の
読
み
癖
を
注
記
し
た
鎌
田
共
済
会
図
書
館
蔵
の

元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
の
も
の
に
も
「
ち
つ
」
に
△
で
濁
音
を
注
記

す
る
例
が
見
ら
れ
る
。
真
名
序
の
前
に 

 
 

△
し
ち
す
つ
の
大
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

△
ニ
コ
リ
テ
ツ
ム
ル 

富
士

ふ

じ 
 
 
 

藤ふ
ち 

 
 
 

△
ツ
ム
ル 

 

タ
ヽ
ニ
コ
ル 

 
 

水み
つ 

 
 
 
 

数か
ず 

 

と
あ
り
こ
こ
で
も
、
四
つ
仮
名
の
う
ち
「
ち
つ
」
の
濁
音
に
「
ツ
ム

ル
」
を
注
記
し
て
い
る
。 

 [

二
―
三]

『
伊
勢
物
語
作
者
讀
曲
之
傳
』（
一
七
〇
六
年
） 

 

『
伊
勢
物
語
作
者
讀
曲
之
傳
』
架
蔵
本
は
宝
永
三
（
一
七
〇
六
）
年
に

伝
授
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
ぢ
づ
」
に
は
△
が
、
「
じ
ず
」

に
は
濁
点
の
み
で
、
清
音
で
あ
る
こ
と
を
示
す
場
合
に
は
単
圏
点
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
△
の
説
明
と
し
て
は
左
の
よ
う
に
「
も
ぢ
す
り
」「
二

条
」
の
二
箇
所
に
「
鼻
ニ
入
テ
濁
ル
」
と
注
さ
れ
、
後
は
注
を
省
き
、

△
だ
け
が
付
さ
れ
て
い
る
。 

 

一
段 

三
段 

当
書
の
注
記
の
概
要
に
つ
い
て
は
す
で
に
報
告
を
行
っ
た
が
、
注
記

の
中
に
は
「
せ
う
と
」
五
段
に
「
ス
ボ
ル
」
と
合
長
音
の
読
み
を
、「
え

う
」
六
段
に
「
ワ
ク
ル
ヤ
ウ
ニ
ヨ
ム
」
と
割
る
こ
と
を
、「
せ
む
は
」
十

五
段
の
「
は
」
に
「
ナ 

ト
聞
ユ
ル
ヤ
ウ
ニ
ヨ
ム
」
と
連
声
に
な
る
よ

う
指
示
が
あ
る
（
６
）
。「
せ
む
は
」
は
助
動
詞
か
ら
の
連
声
を
注
記
し
た

も
の
で
、
牡
丹
花
肖
柏
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』「
せ
ん
は
の
は
ゝ 

は
文

字
を
そ
へ
た
る
ば
か
り
也
」
、
清
原
宣
賢
『
伊
勢
物
語
惟
清
抄
』
「
セ
ン

ハ
ノ
ハ
ノ
字
ヤ
ス
メ
辞
也
」
、
細
川
幽
斎
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』
「
は
の

字
休
め
言
葉
也
」
な
ど
で
、「
は
」
を
「
ナ
」
に
読
む
連
声
を
解
説
し
た

も
の
は
他
に
な
い
。
こ
の
連
声
の
注
記
は
長
雅
独
自
の
注
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。 
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ア
ク
セ
ン
ト
注
記
を
胡
麻
章
で
行
う
な
ど
、
長
雅
の
注
釈
は
謡
の
用

語
を
使
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

  
 
 

三 
お
わ
り
に 

  

ま
ず
、
時
系
列
に
よ
っ
て
「
ヂ
ヅ
」
と
舌
内
入
声
音
へ
の
注
記
の
あ

り
方
に
つ
い
て
み
て
い
く
。 

 

謡
曲
の
稽
古
手
引
き
で
あ
る
『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』
元
禄
十

（
一
六
九
七
）
年
で
は
、
四
つ
仮
名
の
区
別
に
あ
た
り
、「
ヂ
ヅ
」
は
「
つ

め
る
」
と
す
る
。「
つ
め
る
」
は
鼻
音
に
関
係
が
な
く
、
破
裂
的
要
素
を

示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
坂
で
の
刊
行
で
あ
り
、
濁
音
の
前
の

鼻
音
の
消
失
は
江
戸
よ
り
も
早
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
当
該
書
で

は
鼻
音
を
用
い
て
の
四
つ
仮
名
の
区
別
に
言
及
は
し
て
は
い
な
い
。
鼻

音
に
つ
い
て
は
、
舌
内
入
声
音
に
対
し
て
「
鼻
に
入
る
」
を
注
記
す
る
。

こ
の
頃
は
四
つ
仮
名
の
区
別
が
大
事
で
、
舌
内
入
声
音
に
つ
い
て
は
ま

だ
細
か
い
発
音
の
区
別
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
舌

内
入
声
音
が
母
音
に
続
く
際
に
は
、タ
行
の
連
声
の
み
を
示
し
て
お
り
、

鼻
音
的
な
要
素
が
な
い
。 

 

『
音
曲
玉
渕
集
』
享
保
十
二
（
一
七
二
七
）
年
で
は
、
江
戸
で
の
刊

行
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
か
、
四
つ
仮
名
の
区
別
が
重
要
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
。「
ヂ
ヅ
」
で
も
前
鼻
音
を
説
明
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
代

わ
り
舌
内
入
声
音
の
発
音
に
は
細
か
な
注
意
が
払
わ
れ
、
後
接
子
音
に

よ
り
「
呑
む
」
と
、「
つ
め
る
」
と
に
分
類
が
行
わ
れ
る
。
母
音
に
続
く

場
合
に
も
、
鼻
音
の
ナ
行
（
ニ
ヤ
行
）
に
な
る
場
合
と
、
タ
行
（
チ
ャ

行
）
に
な
る
場
合
を
説
明
す
る
。 

 

『
謳
曲
英
華
抄
』
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
で
は
舌
内
入
声
音
の
発

音
注
記
が
さ
ら
に
厳
密
に
な
り
、
「
詰
字
」「
呑
字
」
と
い
う
用
語
に
よ

り
、
鼻
音
が
関
与
す
る
か
ど
う
か
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
母
音
に
続
く

発
音
に
つ
い
て
も
『
音
曲
玉
渕
集
』
と
同
様
に
鼻
音
と
非
鼻
音
の
二
種

の
発
音
を
上
げ
る
。
四
つ
仮
名
に
つ
い
て
は
、「
ヂ
ヅ
」
に
つ
い
て
「
半

分
鼻
に
抜
く
」
と
い
う
説
明
を
し
、「
に
ぬ
」
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
を

喚
起
す
る
が
、
こ
れ
に
「
呑
む
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
舌
内
入

声
の
発
音
記
述
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。 

 

成
立
年
を
追
っ
て
み
て
く
る
と
、
江
戸
期
謡
伝
書
類
に
お
け
る
四
つ

仮
名
の
う
ち
「
ヂ
ヅ
」
の
発
音
は
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な

濁
音
の
前
の
鼻
音
を
利
用
し
て
「
ジ
ズ
」
と
の
区
別
を
な
そ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。「
ヂ
ヅ
」
を
破
裂
音
で
発
音
す
る
こ
と
で
区
別
を
さ
せ

よ
う
と
し
た
が
、
や
が
て
四
つ
仮
名
の
区
別
に
対
し
て
寛
容
な
立
場
を

と
る
よ
う
に
な
る
。
四
つ
仮
名
の
代
わ
り
に
注
目
を
し
た
の
が
、
舌
内

入
声
音
の
発
音
で
、
謡
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
保
つ
の
に
、
よ
り
重
要
な
も

の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
発
音
は
、
鼻
に
入
れ
る
「
呑
む
」

と
、
鼻
に
入
れ
な
い
「
つ
め
る
」
と
で
区
分
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

こ
れ
が
定
着
す
る
と
、
四
つ
仮
名
の
う
ち
「
ヂ
ヅ
」
に
も
「
呑
む
」
と

い
う
鼻
に
入
れ
る
発
音
を
取
り
入
れ
て
み
た
と
考
え
て
は
ど
う
か
。 

 

こ
れ
ら
江
戸
期
に
入
っ
て
の
記
述
は
、
日
常
で
は
す
で
に
四
つ
仮
名

は
区
別
を
失
い
、
舌
内
入
声
音
も
母
音
添
加
し
て
し
ま
っ
た
後
の
も
の
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で
、
謡
で
の
発
音
を
ど
う
中
世
語
ら
し
く
聞
か
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と

に
腐
心
し
た
結
果
と
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 

現
代
の
謡
が
四
つ
仮
名
に
全
く
注
意
を
む
け
な
い
の
は
、
江
戸
半
ば

に
し
て
、
区
別
を
諦
め
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
代
わ
り
に
注
目
し
た

舌
内
入
声
音
の
発
音
は
現
在
の
謡
で
も
「
健
全
」
で
あ
る
。『
謳
曲
英
華

抄
』
の
刊
行
さ
れ
た
明
和
年
間
に
は
、
謡
本
に
「
ツ
メ
ル
」「
含
」
が
記

さ
れ
、
そ
の
用
語
が
定
着
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
平
賀
長
雅
（
寛
永
十
三
年
〔
一
六
三
六
〕
―
宝
永
七
年
〔
一

七
○
九
〕
）
が
引
き
継
い
だ
注
釈
類
に
み
ら
れ
る
「
つ
む
る
」
「
鼻
に
入

る
」
を
み
て
も
、『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』
の
刊
行
さ
れ
た
元
禄
十

（
一
六
九
七
）
年
の
前
後
に
は
四
つ
仮
名
の
う
ち
「
ヂ
ヅ
」
に
は
「
ツ

ム
ル
」
を
用
い
て
い
る
が
、
後
年
に
な
っ
て
か
ら
は
「
ツ
ム
ル
」
を
用

い
ず
「
鼻
ニ
入
ル
」
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
れ
は
、
謡
に
お
け
る
「
つ
め
る
」
の
注
記
す
る
も
の
が
変
わ

っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら
の
伝
授
も
師
説
を
受
け
継
ぐ

と
し
な
が
ら
、
伝
授
の
正
統
性
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
に

は
謡
の
状
況
と
変
わ
り
が
な
い
。 

 

な
ぜ
日
常
的
な
発
音
と
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
「
吞
む
」
が
謡
の
伝

承
音
と
し
て
命
脈
を
保
ち
、
謡
の
特
徴
的
な
発
音
と
し
て
現
在
に
い
た

っ
た
の
か
は
、
世
阿
弥
時
代
か
ら
の
「
マ
ワ
シ
節
」
に
よ
り
、
音
楽
的

に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。 

  

注 １
．
遠
藤
邦
基
（
二
〇
〇
一
）「
四
つ
仮
名
の
読
癖
―
「
鼻
ニ
入
ル
」
の

注
記
の
意
味
―
」
『
国
文
学
』
八
二
（『
読
み
癖
注
記
の
国
語
史
研

究
』
清
文
堂 

二
〇
〇
二
に
所
収
）
に
論
考
が
あ
る
が
、
今
回
は

謡
の
用
語
と
し
て
検
討
す
る
。 

２
．
坂
本
清
恵
（
二
〇
〇
二
）「
近
代
語
の
発
音
―
謡
曲
伝
承
音
と
の
関

係
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
七
九
―
一
一 

３
．
坂
本
清
恵
（
二
〇
一
三
）「
文
楽
に
お
け
る
連
声
」
『
国
文
目
白
』

五
二 

４
．
高
山
知
明
（
二
〇
〇
二
）「
耳
障
り
に
な
っ
た
ザ
行
音
」
『
国
語
語

彙
史
の
研
究
』
二
一
に
「
ジ
ズ
」
を
含
む
ザ
行
に
つ
い
て
の
高
論

が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
。 

５
．
遠
藤
邦
基
（
一
九
九
八
）「
促
音
・
入
声
音
の
「
ン
ツ
（
ン
チ
）
表

記
」『
国
語
国
文
』
六
七
―
一
二
（
『
読
み
癖
注
記
の
国
語
史
研
究
』

清
文
堂 

二
〇
〇
二
に
所
収
） 

６
．
坂
本
清
恵
（
二
〇
〇
七
）「
『
伊
勢
物
語
秘
訣
讀
曲
清
濁
』
の
注
記

す
る
も
の
」
『
日
本
語
論
叢
』
特
別
号 

 

参
考
文
献 

 
岩
淵
悦
太
郎
（
一
九
七
七
）『
国
語
史
論
集
』
筑
摩
書
房 

 

 
遠
藤
邦
基
（
二
〇
〇
二
）
『
読
み
癖
注
記
の
国
語
史
研
究
』
清
文
堂 

 
 

高
山
知
明
（
二
〇
〇
三
）
「
蜆
縮
凉
鼓
集
か
ら
う
か
が
え
る
前
鼻
音

要
素
の
一
局
面
」
『
香
川
大
学
国
文
研
究
』
二
三 
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柳
田
征
司
（
二
〇
〇
九
）「
舌
内
入
声
音
」『
日
本
の
こ
と
ば
と
文
化
』

渓
水
社 

 

 

使
用
文
献 

『
當
流
謡
百
番
假
名
遣
開
合
』（
東
京
大
学
国
語
研
究
室
所
蔵
元
禄
十
年

本
、
元
禄
十
二
年
本
、
京
都
女
子
大
学
吉
澤
文
庫
所
蔵
、
国
立
国
会
図

書
館
所
蔵
） 

『
音
曲
玉
渕
集
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館

所
蔵
） 

『
謳
曲
英
華
抄
』
（
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
所
蔵
） 

『
百
人
一
首
作
者
讀
曲
之
傳
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
） 

『
古
今
和
歌
集
』（
鎌
田
共
済
会
図
書
館
所
蔵
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の

マ
イ
ク
ロ
資
料
に
よ
る
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
日
本
女
子
大
学
文
学
部
― 
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