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平
安
時
代
以
降
の
訓
点
資
料
や
古
辞
書
を
調
査
し
て
い
る
と
、
漢
字
に
声

調
を
示
す
声
点
が
付
さ
れ
た
例
に
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
声
点

が
指
し
示
す
具
体
的
な
調
値
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
漢
語
を
形
成

し
た
際
に
は
日
本
語
の
性
質
に
合
わ
せ
て
連
音
上
の
声
調
変
化
な
ど
が
起
こ

る
こ
と
も
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
を
目

の
前
に
す
る
と
、
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
歴
史
的
研
究
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
取

り
組
み
や
す
そ
う
な
も
の
に
思
え
て
く
る
。

　

ま
ず
根
源
的
な
問
題
と
し
て
、
日
本
漢
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
の
は
、

中
国
原
音
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
論
点
が
あ
る
。
こ
れ

は
、最
初
に
当
該
漢
字
そ
れ
ぞ
れ
に
記
入
さ
れ
た
声
点
と
、原
音
で
あ
る
『
広

韻
』
や
呉
音
の
声
調
と
を
比
較
・
対
照
す
る
作
業
を
行
い
、
次
に
複
数
の
漢

字
か
ら
成
る
漢
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
も
の
が
、
個
々
の
漢
字
の
声
調
を

足
し
合
わ
せ
た
も
の
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
と
い
う
手
法
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
漢
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
を
遂
げ
た
か

と
い
う
論
点
も
あ
る
。
二
拍
の
和
語
の
場
合
、
第
一
類
か
ら
第
五
類
ま
で
に

類
別
さ
れ
て
い
て
、「
足
」「
坂
」「
土
」
な
ど
の
第
三
類
の
語
彙
は
、
平
安

末
期
に
は
Ｌ
Ｌ
だ
っ
た
の
が
、
室
町
時
代
に
は
Ｈ
Ｌ
に
変
化
し
て
「
石
」

「
川
」「
人
」
な
ど
の
第
二
類
と
合
流
し
た
よ
う
な
事
実
が
知
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
漢
語
で
で
も
で
き
な
い
も
の
か
。
文
献
上
確
認

で
き
る
漢
語
を
ア
ク
セ
ン
ト
型
に
類
別
し
て
、
時
代
ご
と
の
変
遷
を
明
ら
か

に
す
る
ほ
か
、
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
関
連
も
分
析
す
る
と
い
う
切
り
口
が

あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
問
題
点
は
多
岐
に
わ
た
る
と
は

い
え
、
手
法
や
方
向
性
で
迷
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
さ
そ
う
で
あ
る
し
、
こ
れ

ら
の
中
に
は
、
金
田
一
春
彦
氏
や
奥
村
三
雄
氏
な
ど
の
先
行
研
究
の
中
で
、

す
で
に
あ
る
程
度
の
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

加
藤
大
鶴
氏
の
『
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
形
成
史
論
』（
以
下
「
本
書
」）
は
、

漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
を
専
門
に
論
じ
た
、
お
そ
ら
く
最
初
の
研
究
書
で
あ

り
、
日
本
語
音
韻
史
に
関
心
を
抱
く
者
が
待
望
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
本

書
の
構
成
と
し
て
は
、
ま
ず
序
章
（
本
書
の
目
的
と
構
成
）
で
本
書
の
概
要
を

述
べ
る
の
に
続
き
、
第
１

章
（
字
音
声
点
を
分
析
す
る
上
で
の
基
礎
的
問
題
）
で

『
医
心
方
』
に
出
現
す
る
字
音
声
点
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
考
察
を
行
っ
て

い
る
。
声
点
を
ど
の
調
類
と
し
て
認
定
す
る
か
に
始
ま
り
、
中
国
原
音
と
漢

語
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
ほ
か
、
声
点
の
加
点
目

的
、
注
釈
書
の
利
用
の
実
態
と
声
調
と
の
関
係
な
ど
に
及
ぶ
。
第
２

章
（
原

音
声
調
の
継
承
と
変
容
）
は
、『
医
心
方
』
の
ほ
か
『
宝
物
集
』・
延
慶
本
『
平

家
物
語
』
な
ど
と
い
っ
た
日
常
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
が
採
録
で
き
る
と
目
さ
れ

る
資
料
を
対
象
に
し
て
、
原
音
声
調
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
漢
語
ア
ク
セ

ン
ト
に
至
っ
た
の
か
…
「
字
音
」
か
ら
「
語
音
」
へ
と
展
開
し
た
か
の
解
明

を
試
み
る
章
で
あ
る
。
漢
語
の
性
質
や
拍
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
出
現
し

や
す
い
型
が
存
す
る
こ
と
や
、
そ
の
一
方
で
、
個
々
の
漢
語
に
即
し
て
見
る

と
む
し
ろ
拡
散
し
て
い
く
事
例
も
観
察
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
ほ
か
、
日

本
語
と
し
て
不
自
然
な
「
中
低
形
」
を
回
避
す
る
あ
り
方
も
一
通
り
で
は
な
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い
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
３

章
（
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
形
成
）

は
、
体
系
と
し
て
の
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
振
る
舞
い
に
着
目
し
た
章
で
あ

る
。「
平
声
軽
」
の
性
質
が
和
語
の
「
下
降
調
」
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い

る
可
能
性
に
言
及
し
、
ま
た
「
去
声
（
上
昇
調
）」
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
や

ア
ク
セ
ン
ト
体
系
の
変
化
（
南
北
朝
期
）
を
ま
た
い
だ
場
合
に
ど
の
よ
う
な

対
応
関
係
・
歴
史
的
変
化
が
見
出
さ
れ
る
か
、
拍
数
の
違
い
は
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
る
か
な
ど
を
吟
味
し
て
、
終
章
（
原
音
声
調
か
ら
漢
語
ア
ク
セ
ン

ト
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
）
に
至
る
。

　

漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
歴
史
に
関
す
る
専
門
書
と
い
う
の
が
、
従
来
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
少
な
か
っ
た
理
由
と
い
う
の
は
、
や
は
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本

書
を
読
ん
で
い
く
と
そ
れ
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
示
し
た

「
構
想
」
が
、
い
か
に
甘
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
思
い
知
る
の
で
あ
る
。

　

漢
字
に
加
え
ら
れ
た
声
点
を
分
析
す
る
際
、
最
初
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
「
こ
の
声
点
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
国
語
レ
ベ
ル
の
声
調
を
示
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
語
の
漢
語
ア

ク
セ
ン
ト
と
し
て
の
一
部
な
の
か
な
ど
は
、
当
然
声
点
自
体
に
書
か
れ
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。『
補
忘
記
』
で
は
、
字
音
声
調
は
声
点
で
、
漢

語
と
し
て
の
音
調
は
節
博
士
で
示
す
と
い
う
住
み
分
け
が
で
き
て
い
る
が
、

そ
う
い
う
資
料
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
上
に
、
そ
の
節
博
士
の
内
容
も
日
常

漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
と
は
や
や
隔
た
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
献
資
料
に

記
載
さ
れ
て
い
る
高
低
が
日
常
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

保
証
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
書
を
日
常
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
歴
史
を
簡
潔

に
述
べ
る
本
だ
と
思
っ
た
読
者
に
は
、意
外
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
本
書
で
も
入
念
に
論
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト

の
歴
史
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
字
の
元
々
の
声
調
（
＝
（
字
音
）

来
源
情
報
）
を
特
定
す
る
作
業
が
、
全
て
の
考
察
の
基
礎
に
な
る
。『
広
韻
』

で
は
平
声
、
呉
音
資
料
で
は
去
声
と
い
う
漢
字
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
平
声
点

が
記
入
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
の
平
声
と
い
う
の
は
漢
音
声
調
で
あ
る

蓋
然
性
が
高
く
な
る
、
と
い
う
要
領
だ
が
、
実
際
に
は
こ
れ
ほ
ど
単
純
に
進

む
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。

　

ま
ず
漢
音
（『
広
韻
』）
で
平
声
の
字
は
呉
音
で
は
去
声
（
基
本
的
に
、
呉
音

に
上
声
は
な
い
）、
漢
音
で
上
声
・
去
声
の
字
は
呉
音
で
は
平
声
で
あ
る
こ
と

が
多
く
、
し
か
も
院
政
期
頃
か
ら
そ
の
対
応
関
係
が
増
幅
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る
（
高
松
政
雄
『
日
本
漢
字
音
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
二
）
第
三
章
（
二
））。

呉
音
声
調
と
い
う
も
の
に
も
流
動
性
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、『
法
華
経
』

や
『
大
般
若
経
』
な
ど
の
呉
音
資
料
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
字
に
つ
い
て
は
、

そ
も
そ
も
呉
音
声
調
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
議
論
の
出
発
点
に
立

つ
の
が
案
外
難
し
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
複
数
字
か
ら
成
る
漢
語
を
議
論
す
る
と
な
る
と
、
呉
音
語
か
漢
音

語
か
の
識
別
が
容
易
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
不
確
定
要
素
が
倍
加
す
る

感
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
字
目
が
呉
音
声
調
と
、
二
字
目
が
漢
音
声
調
と
一

致
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
元
来
呉
音
（
漢
音
）
語
で
、
も
う
一
字
が
漢
語
ア

ク
セ
ン
ト
と
し
て
原
音
か
ら
変
化
し
た
も
の
な
の
か
、
漢
音
・
呉
音
が
混

じ
っ
て
い
る
漢
語
な
の
か
。
声
調
に
仮
名
音
注
、
清
濁
、
連
濁
な
ど
、
傍
証

は
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
に
、
た
く
さ
ん
の
ヒ
ン
ト
が
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る

と
は
限
ら
ず
、
そ
の
結
果
複
数
の
合
理
的
な
説
明
が
あ
り
得
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

　

本
書
に
、
和
語
の
よ
う
な
き
れ
い
な
「
類
別
語
彙
表
」
が
示
さ
れ
て
い
な
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い
理
由
も
な
し
と
し
な
い
。
語
類
に
分
類
さ
れ
る
和
語
と
い
う
の
は
せ
い
ぜ

い
二
〜
三
拍
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
漢
語
の
場
合
は
拍
数
が
多
く
な
り
が

ち
で
あ
る
。
二
字
漢
語
の
場
合
、
最
大
四
拍
に
な
る
こ
と
か
ら
、
場
合
分
け

が
煩
雑
に
な
る
こ
と
が
、
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ

の
よ
う
な
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
技
術
的
な
問
題
よ
り
も
、
漢
語
と
い
う
語

種
の
特
質
が
、
む
し
ろ
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

表
３

．
28
、
表
３

．
42
、
表
３

．
43
で
ア
ク
セ
ン
ト
の
歴
史
的
変
化
に
言

及
さ
れ
て
い
る
漢
語
は
合
計
四
〇
〇
語
あ
ま
り
で
あ
り
、
秋
永
一
枝
ほ
か
編

『
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
総
合
資
料
（
研
究
篇
・
索
引
篇
）』（
東
京
堂
出
版
、
一

九
九
七
〜
一
九
九
八
）
な
ど
を
念
頭
に
置
く
と
い
か
に
も
見
劣
り
す
る
よ
う
で

あ
る
。
将
来
、
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
こ
の
数
字
は
増
え
て
い
く
こ
と
が
、

当
然
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
劇
的
に
充
実
す
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う

と
、
評
者
（
石
山
）
は
や
や
悲
観
的
で
あ
る
。

　

い
っ
た
い
、
漢
語
と
は
借
用
語
で
あ
る
た
め
に
散
発
的
な
と
こ
ろ
が
あ

り
、
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
「
延
べ
語
数
が
少
な
く
異
な
り
語
数
が
多
い
」

と
い
う
形
で
表
れ
、
ま
た
あ
る
と
こ
ろ
で
は
「
一
つ
の
語
が
時
代
・
資
料
を

ま
た
い
で
使
わ
れ
続
け
る
こ
と
が
、
和
語
に
比
べ
て
少
な
い
」
と
い
う
性
質

に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
『
本
朝
文
粋
』
に
出
現
す

る
漢
語
と
い
う
の
は
一
五
一
五
一
語
に
の
ぼ
る
（
柏
谷
嘉
弘
『
日
本
漢
語
の
系

譜
』（
東
宛
社
、一
九
八
七
））
も
の
の
、本
書
で
言
及
さ
れ
て
い
る
漢
語
の
う
ち
、

例
え
ば
日
常
的
な
漢
語
の
よ
う
に
見
え
る
「
合
戦
」「
奇
異
」「
居
住
」
な
ど

は
、『
本
朝
文
粋
』
に
は
出
現
し
な
い
。
漢
語
に
は
「
広
く
薄
い
」
傾
向
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

結
局
、
漢
語
の
中
に
は
、
日
常
語
の
中
に
溶
け
込
み
、
和
語
と
同
じ
よ
う

な
振
る
舞
い
を
見
せ
る
も
の
か
ら
、
散
発
的
に
し
か
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
も

の
ま
で
が
混
在
し
て
い
た
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
同
一
次
元
上
に
並
べ
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
２

．
２

節
の
結
論
部
分
で
、

慎
重
を
期
し
て
和
漢
混
淆
文
の
事
情
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
漢
語

全
般
に
言
え
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
な
る
と
「
個
々
の
具
体
的
な
漢

語
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
ど
う
い
う
道
筋
を
た
ど
っ
た
か
」
の
用
例
を
豊
富
に
示

し
、
帰
納
的
に
論
証
す
る
の
は
困
難
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
代
わ
り
に
「
漢

語
ア
ク
セ
ン
ト
『
と
い
う
も
の
』
に
は
ど
う
い
う
特
徴
が
あ
る
か
」
と
い
う

別
の
論
点
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
た
り
も
、
和
語
ア
ク
セ
ン
ト

研
究
と
は
や
や
異
な
っ
た
手
法
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
研
究
と
は
、
一
見
す
る
と
間
口
が

広
い
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
い
ざ
厳
密
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
次
々
と
難

点
が
立
ち
は
だ
か
る
分
野
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
手
を
付
け
よ
う
と
し
て

挫
折
し
た
人
も
、
過
去
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い

る
。漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
研
究
と
は
、論
理
展
開
の
し
か
た
に
よ
っ
て
は
「
何

で
も
言
え
る
」
反
面
、
慎
重
に
な
り
す
ぎ
る
と
「
何
も
言
え
な
い
」
と
こ
ろ

が
あ
る
研
究
分
野
で
あ
っ
て
、
本
書
は
こ
の
折
り
合
い
を
付
け
つ
つ
、
深
い

霧
の
中
か
ら
一
筋
の
光
明
を
見
出
し
た
労
作
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

　

な
お
本
書
は
、
二
〇
一
六
年
に
早
稲
田
大
学
よ
り
博
士
（
文
学
）
の
学
位

を
授
与
さ
れ
た
博
士
論
文
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
二
〇
一
八
年
三
月　

笠
間
書
院　

Ａ
５

判　

四
七
二
頁　

本
体
一
一
〇
〇
〇
円
）


