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一
　
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
表
記
シ
ス
テ
ム
の
生
成

　

平
仮
名
や
片
仮
名
は
、
そ
の
発
生
以
来
、
字
体
に
よ
っ
て
清
濁
を
書
き
分

け
な
い
表
記
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
い
る
。
清
音
の/ka/

を
あ
ら
わ
す
に
も

濁
音
の/ga/

を
あ
ら
わ
す
に
も
、「
か
」「
カ
」
な
ど
の
同
一
の
字
体
を
用

い
て
お
り
、
現
代
で
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
日
本
語
の
歴
史
上
、
濁
点
が

生
ま
れ
て
か
ら
は
、
濁
音
の
方
に
補
助
符
号
と
し
て
の
濁
点
「
 ゙
」
を
付
す

こ
と
に
よ
っ
て
清
濁
の
違
い
を
明
示
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

や
は
り
清
濁
に
同
一
の
字
体
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

　

平
仮
名
・
片
仮
名
成
立
以
前
、
上
代
の
万
葉
仮
名
に
は
、
字
体
に
よ
っ
て

清
濁
を
書
き
分
け
る
表
記
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
清
音/ka/

に
は
「
可
」
や
「
加
」
を
、
濁
音/ga/

に
は
「
我
」

を
使
う
な
ど
し
て
、
補
助
符
号
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
字
体
そ
の
も
の
が
異

な
る
文
字
を
用
い
て
清
濁
の
書
き
分
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
上
代
の
万
葉
仮
名
で
あ
っ
て
も
、
資
料
に
よ
っ
て
は
清
濁
の
書
き
分

け
が
ゆ
る
い
、
ま
た
は
全
く
清
濁
を
書
き
分
け
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
こ

と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

清
濁
の
書
き
分
け
が
さ
れ
な
い
万
葉
仮
名
資
料
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
清
濁

の
違
い
が
聞
き
取
れ
な
い
「
耳
」
を
も
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
た
め

だ
と
考
え
る
説
が
、
浜
田
敦
（
一
九
七
一
）、
馬
淵
和
夫
（
一
九
七
七
）
か
ら

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
は
、
当
時
の
清
濁
の
違
い
を
同
一
音
素
の
異

音
の
関
係
で
あ
る
と
考
え
、
音
韻
的
な
区
別
は
な
か
っ
た
と
捉
え
る
も
の
で

あ
り
、
音
声
的
な
違
い
に
す
ぎ
な
い
清
濁
を
聞
き
分
け
ら
れ
る
人
物
に
は
書

き
分
け
ら
れ
た
が
、
そ
う
で
な
い
人
物
に
は
書
き
分
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
考

え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
『
続
日
本
紀
』
宣
命
に
使
わ
れ
た

万
葉
仮
名
を
見
る
と
、
同
じ
詔
で
あ
っ
て
も
そ
の
内
部
に
お
い
て
大
字
の
万

葉
仮
名
は
清
濁
を
よ
く
書
き
分
け
て
い
な
が
ら
、
小
字
の
万
葉
仮
名
は
書
き

分
け
が
ゆ
る
い
と
い
う
様
子
が
見
て
と
れ
る１
。
も
し
清
濁
の
書
き
分
け
の
ゆ

る
さ
が
書
い
た
者
の
「
耳
」
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
続
紀
宣
命
の
大
字
を
書

い
た
人
物
と
小
字
を
書
い
た
人
物
と
は
異
な
る
「
耳
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
宣
命
が
何
人
も
の
手
に
よ
っ
て
不

統
一
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
受
け
入
れ
が
た
い
。
そ
の
た
め
、
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清
濁
を
聞
き
取
れ
る
「
耳
」
は
持
っ
て
い
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
え
て

書
き
分
け
な
い
と
い
う
選
択
が
あ
り
得
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
あ
え
て
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
表
記
シ
ス
テ
ム
が
生
ま
れ
、

そ
の
後
平
仮
名
・
片
仮
名
に
採
用
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
得
た
の
か
。

　

亀
井
孝
（
一
九
八
六
、
一
九
七
〇
）
は
、
平
仮
名
や
片
仮
名
が
清
濁
を
書
き

分
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
の
濁
音
が
語
の
ま
と
ま
り
を
示
す
ア
ク
セ

ン
ト
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
文
字
化
を
要
求
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
屋

名
池
誠
（
二
〇
一
一
）
は
、
当
時
の
濁
音
の
総
体
の
中
で
連
濁
に
よ
る
も
の

が
占
め
る
割
合
が
高
く
、
こ
れ
を
清
音
表
記
す
る
こ
と
は
形
態
素
表
示
と
し

て
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
表

記
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
た
理
由
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
亀
井
の
説
は
清

濁
の
区
別
を
も
た
な
い
シ
ス
テ
ム
と
な
る
こ
と
を
許
し
た
状
況
の
説
明
に
は

な
り
う
る
が
、
す
で
に
あ
っ
た
清
濁
を
書
き
分
け
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
書
き

分
け
な
い
シ
ス
テ
ム
へ
と
変
化
せ
し
め
た
直
接
の
要
因
を
説
明
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
亀
井
の
言
う
よ
う
に
清
濁
が
必
ず
し
も
文
字

化
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
清
濁
を
書
き
分
け

る
書
き
方
も
あ
る
以
上
、
あ
え
て
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
こ
と
に
し
た
積
極

的
で
直
接
的
な
要
因
が
ほ
し
く
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
屋
名
池
の
言
う
よ
う
に

清
音
で
表
記
す
る
こ
と
に
形
態
素
表
示
と
し
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
な
ら
ば
、

記
紀
万
葉
も
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
て
清
音
の
仮
名
で
濁
音
が
表
記
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、『
続
日
本
紀
』
宣
命
の
大
字
と
小

字
の
よ
う
に
、
一
つ
の
資
料
で
部
分
的
に
清
濁
書
き
分
け
の
度
合
い
が
異
な

る
も
の
は
、
形
態
素
表
示
の
メ
リ
ッ
ト
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の

か
、
疑
問
が
残
る
。
清
濁
書
き
分
け
シ
ス
テ
ム
か
ら
非
書
き
分
け
シ
ス
テ
ム

へ
と
変
化
し
た
、
直
接
の
要
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
の
は
能
率
化
の
た
め
か

　

犬
飼
隆
（
二
〇
〇
五
、
一
九
七
三
）
は
、
記
紀
万
葉
が
清
濁
を
よ
く
書
き
分

け
る
一
方
で
、
正
倉
院
万
葉
仮
名
文
書
や
木
簡
、
落
書
の
類
が
清
濁
を
あ
ま

り
書
き
分
け
ず
、
そ
れ
は
資
料
そ
れ
ぞ
れ
の
「
漢
字
離
れ
」
の
度
合
い
に
応

じ
て
い
る
と
論
じ
た
。
つ
ま
り
、
長
く
保
存
す
る
記
紀
万
葉
の
よ
う
な
資
料

に
は
元
々
の
漢
字
音
に
忠
実
に
万
葉
仮
名
が
使
わ
れ
、
長
く
保
存
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
な
い
万
葉
仮
名
文
書
・
木
簡
・
落
書
の
よ
う
な
資
料
に
は
元
の

漢
字
音
か
ら
離
れ
た
万
葉
仮
名
の
使
わ
れ
方
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
時
代
が
降
っ
た
資
料
ほ
ど
書
き
分
け
の
度
合
い
が
ゆ
る
く
な
る

こ
と
と
も
併
せ
て
、「
長
く
保
存
す
る
必
要
が
無
い
か
ら
簡
略
を
旨
と
す
る

表
記
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
で
主
と
し
て
用
い
ら
れ
た

万
葉
仮
名
が
片
仮
名
・
平
仮
名
の
母
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」（
六
〇
頁
）

と
し
て
、
万
葉
仮
名
か
ら
平
仮
名
へ
の
つ
な
が
り
を
述
べ
て
い
る
。

　

犬
飼
は
、
亀
井
（
一
九
八
六
）
が
述
べ
た
、
語
の
ま
と
ま
り
を
示
す
と
い

う
濁
音
の
機
能
を
肯
定
す
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
清
濁
の
書
き
分
け
の
有

無
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

system

と
し
て
の
万
葉
仮
名
は
、
そ
の
歴
史
の
は
じ
め
か
ら
、
語
の

同
認
の
た
め
に
語
形
を
正
確
に
表
示
し
よ
う
と
す
る
指
向
性
と
、
語
の

同
認
に
支
障
が
な
い
限
り
簡
易
に
表
記
し
よ
う
と
す
る
指
向
性
と
を
あ

わ
せ
て
内
含
し
て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
語
形
表
示
の
正
確
を
旨

と
す
る
指
向
性
は
、
書
き
手
も
読
み
手
も
高
度
な
漢
字
の
知
識
を
備
え
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て
い
る
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
、
労
を
い
と
わ
ず
厳
密
さ
が
要
求
さ

れ
る
よ
う
な
場
で
強
く
は
た
ら
き
、
簡
易
を
旨
と
す
る
指
向
性
は
、
厳

密
さ
よ
り
は
能
率
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
場
で
強
く
は
た
ら
き
、
漢
字

に
つ
い
て
の
詳
し
い
知
識
を
必
要
条
件
と
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
六
四
〜
六
五
頁
）

確
か
に
、
長
く
保
存
す
る
必
要
が
な
い
正
倉
院
万
葉
仮
名
文
書
や
木
簡
・
落

書
の
類
は
、
記
紀
万
葉
よ
り
は
簡
易
を
旨
と
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
能
率
化
が

要
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
亀
井
（
一
九
八
六
）
に
お
い
て
も
、

上
代
の
濁
音
を
ア
ク
セ
ン
ト
に
似
た
機
能
の
も
の
と
考
え
、
そ
れ
を
書
き
分

け
る
こ
と
が
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
る
こ
と
か

ら
、
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
シ
ス
テ
ム
が
生
ま
れ
た
直
接
の
要
因
は
能
率
化

に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
清
濁
を

書
き
分
け
な
い
シ
ス
テ
ム
は
能
率
化
の
た
め
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

犬
飼
は
清
濁
書
き
分
け
の
な
い
表
記
シ
ス
テ
ム
を
能
率
化
に
よ
る
も
の
と

し
、
対
す
る
清
濁
書
き
分
け
の
あ
る
表
記
シ
ス
テ
ム
を
語
形
表
示
の
厳
密
さ

を
目
指
す
も
の
と
す
る
。『
万
葉
集
』
の
訓
字
主
体
表
記
は
、
音
仮
名
に
お

い
て
清
濁
が
よ
く
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
全
体
と

し
て
は
清
濁
書
き
分
け
の
あ
る
表
記
シ
ス
テ
ム
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
訓
字
主
体
表
記
に
無
視
で
き
な
い
数
使
わ
れ
て
い
る
一
字
一
音
節
の
訓

仮
名
に
は
、
清
濁
の
書
き
分
け
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
鶴
久
（
一
九
六
〇
）、

西
宮
一
民
（
一
九
七
〇
、
一
九
六
〇
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

足あ
し

曳ひ
き

之の

山や
ま

鴨か
も

高た
か
き

巻ま
き

向む
く

之の

木き

志し

乃の

子こ

松ま
つ

二に

三み

雪ゆ
き

落ふ
り

来く
る

（
万
⑩
二
三
一
三
）

相あ
ひ

見み
て

者ば

須し
ま

臾し
く

戀こ
ひ

者は

奈な

木ぎ

六む

香か

登と

雖お
も

念へ
ど

弥い
よ
よ

戀こ
ひ

益ま
さ
り

来け
り

（
万
④
七
五
三
）

視み

渡わ
た
せ

者ば

近ち
か
き

里さ
と

廻み

乎を

田た

本も
と

欲ほ
り

今い
ま

衣そ

吾わ
が

来く
る

礼ひ

巾れ

振ふ
り

之し

野の

尓に

（
万
⑦
一
二
四
三
）

…
所そ

虚こ

故ゆ
ゑ
に

名な

具ぐ

鮫さ
め

兼か
ね

天て

氣け

田だ

敷し
く

藻も

相あ
ふ

屋や

常と
お

念も
ひ

而て

…
（
万
②
一
九
四
）

右
は
四
首
と
も
『
万
葉
集
』
の
訓
字
主
体
表
記
に
現
れ
る
歌２
で
あ
る
が
、
訓

仮
名
「
木
」
が
二
三
一
三
番
歌
で
は
「
き
し
（
岸
・
崖
）」
の
清
音
キ
乙
類
に
、

七
五
三
番
歌
で
は
「
な
ぎ
（
凪
・
和
）」
の
濁
音
ギ
乙
類
に
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
訓
仮
名
「
田
」
が
一
二
四
三
番
歌
で
は
「
た
も
と
ほ
り
（
廻
）」
の

清
音
タ
に
、
一
九
四
番
歌
で
は
「
け
だ
し
く
（
蓋
）」
の
濁
音
ダ
に
使
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
と
お
り
、
一
字
一
音
節
の
訓
仮
名
に
は
、『
万
葉
集
』
に
使

わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
清
濁
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
様
子
を
見
る
に
、
一
字
一
音
節
の
訓
仮
名
で
書
か
れ
た
部
分
は
、

清
濁
の
音
形
が
厳
密
に
表
せ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
清
濁
を
書
き
分
け
る
『
万

葉
集
』
の
表
記
シ
ス
テ
ム
に
反
す
る
あ
り
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
訓
仮

名
は
仮
名
主
体
表
記
に
少
な
く
訓
字
主
体
表
記
に
偏
る
が
、
少
な
く
と
も

『
万
葉
集
』
の
訓
字
主
体
表
記
は
、
音
仮
名
で
清
濁
を
書
き
分
け
て
は
い
て

も
表
記
体
全
体
に
お
い
て
音
形
を
厳
密
に
示
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
清
濁
書
き
分
け
に
ま
つ
わ
る
「
音
形
の
厳
密
さ

を
目
指
す
シ
ス
テ
ム
」
対
「
能
率
の
よ
さ
を
目
指
す
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
対

立
構
造
そ
の
も
の
に
疑
問
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

亀
井
孝
・
大
藤
時
彦
・
山
田
俊
雄
編
『
日
本
語
の
歴
史
』（
二
〇
〇
七
、
一

九
六
三
）
は
、
な
ぜ
平
仮
名
・
片
仮
名
に
清
濁
区
別
の
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ

な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

結
論
を
さ
き
に
だ
し
て
お
け
ば
、
こ
の
問
題
は
、
ま
だ
究
明
し
つ
く
さ

れ
て
い
な
い
。
い
ち
お
う
の
常
識
と
し
て
文
字
の
簡
易
化
と
い
う
理
由

も
考
え
ら
れ
る
が
、
清
濁
の
関
係
が
、
環
境
の
支
配
に
よ
っ
て
保
持
さ

れ
る
、
い
わ
ゆ
る
連
濁
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
も
ら
し
く
首
肯
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で
き
て
も
、
簡
易
化
の
た
め
に
本
来
の
濁
音３
ま
で
清
音
の
字
で
代
置
さ

せ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
学
問
的
な
立
場
か
ら
は
、
い
さ
さ
か
乱
暴
す

ぎ
る
。（
四
二
二
頁
）

や
は
り
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
表
記
シ
ス
テ
ム
が
発
生
し
平
仮
名
・
片
仮
名

に
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
表
記
の
能
率
化
以
外
の
合
理
的
な
理
由
を
見
い

だ
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

三
　
多
音
節
訓
仮
名
の
清
濁

　

前
述
し
た
と
お
り
、
鶴
（
一
九
六
〇
）、
西
宮
（
一
九
七
〇
）
に
よ
る
と
一

字
一
音
の
訓
仮
名
は
清
濁
に
両
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
だ
が
、

両
者
は
『
万
葉
集
』
の
多
音
節
訓
仮
名
に
も
言
及
し
、
そ
の
第
一
音
節
は
清

濁
を
書
き
分
け
て
い
な
い
も
の
の
、
第
二
音
節
以
降
は
か
な
り
厳
密
に
清
濁

を
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
多
音
節
訓

仮
名
「
鴨
」
の
よ
う
に
、「
カ
モ
」
に
も
「
ガ
モ
」
に
も
当
て
ら
れ
る
様
子

か
ら
は
第
一
音
節
の
清
濁
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

川か
は

瀬の
せ

之の

石い
し

迹ふ
み

渡わ
た
り

野ぬ

干ば

玉た
ま

之の

黒く
ろ

馬ま

之の

来く

夜よ

者は

常つ
ね

二に

有あ
ら

沼ぬ

鴨か
も（

万
⑬
三
三
一
三
）

天あ
ま

橋ば
し

文も

長な
が

雲く
も

鴨が
も

高た
か

山や
ま

文も

高た
か

雲く
も

鴨が
も

月つ
く

夜よ

見み

乃の

持も
て

有る

越を
ち

水み
づ

伊い

取と
り

来き

而て

公き
み
に

奉
ま
つ
り

而て

越を
ち

得え
て

之し

旱か

物も

（
万
⑬
三
二
四
五
）

し
か
し
、
第
二
音
節
以
降
が
清
濁
の
対
立
を
も
つ
音
節
と
な
る
訓
仮
名
、
た

と
え
ば
「
秋あ
き

」「
酒さ
け

」「
鶴た
づ

」「
鈴す
ず

」
な
ど
は
、「
秋
足
目
八
方
（
飽
き
足
ら
め

や
も
）」（
万
⑥
九
三
一
）、「
振
酒
見
者
（
振
り
さ
け
見
れ
ば
）」（
万
⑬
三
三
〇
九
）、

「
鶴
寸
乎
白
土
（
た
づ
き
を
知
ら
に
）」（
万
①
五
）、「
鈴
寸
釣
（
す
ず
き
釣
る
）」（
万

③
二
五
二
）
の
よ
う
に
、
第
二
音
節
以
降
の
清
音
・
濁
音
を
元
の
訓
仮
名
と

表
す
語
と
で
一
致
さ
せ
て
お
り
、
第
二
音
節
以
降
の
清
濁
は
厳
密
に
区
別
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
つ
ま
り
、
訓
仮
名
で
あ
れ
ば
ど
の
位
置
の
音
節
も
清
濁
を
書
き
分

け
な
い
と
い
う
法
則
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。『
万
葉
集
』

が
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
の
は
、
一
字
一
音
節
の
も
の
も
含
め
た
訓
仮
名
の

第
一
音
節
に
限
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
音
節
が
清
濁
の
両
用
を
許
す

の
は
、
訓
仮
名
が
そ
の
よ
み
の
根
拠
と
す
る
日
本
語
の
和
語
に
お
い
て
、
語

頭
の
音
節
は
他
の
形
態
素
の
後
ろ
に
つ
い
て
連
合
し
た
場
合
、
連
濁
に
よ
っ

て
濁
音
化
す
る
こ
と
が
経
験
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
元
に
第

一
音
節
は
清
音
と
濁
音
に
両
用
で
き
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
西
宮
（
一
九
七
〇
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
音
節
語
が
語
と
し
て
本
来
清
音
の
も
の
が
、
音
声
的
に
〈
連
濁
〉

を
生
じ
て
濁
音
化
す
る
と
い
ふ
こ
と
と
、
今
度
は
訓
仮
名
と
し
て
そ

れ
を
用
ゐ
る
場
合
、
音
声
的
に
〈
連
濁
〉
を
生
じ
さ
せ
て
濁
音
化
す

る
と
い
ふ
こ
と
と
が
同
じ
意
識
と
し
て
は
た
ら
い
た
も
の
と
考
へ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
が
、
清
濁
両
用
の
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
。

（
六
〇
二
頁
）

連
濁
に
よ
る
濁
音
化
の
知
識
が
訓
仮
名
の
清
濁
両
用
を
支
え
て
い
る
と
は
い

え
、
濁
音
節
に
使
用
さ
れ
る
訓
仮
名
が
そ
の
つ
ど
連
濁
を
起
こ
し
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
訓
仮
名
「
木
」
な
ら
ば
キ
乙
類
と
ギ
乙
類

に
、「
田
」
な
ら
ば
タ
と
ダ
に
両
方
読
み
う
る
文
字
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
し
か
る
べ
き
箇
所
に
仮
名
と
し
て
使
用

さ
れ
た
結
果
、
訓
仮
名
の
第
一
音
節
は
清
濁
を
書
き
分
け
て
い
な
い
よ
う
に

見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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四
　『
新
撰
万
葉
集
』
と
清
濁

　

前
節
で
は
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
訓
仮
名
と
清
濁
の
関
係
を
見
た
が
、
そ

れ
で
は
、
平
安
時
代
に
成
立
し
た
資
料
の
訓
仮
名
に
お
い
て
、
清
濁
と
の
関

係
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
新
撰
万
葉
集
』
は
、
西
暦
九

一
三
年
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
集
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
表
記
に

は
『
万
葉
集
』
の
訓
字
主
体
表
記
と
似
た
漢
字
万
葉
仮
名
交
じ
り
の
表
記
体

が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
訓
仮
名
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
新
撰
万
葉

集
』
に
つ
い
て
平
安
時
代
の
清
濁
と
表
記
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
第
一
に
、『
新
撰
万
葉
集
』
に
は
、
一
字
一
音
節
の
訓
仮
名
は
も
ち

ろ
ん
、
音
仮
名
に
つ
い
て
も
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
た
と
え
ば
訓
仮
名
「
手
」
が
「
流
手
堰
者
（
流

れ
て
堰
け
ば
）」（
下
三
七
〇
）、「
何
手
加
（
如
何
で
か
）」（
下
四
二
六
）
の
よ
う

に
清
音
テ
と
濁
音
デ
に
両
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
音
仮
名
「
都
」
が
「
見
都

例
者
（
見
つ
れ
ば
）」（
上
一
〇
五
）、「
音
都
禮
裳
（
訪お

と
づれ

も
）」（
上
一
八
三
）
の

よ
う
に
清
音
ツ
と
濁
音
ヅ
に
両
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
全
体

に
わ
た
っ
て
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
濁
音

専
用
の
一
音
節
仮
名
は
「
加
津
加
沼
（
潜か

づ

か
ぬ
）」（
上
二
〇
七
）
の
訓
仮
名

「
津
」
一
例
と
、「
知
坐
羽
（
知
ら
ま
せ
ば
）」（
下
二
六
七
）
の
訓
仮
名
「
羽
」

一
例
、「
甘
南
備
（
神
な
び
）」（
上
一
四
一
）
の
音
仮
名
「
備
」
一
例
だ
け
で
あ
っ

た４
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
文
字
が
仮
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
例
自
体

が
一
例
で
あ
る
た
め
、
た
ま
た
ま
そ
れ
が
濁
音
節
で
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
特
に
「
津
」
と
「
羽
」
の
訓
仮
名
が
清
濁
を
書
き
分
け
て
い

た
と
は
考
え
に
く
く
、「
備
」
も
「
神
の
い
る
と
こ
ろ
」
を
意
味
す
る
「
神

な
び
」
が
「
神
南
備
」
や
「
神
奈
備
」
と
い
う
文
字
列
で
固
有
名
詞
表
記
の

よ
う
に
固
定
化
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
純
粋
に
濁
音
専
用
と
み

ら
れ
る
万
葉
仮
名
は
使
わ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

川
端
善
明
（
一
九
七
五
）
は
、『
新
撰
万
葉
集
』
が
万
葉
仮
名
（
川
端
の
用
語

で
は
「
真
仮
名
」）
で
書
か
れ
て
い
な
が
ら
も
実
質
的
に
は
平
仮
名
の
文
字
列

が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
内
田
順
子
（
二
〇
〇
五
）
は
、

川
端
の
言
を
引
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
新
撰
万
葉
集
』
和
歌
の
表
記
は
、
実
質
的
に
は
、
語
や
音
節
の
「
か

な
」
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
形
に
対
し
て
漢
字
を
当
て
て
い
く
や
り
方

で
な
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。川
端
善
明
氏
は
、『
新

撰
万
葉
集
』
の
訓
仮
名
の
特
徴
を
、「
仮
名
に
対
す
る
関
係
か
ら
計
算

さ
れ
た
用
字
」
と
考
え
ら
れ
る
と
論
じ
ら
れ
た
。「
一
声
」
を
「
人ヒ
ト

音コ
ヱ

」
と
、「
悲
し
き
」
を
「
金カ
ナ

敷シ
キ

」
と
表
記
す
る
よ
う
な
、「
意
味
に
対

し
て
そ
の
直
接
的
な
表
記
を
殊
更
に
避
け
た
用
字
」、「
告ツ
ゲ
・
ツ
・
ラ
ム

貫
牟
」、「
不ア

相ヒ
ミ

見ヌ

程ホ
ド

丹ニ

成ナ
リ

沼ヌ

鞆
ト
・（
オ
）モ

倍ヘ

者バ

」
の
よ
う
に
、「
意
味
の
分
節
と
文
字
の
そ

れ
が
齟
齬
す
る
表
記
」
等
の
、
意
味
を
覆
い
隠
す
表
記
は
、「
一
次
的

に
、
文
字
列
が
意
味
に
対
し
て
等
質
で
あ
る
よ
う
な
文
字
が
あ
り
、
そ

の
文
字
に
対
す
る
二
次
的
な
表
記
」
で
あ
り
、
一
次
的
な
表
記
と
は

「
草
に
せ
よ
平
仮
名
に
せ
よ
要
す
る
に
仮
名
0

0

」
で
あ
る
、
と
。「
か
な
」

が
そ
の
底
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
清
濁
を
区
別
し
な
い
と
い
う
一
事
に
明

ら
か
で
あ
る
。（
三
七
五
〜
三
七
六
頁
）

内
田
は
、『
新
撰
万
葉
集
』
に
清
濁
の
書
き
分
け
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
、

そ
れ
が
平
仮
名
・
片
仮
名
（
以
下
「
か
な
」
と
総
称
す
る
）
を
根
底
に
も
っ
た

表
記
で
あ
っ
た
こ
と
に
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。
当
時
「
か
な
」
が
す
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で
に
成
立
し
古
今
集
の
よ
う
な
勅
撰
和
歌
集
の
表
記
に
も
採
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
や
、「
か
な
」
が
そ
の
成
立
当
初
か
ら
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
シ
ス
テ

ム
を
も
つ
こ
と
を
考
え
る
と
、
納
得
で
き
る
説
明
で
あ
る
。

　

で
は
、
多
音
節
訓
仮
名
の
第
二
音
節
以
降
は
と
言
う
と
、
実
は
『
万
葉
集
』

と
同
様
、
清
濁
が
よ
く
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。【
表
１

】
は
、『
新
撰
万
葉

集
』
中
の
多
音
節
訓
仮
名
の
う
ち
、
第
二
音
節
以
降
に
清
濁
の
対
立
を
も
つ

カ
・
サ
・
タ
・
ハ
行
音
を
も
つ
も
の
を
、
本
文
中
の
ど
の
よ
う
な
よ
み
に
当

て
て
い
る
か
、
用
例
数
と
併
せ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

表
を
見
る
と
、
第
一
音
節
は
濁
音
節
に
当
て
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ

る
が
、
第
二
音
節
以
降
は
訓
仮
名
の
元
の
訓
と
照
ら
し
て
、
清
濁
が
ほ
と
ん

ど
合
致
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
ナ
ヘ
」
と
「
ナ
ベ
」
に
注
目
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

夜よ

緒を

寒さ
む

美み

衣こ
ろ
も

借か
り

金が
ね

鳴な
く

苗な
へ

丹に

芽は
ぎ

之の

下し
た

葉は

裳も

移う
つ

徒ろ
ひ

丹に

藝け

里り

（
上
一
五
三
）

推お
し

鍋な
べ

手て

夏
榭
之の

野の

辺べ

緒を

見み

亘わ
た

世せ

者ば

草く
さ

葉ば

毛も

水み
づ

毛も

緑み
ど
り

成な
り

藝け

里り

（
下
三
一
一
）

 

＊
「
夏
榭
」
は
訓
「
な
つ
き
」
か

「
鳴
く
な
へ
に
」
を
あ
ら
わ
す
「
ナ
ヘ
」
に
は
第
二
音
節
が
清
音
で
あ
る
訓

仮
名
「
苗
」
が
使
わ
れ
、「
お
し
な
べ
て
」
を
あ
ら
わ
す
「
ナ
ベ
」
に
は
第

二
音
節
が
濁
音
で
あ
る
訓
仮
名
「
鍋
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
鳴な
く

鍋な
へ

丹に

」
や

「
推お
し

苗な
べ

手て

」
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
唯
一
、「
イ
ヅ
」
を
あ
ら
わ
す
「
五

十
人
」
だ
け
が
、
清
音
「
イ
ツ
」
の
よ
み
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
と
こ
ろ
を
濁
音
「
イ
ヅ
」
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
外
と
な
る
一
例

は
次
の
も
の
で
あ
る
。

吾わ
が

屋や

門ど

者は

雪ゆ
き

降ふ
り

牢こ
め

手て

道み
ち

裳も

無な
し

五い十
人づ

童こ

葬は
か

處と

砥か

人ひ
と
の

将と
ひ

来こ
む

（
下
四
〇
四
）

こ
の
歌
の
訓
は
底
本
と
し
た
『
新
撰
万
葉
集
総
索
引
』
に
所
載
の
寛
文
七
年

版
本
の
傍
訓
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
下
の
句
は
文
字
通
り

に
よ
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
い
づ
こ
墓
と
か
人
の
問
ひ
来
む
」
で
は
語

句
が
整
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
果
た
し
て
本
当
に
「
五
十
人
」
で
「
イ

ヅ
」
と
よ
む
べ
き
な
の
か
、
本
文
や
よ
み
に
疑
問
が
残
る
例
で
あ
る
。

表１　『新選万葉集』の多音節訓仮名

よみ 訓仮名 用例数
アシ 足 ２

イツ 五十人 １

イヅ 五十人 １

オシ 推 １

オト 音 １

カタ
片 １

方 ２

カネ 兼 １

カハ 革 ４

カヒ
貝 １

價 １

カフ 買 １

グサ 草 １

クツ 沓 ２

サヘ 障 ３

シキ 敷 17
シク 敷 １

ヅク 三里 １

ヅチ 槌 １

ツツ 筒 11
ナヘ 苗 １

ナベ 鍋 １

ニシ 西 ４

ニハ 庭 ７

ハカ
葬 １

葬處 ２

バカリ 量 ７

ハタ 幡 ２

ハヘ 蝿 ２

ヒキ 弾 １

ビキ 曳 １

ビク 曳 ２

ヒト 人 １

マシ 申 ８

マセ 坐 １

マデ 左右 ５

ミダレ 乱 １

ムベ 郁子 ３

ヨソ 四十人 １
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こ
の
よ
う
に
、『
新
撰
万
葉
集
』
の
多
音
節
訓
仮
名
が
一
例
の
例
外
を
残

し
て
す
べ
て
第
二
音
節
以
降
で
清
濁
を
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
清
濁
書
き
分
け
の
さ
れ
な
い
万
葉
仮
名
資
料
は
、
当
時

の
清
濁
の
違
い
が
聞
き
取
れ
な
い
「
耳
」
を
も
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
説
は
、
こ
こ
で
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
音

仮
名
や
訓
仮
名
の
第
一
音
節
の
清
濁
は
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
が
、
第
二
音
節

以
降
の
清
濁
は
聞
き
取
れ
る
「
耳
」
が
あ
る
と
い
う
、
特
殊
な
状
況
を
想
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
先
ほ
ど
川
端
と
内
田
の
説
を
引

い
た
よ
う
に
、『
新
撰
万
葉
集
』
は
、「
か
な
」
の
存
在
を
根
底
に
も
っ
て
表

記
が
実
現
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
仮
名
文
に
多
音
節
訓
仮
名
由
来
の

「
か
な
」
を
多
く
使
っ
た
例
は
な
い
が
、
も
し
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
や
は
り

『
新
撰
万
葉
集
』
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
第
二
音
節
以
降
は
清
濁
を
書
き
分

け
る
形
で
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
文
字
意
識
が
「
か
な
」

の
側
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、『
新
撰
万
葉
集
』
に
清
濁
を
書
き
分
け
る
形
で
多

音
節
訓
仮
名
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
を
一
字
一
音
節
の
音
仮
名
の
側
か
ら
言
え
ば
、『
新
撰
万
葉

集
』
の
音
仮
名
は
清
濁
に
関
し
て
、
訓
仮
名
と
同
じ
表
記
シ
ス
テ
ム
を
獲
得

し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
か
な
」
の
成
立

期
に
あ
た
っ
て
、
音
仮
名
が
中
国
語
の
音
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
捨
て
去

り
、
日
本
語
の
音
節
│
た
と
え
ば
、/ka/

な
ら/ka/

│
を
あ
ら
わ
す
文
字

だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
訓
仮
名
と
同
じ
よ
う
に
第
一
音
節

は
当
然
清
濁
に
両
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
う
る
存
在
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
実
は
西
宮
（
一
九
七
〇
）
に
も
、
そ
れ
に
近
い
考
え
が
示
さ

れ
て
い
る
。

一
音
節
語
の
訓
仮
名
は
清
濁
両
用
0

0

で
あ
つ
て
決
し
て
混
用
0

0

で
は
な
い
。

こ
れ
は
い
は
ゆ
る
〈
連
濁
の
現
象
〉
を
以
て
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
字
音
仮
名
の
う
ち
の
一
字
一
音
の
仮
名
が
清
濁
両
用
0

0

の
傾
向

が
強
く
な
り
、
平
安
期
以
降
片
仮
名
平
仮
名
と
し
て
完
全
に
両
用

0

0

0

0

0

さ
れ

る
や
う
に
な
る
の
も
、
こ
の
一
音
節
語
の
訓
仮
名
の
清
濁
両
用
の
影
響

に
よ
る
こ
と
が
多
い
と
考
へ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。（
六
〇
七
頁
）

西
宮
は
、
一
字
一
音
節
の
音
仮
名
が
清
濁
両
用
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一

音
節
訓
仮
名
の
影
響
が
あ
る
と
の
み
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
音
仮
名
が

訓
仮
名
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
語
の
一
音
節
を
あ
ら
わ
す

文
字
と
し
て
確
立
し
た
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
上
代
の
文
献

　

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
記
紀
万
葉
の
万
葉
仮
名
が
清
濁
を
よ
く
書
き
分

け
る
一
方
で
、
同
時
代
や
そ
れ
以
前
で
あ
っ
て
も
正
倉
院
万
葉
仮
名
文
書
や

木
簡
に
は
清
濁
の
書
き
分
け
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
清
濁
の

書
き
分
け
が
見
ら
れ
な
い
の
と
同
時
に
、
音
仮
名
と
訓
仮
名
が
混
用
さ
れ
て

い
る５
。

【
正
倉
院
万
葉
仮
名
文
書
・
甲
（
一
部
）】

伊い

比ひ

禰ね

与よ

久く

加か

蘇ぞ

阝へ

天て

多た

末ま

不ふ

阝べ

之し

（
七
六
二
年
以
前　

阝
＝
部
）

【
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡
】

奈な

尓に

波は

づ

尓に

作さ

久く

矢や

己こ

乃の

波は

奈な

（
七
世
紀
後
半　

木
簡
番
号
六
九
）

【
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
木
簡
】

□
止と

求く

止と

佐さ

田だ

目め

手て

和わ

□
／
羅ら

久く

於お

母も

閉へ

皮ば

（
七
世
紀
後
半　

木
簡
番

号
七
三
〇
）
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＊
ゴ
シ
ッ
ク
体
＝
訓
仮
名

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
万
葉
仮
名
文
書
や
木
簡
に
お
い
て
は
音
仮
名
が
訓
仮

名
と
同
じ
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
清
濁
書
き
分
け
を

し
な
い
万
葉
仮
名
と
し
て
の
条
件
で
は
な
か
っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
、
清
濁
の

書
き
分
け
を
し
な
く
な
れ
ば
結
果
的
に
犬
飼
の
言
う
よ
う
に
簡
易
的
で
能
率

的
な
表
記
シ
ス
テ
ム
と
な
り
得
る
が
、
そ
の
よ
う
に
な
る
き
っ
か
け
は
、
音

仮
名
が
訓
仮
名
と
等
質
に
な
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
の
訓
字
主
体
表
記
は
、
確
か
に
音
仮
名
と
訓
仮
名
が
一
つ
の
歌

表
記
の
中
に
同
時
に
現
れ
て
は
い
た
が
、
実
際
に
は
音
訓
の
区
別
が
は
っ
き

り
と
意
識
さ
れ
、
音
仮
名
間
に
訓
仮
名
が
孤
立
し
た
り
、
訓
仮
名
間
に
音
仮

名
が
孤
立
し
た
り
す
る
混
用
が
避
け
ら
れ
て
い
た６
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
の

仮
名
主
体
表
記
が
ほ
ぼ
音
仮
名
の
み
で
形
成
さ
れ
て
い
て
、
訓
仮
名
は
排
除

さ
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、『
万
葉
集
』
が
音
訓
の
仮
名
を
区
別
す
る
資

料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

つ
ま
り
、
訓
仮
名
と
等
質
に
混
用
さ
れ
な
い
の
に
清
濁
の
区
別
が
な
さ
れ

な
い
音
仮
名
は
基
本
的
に
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。『
万
葉
集
』
の
仮
名
主

体
表
記
巻
に
当
た
る
巻
十
四
の
東
歌
と
巻
十
九
の
防
人
歌
は
、
清
濁
の
書
き

分
け
が
他
の
巻
に
比
べ
て
ゆ
る
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ゆ
る
い
と
は

い
え
大
部
分
の
清
濁
は
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
場
合
は

む
し
ろ
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
方
言
音
側
の
問
題
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
野
晋
（
一
九
四
五
）
に
よ
っ
て
後
世
の
補
修
が
施
さ
れ

た
と
さ
れ
る
巻
十
八
の
問
題
と
な
る
歌
群
に
は
、
清
濁
の
違
例
と
と
も
に
訓

仮
名
が
多
い
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

清
濁
の
書
き
分
け
が
無
く
な
る
様
子
と
、
音
仮
名
と
訓
仮
名
の
混
用
が
進

む
様
子
と
が
関
連
し
て
観
察
さ
れ
る
文
献
に
、宣
命
体
の
資
料
が
あ
る
。『
続

日
本
紀
』
か
ら
『
日
本
三
代
実
録
』
ま
で
の
五
国
史
に
収
載
さ
れ
て
い
る
宣

命
の
仮
名
に
つ
い
て
、
清
濁
の
書
き
分
け
の
厳
密
さ
を
記
号
で
示
す
と
お
お

ま
か
に
は
次
の
よ
う
に
な
る７
。「
違
例
率
」
と
は
、
ガ
・
ザ
・
ダ
・
バ
行
の

濁
音
節
に
清
音
仮
名
が
当
て
ら
れ
て
い
る
割
合
で
あ
る８
。

①　

続
紀
宣
命
の
大
字
（
淳
仁
称
徳
期
以
外
）　

違
例
率
０

〜
５

％

　
　
　
　

＜

②　

 

続
紀
宣
命
の
大
字
（
淳
仁
称
徳
期
）
＝
続
紀
宣
命
の
小
字

　
　

違
例
率
30
〜
50
％

　
　
　
　

＜

③　

四
国
史
宣
命９　

違
例
率
95
〜
100
％

こ
の
順
で
後
に
行
く
ほ
ど
清
濁
の
書
き
分
け
が
ゆ
る
く
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
資
料
が
含
む
万
葉
仮
名
総
数
と
訓
仮
名
総
数
、
万
葉
仮
名
総
数
に
対
す
る

訓
仮
名
総
数
の
割
合
、
訓
仮
名
例
は
【
表
２

】
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
と
お
り
、
①
〜
③
へ
と
清
濁
の
書
き
分
け
を
し
な
く
な
っ
て
ゆ
く
に
し

総
万
葉
仮
名
数

総
訓
仮
名
数

総
訓
仮
名
数
の

割
合

訓
仮
名
例

（
振
り
仮
名
は
よ
み
の
例
）

①

４

３

３

１

０

・
２

３

％

津ツ

②

６

２

５

９

（
う
ち
大
字
３

６

５

）

２

６

（
う
ち
大
字
４

）

０

・
４

１

％

子コ
甲　

津ツ　

根ネ　

部ヘ
甲

③

１

０

７

０

９

１

３

６

１

・
２

６

％

穴ア
ナ　

津ツ　

者ハ　

戸ヘ

部ヘ　

阝ヘ　

左マ
デ右

三ミ　

ミミ　

見ミ　

女メ

表２　五国史宣命の資料別
　　仮名用例数
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た
が
っ
て
、
訓
仮
名
の
割
合
が
増
え
て
ゆ
き
、
訓
仮
名
と
音
仮
名
が
混
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
るＡ
。
や
は
り
、
清
濁
書
き
分
け
の
ゆ
る
み
と
音
仮
名

が
訓
仮
名
と
等
質
化
す
る
こ
と
と
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

六
　
清
音
の
仮
名
の
濁
音
節
へ
の
流
用

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
象
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
清
音
の
仮
名
が
濁
音
節
に
流
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
濁
音
の

仮
名
が
清
音
節
に
流
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
単
に
音
仮
名
に
お
い
て
清
濁
の
区
別
が
な
く
な
る
と
い
う
だ
け
で
あ
れ

ば
、
元
々
濁
音
仮
名
で
あ
っ
た
も
の
が
清
濁
両
方
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

て
い
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
現
象
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
起

こ
ら
ず
、
多
く
清
音
節
に
当
て
ら
れ
て
い
る
仮
名
が
濁
音
節
に
も
当
て
ら
れ

る
形
で
清
濁
両
用
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
の
音
仮
名
に
も
一
部
で
は
あ
る
が
、
清
濁
を
書
き
分
け
な
い

万
葉
仮
名
が
見
ら
れ
る
。
多
く
は
た
と
え
ば
「
賀
」
や
「
伎
」
な
ど
、
こ
れ

ま
で
い
わ
ゆ
る
清
濁
両
用
仮
名
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

中
国
語
音
で
の
全
濁
音
字
で
あ
る
た
め
呉
音
で
は
ガ
や
ギ
と
い
っ
た
濁
音
の

漢
字
音
を
も
つ
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
清
音
化
し
た
漢
音
も
こ
の
時
代
に
日

本
へ
伝
わ
っ
て
お
り
、
清
音
カ
や
キ
も
こ
の
字
の
漢
字
音
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
想
定
し
う
る
。
ま
た
実
際
に
『
万
葉
集
』
中
に
も
清
音
で
の

使
用
が
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
多
い
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
清
濁
両
用
仮
名
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

い
ま
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
中
国
語
の
字
音
側
の
問
題
が
無
い

に
も
関
わ
ら
ず
、
清
音
の
仮
名
が
濁
音
節
へ
も
流
用
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、

濁
音
の
仮
名
が
清
音
節
へ
も
流
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
『
万
葉
集
』
中
の
万
葉
仮
名
を
挙
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
清
音
の
仮
名
が
濁
音
節
へ
も
流
用
さ
れ
て
い
る
も
の
】

加カ

可カ

枳キ
甲

支キ
甲

企キ
甲

氣ケ
乙

故コ
甲

己コ
乙

佐サ

須ス

蘇ソ
甲

曽ソ
乙

多タ

他タ

知チ

都ツ

弖テ

テ

氐テ

天テ

等ト
乙

登ト
乙

止ト
乙

波ハ

八ハ

比ヒ
甲

不フ

保ホ

【
濁
音
の
仮
名
が
清
音
節
へ
も
流
用
さ
れ
て
い
る
も
の
】

（
祁ゲ
甲

）
太ダ

（
敝ベ
甲

）（
弊ベ
甲

）

右
に
濁
音
の
仮
名
が
清
音
節
へ
も
流
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
挙
げ
た
も

の
の
う
ち
、
括
弧
に
入
れ
て
示
し
た
「
祁
」「
敝
」「
弊
」
の
三
字
は
、
む
し

ろ
濁
音
節
よ
り
も
清
音
節
ケ
甲
類
や
ヘ
甲
類
に
使
用
す
る
例
の
方
が
多
く
、

『
万
葉
集
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
清
音
節
を
あ
ら
わ
す
仮
名
と
し
て
認
識
さ
れ
使

用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、「
流
用
」
の
例
と
し
て
は
除
外
す
べ
き
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
な
お
、『
古
事
記
』
で
も
「
祁
」
と
「
弊
」
は
清
音
節
専
用

の
万
葉
仮
名
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
るＢ
。
ま
た
、「
太
」
に
つ
い
て
本
稿
が

底
本
と
し
た
塙
書
房
本
に
お
い
て
、
清
音
タ
に
当
て
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ

る
例
は
次
の
六
例
で
あ
る
。

「
久
佐
太
袁
利
（
草
手
折
り
）」（
万
⑤
八
八
六
）、「
比
太
照
尓
（
ひ
た
照
り

に
）」（
万
⑱
四
一
一
一
）、「
末
支
太
末
不
（
任
き
た
ま
ふ
）」（
万
⑱
四
一
一

三
）、「
牟
可
比
太
知
（
向
か
ひ
立
ち
）」（
万
⑱
四
一
二
五
）、「
伊
牟
可
比

太
知
弖
（
い
向
か
ひ
立
ち
て
）」（
万
⑱
四
一
二
七
）、「
伊
乎
佐
太
波
佐
美
（
い

を
さ
手
挟
み
）」（
万
⑳
四
四
三
〇
）

こ
の
う
ち
、
四
一
一
一
・
四
一
一
三
番
歌
は
大
野
晋
（
一
九
四
五
）
に
よ
る

後
世
補
修
歌
群
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
八
八
六
・
四
一
二
五
・
四
一
二
七
番

歌
は
「
く
さ
だ
を
り
」「
む
か
ひ
だ
ち
」「
い
む
か
ひ
だ
ち
て
」
の
よ
う
に
連
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濁
形
を
想
定
し
て
濁
音
と
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
四
四
三
〇
番
歌
は

「
い
を
さ
」
が
未
詳
の
語
で
あ
り
、
語
釈
に
一
考
の
余
地
が
残
る
が
、
と
り

あ
え
ず
清
音
節
に
濁
音
の
仮
名
を
当
て
た
も
の
と
し
て
保
留
し
て
お
く
こ
と

に
す
る
。
な
お
、『
古
事
記
』
の
仮
名
の
清
濁
書
き
分
け
に
つ
い
て
論
じ
た

春
日
和
男
（
一
九
四
一
）
は
、「
太
」
に
つ
い
て
全
濁
音
字
「
大
」
と
の
混
用

に
お
い
て
清
濁
両
用
と
な
っ
た
か
と
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
を
見
る
と
、『
万
葉
集
』
で
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
例
の
う
ち
、「
太
」

の
一
例
を
除
く
す
べ
て
が
、
清
音
の
仮
名
が
濁
音
節
へ
と
流
用
さ
れ
て
い
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
濁
音
節
よ
り
も
清
音
節
の
方
が
仮
名
で
書

か
れ
る
絶
対
数
が
多
く
な
る
た
め
、
そ
の
こ
と
は
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、「
我ガ

」
や
「
具グ

」「
杼ド
乙

」
の
よ
う
に
か
な
り
の
用
例
数
が
見
受
け

ら
れ
る
も
の
で
さ
え
、
清
音
節
に
流
用
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、

濁
音
の
仮
名
は
元
々
濁
っ
て
い
る
た
め
清
音
の
形
を
想
定
し
て
清
音
節
へ
流

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
清
音
の
仮
名
は
訓
仮
名
と
等
質
に
な
っ

た
場
合
、
訓
仮
名
が
連
濁
形
を
想
定
し
て
濁
音
節
へ
も
両
用
で
き
る
の
と
同

じ
よ
う
に
、
濁
音
の
形
を
想
定
し
て
濁
音
節
へ
流
用
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
万
葉
集
』
の
音
仮
名
の
中
に
も
、
ご

く
一
部
で
は
あ
ろ
う
が
と
も
す
れ
ば
訓
仮
名
と
の
質
の
違
い
が
忘
れ
ら
れ
そ

う
に
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
清
音
の
仮
名
が
濁
音
節
へ
も
流
用
さ
れ
て

い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
右
に
挙
げ
た
そ
れ
ら
に
当
た
る
二
八
種
の
万

葉
仮
名
は
、
多
く
が
そ
れ
ぞ
れ
の
清
音
節
に
使
わ
れ
る
仮
名
と
し
て
使
用
頻

度
の
高
い
も
の
で
あ
っ
てＣ
、
く
り
返
し
広
く
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

音
仮
名
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
日
本
語
の
音
節
を
あ
ら
わ
す
文
字
で
あ
る
と

い
う
意
識
が
生
じ
や
す
く
、
訓
仮
名
と
等
質
に
な
り
や
す
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
音
仮
名
で
あ
る
か
訓
仮
名
で
あ
る
か
の
意
識
の
境
界
が
曖
昧
な
仮

名
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
香
」
や
「
邊Ｄ
」
に
は
、
仮
名
と
し
て

清
音
カ
・
ヘ
甲
類
の
用
例
が
多
い
が
、
濁
音
ガ
・
ベ
甲
類
に
当
て
た
例
も
次

の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

能の

登と
の

海う
み

尓に

釣つ
り

為す
る

海あ

部ま

之の

射い

去ざ
り

火ひ

之の

光ひ
か
り

尓に

伊い

徃ま
せ

月つ
き

待ま
ち

香が

光て
り（

万
⑫
三
一
六
九
）

草く
さ

枕ま
く
ら

多た

妣び

伊い

尓に

之し

伎き

美み

我が

可か

敝へ

里り

許こ

牟む

月つ
き

日ひ

乎を

之し

良ら

牟む

須す

邊べ

能の

思し

良ら

難な

久く

（
万
⑰
三
九
三
七
）

　

さ
ら
に
、
平
安
時
代
前
期
の
平
仮
名
字
母
も
、
ほ
と
ん
ど
が
上
代
に
お
い

て
清
音
の
仮
名
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
十
世
紀
中
頃
ま
で
の
一
次
資
料Ｅ
に

見
ら
れ
る
仮
名
字
体
を
矢
田
勉
（
二
〇
一
二
、
一
九
九
八
）
に
よ
っ
て
確
認
す

る
と
、
清
濁
の
対
立
を
持
つ
音
節
に
使
用
さ
れ
た
仮
名
字
母
は
【
表
３

】
の

と
お
り
で
あ
っ
た
。

母
体
と
な
る
資
料
の
仮
名
総
数
が
多
く
な
い
た
め
埋
ま
ら
な
い
欄
も
あ
る

が
、
こ
の
う
ち
上
代
資
料
に
お
け
る
濁
音
の
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

は
「
太
」
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
訓
仮
名
由
来
の
字
母
を
も
つ
仮
名
も
見
ら

れ
、
表
に
あ
る
「
部ヘ

」
の
ほ
か
「
見ミ

」「
女メ

」「
江江

」
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

カ

加
可

キ

支
幾

ク

久

ケ

計
介

コ

許
己

サ

散
左

シ

之

ス

須
数
春

セ

世

ソ

所
曽

タ

多
太
大

チ

ツ

徒
川

テ

弖
天

ト

止
度

ハ

波

ヒ

比

フ

不
布

ヘ

部

ホ

表３　平安時代前期の
　　平仮名字母例
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七
　
音
仮
名
の
訓
仮
名
化

　

以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
表
記
シ
ス
テ
ム
と
、
音

仮
名
と
訓
仮
名
を
区
別
し
な
い
表
記
シ
ス
テ
ム
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
訓

仮
名
の
第
一
音
節
が
清
濁
に
両
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
音
仮
名
と
訓
仮
名
が

等
質
に
な
っ
た
末
の
音
仮
名
も
同
様
に
清
濁
両
用
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
万
葉
仮
名
か
ら
「
か
な
」
へ
の
流
れ
の

中
に
は
、
音
仮
名
の
訓
仮
名
化
と
言
え
る
よ
う
な
現
象
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

第
一
節
で
触
れ
た
と
お
り
、
続
紀
宣
命
は
大
字
と
小
字
と
で
清
濁
の
書
き

分
け
の
度
合
い
が
異
な
る
。
清
濁
を
厳
密
に
書
き
分
け
る
大
字
と
清
濁
の
書

き
分
け
が
ゆ
る
い
小
字
と
い
っ
た
、
二
種
類
の
表
記
シ
ス
テ
ム
が
一
つ
の
資

料
の
中
に
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
漢
字
音
を
担
う
中
国
語
由
来
の

文
字
と
し
て
の
万
葉
仮
名
か
、
日
本
語
の
音
節
を
あ
ら
わ
す
文
字
と
し
て
の

万
葉
仮
名
か
と
い
う
意
識
の
違
い
が
、
大
字
と
小
字
そ
れ
ぞ
れ
に
表
わ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
字
の
仮
名
は
変
体
漢
文
の
本
行
中
に
主
に
自
立
語

を
本
行
と
同
じ
大
き
さ
で
書
き
表
わ
す
た
め
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
小
字

の
仮
名
は
主
に
送
り
仮
名
や
付
属
語
な
ど
の
日
本
語
的
文
法
要
素
を
本
行
よ

り
も
小
さ
い
字
で
書
き
表
わ
す
た
め
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

表
記
体
│
こ
こ
で
は
大
字
と
小
字
│
ご
と
に
、
ど
ち
ら
の
意
識
で
万
葉
仮
名

を
使
う
か
が
分
か
れ
て
お
り
、
万
葉
仮
名
に
対
す
る
意
識
の
違
い
が
自
然
と

清
濁
の
ゆ
る
み
に
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

現
代
語
に
お
い
て
は
、
一
般
に
漢
字
の
音
と
訓
と
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て

い
な
い
の
が
普
通
で
は
な
い
か
。
上
代
の
万
葉
仮
名
は
現
代
の
漢
字
と
は
違

い
、
音
と
訓
と
を
よ
く
区
別
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
は
記
紀
万
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
の
み
で
あ
っ
て
、
木
簡
等
の
万
葉

仮
名
に
は
音
訓
が
等
質
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
日
本
語
の
音
節

を
あ
ら
わ
す
訓
仮
名
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た

資
料
に
お
い
て
音
訓
を
区
別
せ
ず
清
濁
を
書
き
分
け
て
い
な
い
事
実
が
、
こ

の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ
る
漢
語
と
し
て
の

字
音
語
は
、
ま
だ
そ
の
よ
う
に
訓
と
区
別
無
く
把
握
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
万
葉
仮
名
の
音
仮
名
に
つ
い
て
は
、
字
音
語
か
ら

離
れ
て
先
に
訓
仮
名
と
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
考

え
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
音
仮
名
は
中
国
語
由
来
の
文
字
と

し
て
の
性
格
を
捨
て
て
訓
仮
名
化
し
な
い
と
、
真
に
日
本
語
の
音
節
を
あ
ら

わ
す
文
字
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。

注（
１

）　

早
く
に
本
居
宣
長
が
『
歴
朝
詔
詞
解
』
で
述
べ
、
大
野
透
（
一
九
六
二
）
に

も
指
摘
が
あ
る
。

（
２

）　

本
稿
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
の
本
文
・
訓
・
歌
番
号
は
、『
萬
葉
集　

本
文
篇
』

（
塙
書
房
）
一
九
八
九
年
版
に
よ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、『
万
葉
集
』
の
訓
字

主
体
表
記
巻
お
よ
び
訓
字
主
体
表
記
を
巻
一
〜
四
、
六
〜
十
三
、
十
六
の
十
三

巻
お
よ
び
そ
の
表
記
と
定
義
し
、
仮
名
主
体
表
記
巻
お
よ
び
仮
名
主
体
表
記
を

巻
五
、
十
四
〜
十
五
、
十
七
〜
二
〇
の
七
巻
お
よ
び
そ
の
表
記
と
定
義
す
る
。

（
３

）　
『
日
本
語
の
歴
史
』
で
は
、
連
濁
に
よ
ら
な
い
濁
音
を
「
本
来
の
濁
音
」
と

す
る
こ
と
で
、
連
濁
に
よ
る
濁
音
は
後
発
の
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
肥
爪
周

二
（
二
〇
一
九
）
に
よ
る
と
、
連
濁
に
よ
る
濁
音
は
む
し
ろ
本
来
の
も
の
で
あ

り
、
連
濁
に
よ
ら
な
い
濁
音
が
後
発
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
肥
爪

も
「
清
濁
の
対
立
の
音
韻
化
は
、
上
代
日
本
語
は
も
ち
ろ
ん
、
日
琉
祖
語
の
段

階
で
、
す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。」（
五
〇
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
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（
４

）　

本
稿
に
お
け
る
『
新
撰
万
葉
集
』
の
本
文
・
訓
・
歌
番
号
は
、『
新
撰
万
葉

集
総
索
引
』
増
田
繁
夫
監
修
・
杜
鳳
剛
編
（
和
泉
書
院
）
一
九
九
五
年
刊
に
よ

る
。
な
お
、
下
巻
末
尾
の
女
郎
花
歌
二
十
五
首
は
、
後
の
補
入
が
疑
わ
れ
る
た

め
対
象
か
ら
外
し
た
。

（
５

）　

こ
の
こ
と
を
早
く
に
指
摘
し
て
い
る
も
の
に
春
日
政
治
（
一
九
八
二
、
一
九

三
三
）
が
あ
り
、
犬
飼
隆
（
二
〇
一
一
）
に
木
簡
の
具
体
例
が
詳
し
い
。

（
６

）　

稲
岡
耕
二
（
一
九
七
六
、
一
九
六
五
）、
澤
崎
文
（
二
〇
一
四
）
な
ど
。

（
７

）　

澤
崎
文
（
二
〇
一
五
）（
二
〇
一
九
）
で
の
調
査
に
よ
る
。
本
稿
で
は
紙
幅

の
関
係
で
上
記
論
文
の
調
査
内
容
を
繰
り
返
さ
な
い
。
な
お
、
調
査
に
あ
た
り

五
国
史
宣
命
の
底
本
は
次
の
も
の
を
使
用
し
た
。

 

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』
北
川
和
秀
（
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
二
）

 

『
新
訂
増
補
國
史
大
系　

日
本
後
紀
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
二
）

 

『
新
訂
増
補
國
史
大
系　

續
日
本
後
紀
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
一
）

 

『
新
訂
増
補
國
史
大
系　

日
本
文
德
天
皇
實
録
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
一
）

 

『
新
訂
増
補
國
史
大
系　

日
本
三
代
實
録
』
前
篇
・
後
篇
（
吉
川
弘
文
館　

一

九
八
一
）

（
８

）　

清
音
節
に
濁
音
仮
名
が
当
て
ら
れ
る
割
合
は
、
①
〜
③
す
べ
て
の
資
料
を
通

し
て
５

％
未
満
で
あ
る
。

（
９

）　

五
国
史
宣
命
か
ら
『
続
日
本
紀
』
宣
命
を
除
い
た
も
の
を
、「
四
国
史
宣
命
」

と
呼
ぶ
。

（
10
）　

こ
こ
で
は
、
混
用
と
い
っ
て
も
訓
仮
名
の
割
合
が
１

・
２

６

％
で
あ
り
、
決

し
て
高
い
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
参
考
ま
で
に
青
谿
書
屋
本
『
土
左
日
記
』

本
文
の
初
め
五
丁
と
終
わ
り
五
丁
を
そ
れ
ぞ
れ
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
訓
仮
名
由

来
の
字
母
が
占
め
る
割
合
は
初
め
２

・
０

０

％
、
終
わ
り
２

・
７

０

％
、
平
均

２

・
３

２

％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
平
安
時
代
前
期
の
平
仮
名
に
お
け
る
訓
仮
名

混
用
率
の
目
安
と
み
る
と
、
平
仮
名
で
す
ら
訓
仮
名
由
来
の
字
母
の
比
率
は
高

く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
た
め
、
③
の
１

・
２

６

は
低
す
ぎ
る
数
値
と
は
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

 

　

な
お
、『
土
左
日
記
』
の
調
査
に
は
萩
谷
朴
編
『
影
印
本
土
左
日
記
（
新
訂

版
）』
二
〇
一
七
年
二
五
刷
（
新
典
社
）
を
使
用
し
た
。

（
11
）　
「
敝
」
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
清
音
節
に
も
濁
音
節
に
も
用
例
が
な
い
。

（
12
）　

キ
乙
類
の
「
枳
」、
タ
の
「
他
」、
テ
の
「

」、
フ
の
「
不
」
は
比
較
的
用

例
が
少
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
上
代
文
献
の
万
葉
仮
名
と
し
て
か
な

り
広
く
一
般
的
に
見
ら
れ
る
。

（
13
）　

李
敬
美
（
二
〇
一
四
）（
二
〇
一
五
）
に
よ
る
。

（
14
）　

資
料
は
「
有
年
申
文
」（
八
五
九
〜
八
七
七
年
頃
）、「
円
珍
病
中
言
上
状
」（
八

八
九
〜
八
九
八
年
頃
）、「
多
賀
城
跡
出
土
漆
紙
仮
名
文
書
」（
九
世
紀
中
頃
）、

「
因
幡
国
司
解
案
紙
背
消
息
」（
九
〇
一
〜
九
二
三
年
頃
）、「
奝
然
誕
生
記
」（
九

三
八
年
）、「
醍
醐
寺
五
重
塔
平
仮
名
落
書
」（
九
五
一
年
頃
）
で
あ
る
。

【
引
用
文
献
】
本
文
引
用
の
際
は
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。

李　

敬
美
（
二
〇
一
四
）「
万
葉
歌
の
「
邊
」
の
用
法
に
つ
い
て
」『
百
舌
鳥
国
文
』

二
五
号

│
│
│
│
（
二
〇
一
五
）「
仮
名
「
香
」
か
ら
見
る
字
音
語
「
か
（
香
）」
の
可
能
性

│
│
万
葉
歌
中
の
「
香
」
の
用
法
を
中
心
に
」『
美
夫
君
志
』
九
一
号

稲
岡
耕
二
（
一
九
七
六
）「
万
葉
集
の
交
用
表
記
・
準
交
用
表
記
」『
萬
葉
表
記
論
』

（
塙
書
房
）　
「
万
葉
集
の
交
用
表
記
・
準
交
用
表
記
に
つ
い
て
」『
武
庫
川
女
子

大
学
紀
要
』
一
二
集
、
一
九
六
五
年
初
出

犬
飼　

隆
（
二
〇
〇
五
）「
万
葉
仮
名
に
内
含
さ
れ
て
い
た
片
仮
名
・
平
仮
名
へ
の

連
続
面
」『
上
代
文
字
言
語
の
研
究　

増
補
版
』（
笠
間
書
院
）　
「
万
葉
〝
仮
名
〞

か
ら
仮
名
へ
」『
国
語
学
』
九
三
号
、
一
九
七
三
年
初
出

│
│
│
│
（
二
〇
一
一
）『
木
簡
に
よ
る
日
本
語
書
記
史　

２

０

１

１

増
訂
版
』（
笠

間
書
院
）

内
田
順
子
（
二
〇
〇
五
）「『
新
撰
万
葉
集
』
和
歌
の
表
記
に
つ
い
て
」『
新
撰
万
葉

集
注
釈
』
巻
上
（
一
）（
和
泉
書
院
）

大
野　

晋
（
一
九
四
五
）「
萬
葉
集
巻
第
十
八
の
本
文
に
就
い
て
」『
国
語
と
国
文
学
』

二
二
巻
三
号

大
野　

透
（
一
九
六
二
）『
萬
葉
假
名
の
研
究
』（
明
治
書
院
）

春
日
和
男
（
一
九
四
一
）「
古
事
記
に
於
け
る
清
濁
書
分
に
つ
い
て
」『
国
語
国
文
』

一
一
巻
四
号
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春
日
政
治
（
一
九
八
二
）「
仮
名
発
達
史
序
説
」『
春
日
政
治
著
作
集　

第
一
冊
』（
勉

誠
社
）　
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
』
第
二
〇
回
配
本
（
岩
波
書
店
）、
一
九
三
三

年
初
出

亀
井　

孝
（
一
九
八
五
）「
か
な
は
な
ぜ
濁
音
専
用
の
字
体
を
も
た
な
か
っ
た
か

│
│
を
め
ぐ
っ
て
か
た
る
」『
亀
井
孝
論
文
集
５　

言
語
文
化
く
さ
ぐ
さ
』（
吉

川
弘
文
館
）　
『
人
文
科
学
研
究
』
一
二
号
、
一
九
七
〇
年
初
出

亀
井　

孝
・
大
藤
時
彦
・
山
田
俊
雄
編
（
二
〇
〇
七
）『
日
本
語
の
歴
史
２　

文
字

と
の
め
ぐ
り
あ
い
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）　

同
名
書
（
平
凡
社
）、
一
九

六
三
年
初
出

川
端
善
明
（
一
九
七
五
）「
万
葉
仮
名
の
成
立
と
展
相
」『
日
本
古
代
文
化
の
探
求　

文
字
』（
社
会
思
想
社
）

澤
崎　

文
（
二
〇
一
四
）「
漢
字
万
葉
仮
名
交
じ
り
表
記
に
見
え
る
音
仮
名
と
訓
仮

名
の
区
別
意
識
に
つ
い
て
」『
早
稲
田
日
本
語
研
究
』
二
三
号

│
│
│
│
（
二
〇
一
五
）「『
続
日
本
紀
』
宣
命
の
清
濁
書
き
分
け
と
宣
命
書
き
の
表

記
意
識
」『
論
集
』
一
〇
号

│
│
│
│
（
二
〇
一
九
）「
四
国
史
宣
命
の
清
濁
書
き
分
け
と
表
記
の
踏
襲
に
つ
い

て
」『
論
集
』
一
四
号

鶴　
　

久
（
一
九
六
〇
）「
万
葉
集
に
お
け
る
借
訓
仮
名
の
清
濁
表
記
│
│
特
に
二

音
節
訓
仮
名
を
め
ぐ
つ
て
│
│
」『
萬
葉
』
三
六
号

西
宮
一
民
（
一
九
七
〇
）「
万
葉
集
の
借
訓
文
字
と
清
濁
」『
日
本
上
代
の
文
章
と
表

記
』（
風
間
書
房
）　
「
上
代
語
の
清
濁
│
│
借
訓
文
字
を
中
心
と
し
て
│
│
」

『
萬
葉
』
三
六
号
、
一
九
六
〇
年
初
出

浜
田　

敦
（
一
九
七
一
）「
清
濁
」『
国
語
国
文
』
四
〇
巻
一
一
号

肥
爪
周
二
（
二
〇
一
九
）『
日
本
語
音
節
構
造
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
）

馬
淵
和
夫
（
一
九
七
七
）「
国
語
の
「
清
濁
」」『
松
村
明
教
授
還
暦
記
念　

国
語
学

と
国
語
史
』（
明
治
書
院
）

矢
田　

勉
（
二
〇
一
二
）「
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
平
仮
名
字
体
の
変
遷
」『
国

語
文
字
・
表
記
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
）　
「
平
安
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
平
仮

名
字
体
の
変
遷
」『
国
語
文
字
史
の
研
究　

四
』（
和
泉
書
院
）、
一
九
九
八
年

初
出

屋
名
池
誠
（
二
〇
一
一
）「
仮
名
は
な
ぜ
清
濁
を
書
き
分
け
な
か
っ
た
か
」『
藝
文
研

究
』
一
〇
一
号
第
一
分
冊

新
　
刊
　
紹
　
介

田
渕
句
美
子
著

『
女
房
文
学
史
論
│
王
朝
か
ら
中
世
へ
│
』

　

和
歌
や
日
記
文
学
に
、
数
多
く
の
研
究
を
積
み

重
ね
て
き
た
著
者
が
、
女
房
文
学
と
い
う
切
り
口

か
ら
成
果
を
体
系
化
し
た
大
著
で
あ
る
。
序
章
お

よ
び
六
部
全
二
十
三
の
章
か
ら
成
る
。
世
界
文
学

的
視
野
に
立
て
ば
、
日
本
に
お
い
て
は
文
学
の
担

い
手
と
し
て
の
女
性
の
登
場
は
突
出
し
て
古
い
。

こ
う
し
た
点
も
序
章
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
文
学

と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
透
徹
し
た
考
察
が
、
具

体
性
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
第
一
章
で

は
、
女
房
あ
る
い
は
女
性
の
文
学
が
社
会
の
制
度

の
中
で
ど
の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
た
の
か
が
概
説

さ
れ
、
以
下
、『
紫
式
部
日
記
』『
源
氏
物
語
』『
建

礼
門
院
右
京
大
夫
集
』『
う
た
た
ね
』『
と
は
ず
が

た
り
』『
無
名
草
子
』
な
ど
の
作
品
が
俎
上
に
の

ぼ
り
、
俊
成
卿
女
・
民
部
卿
典
侍
（
藤
原
因
子
）・

阿
仏
尼
な
ど
の
女
房
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。

　

平
安
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
、
い
わ
ゆ
る

女
房
文
学
の
展
開
を
、
新
た
な
視
点
か
ら
と
ら
え

直
し
た
内
容
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
五
部
で
示
さ

れ
る
、
教
育
と
い
う
規
制
を
介
し
て
の
考
察
な
ど

も
、
斬
新
で
あ
る
。
古
典
文
学
研
究
者
必
読
の
一

冊
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

（
二
〇
一
九
年
八
月
、
岩
波
書
店　

Ａ
５

判　

六

四
八
頁　

本
体
一
三
〇
〇
〇
円
）　

 

〔
雲
州
甲
乙
人
〕


