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I
Vつこ遷変び及応対のと訓のそと字漠

漢
字
と
そ
の
訓
と
の
対
応
及
び
変
遷
に
つ
い
て
の
一
考
察

小

林
　
　
芳
　
　
規

－
は
　
じ
　
め
　
に

「
平
安
時
代
の
漢
字
生
活
」
と
い
う
の
が
、
当
初
編
集
部
か
ら
示
さ
れ
た
題

で
あ
る
が
・
筆
者
に
は
問
題
が
大
き
く
、
し
か
も
、
「
生
活
」
な
る
語
の
意
味

が
良
く
理
解
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
・
漢
字
と
い
う
文
字
を
使
っ
て
、
日
本

語
を
書
記
し
・
或
い
は
漢
字
を
日
本
語
に
よ
っ
て
読
解
す
る
場
に
お
け
る
問
題

の
う
ち
・
平
安
時
代
に
つ
い
て
、
筆
者
が
日
頃
接
し
て
来
て
い
る
訓
点
資
料
を

材
料
と
し
て
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
点
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

漢
字
を
使
っ
て
書
記
す
る
に
せ
よ
、
漢
字
を
通
し
て
漢
文
を
読
解
す
る
に
せ

よ
・
そ
れ
が
日
本
語
に
よ
る
表
現
又
は
理
解
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

漢
字
の
訓
と
い
う
も
の
が
、
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
平
安
時
代
の
訓
と

い
え
ば
、
訓
点
資
料
の
傍
訓
と
、
そ
れ
を
主
材
料
と
し
て
蒐
集
し
た
漢
和
辞
書

の
和
訓
と
の
二
種
を
、
直
ち
に
想
起
す
る
。
こ
の
二
種
の
資
料
に
見
ら
れ
る
訓

の
取
扱
い
方
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
・
次
の
二
つ
の
問
題
点
を
提
示
し
て
、
新
し

い
角
度
を
求
め
る
た
め
の
、
本
稿
の
出
発
と
し
た
い
。

聖
は
、
訓
点
資
料
に
つ
い
て
、
従
来
は
仮
名
や
ヲ
コ
ト
点
等
で
示
さ
れ
た

傍
訓
に
主
と
し
て
注
目
し
て
来
た
が
、
仮
名
や
ヲ
コ
ト
点
等
の
施
さ
れ
て
い
な

い
、
所
謂
無
訓
の
漢
字
は
観
察
の
対
象
外
に
放
置
さ
れ
て
い
て
良
い
の
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
訓
点
資
料
は
そ
の
傍
訓
に
よ
っ
て
、
国
語
史
の
重

要
資
料
と
し
て
、
音
響
文
法
・
語
窄
訓
法
及
び
表
記
等
の
考
察
の
材
料
を
多

く
提
供
し
て
来
た
。
そ
の
役
割
は
今
後
も
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
の
訓
の
取
上
げ
方
は
、
偶
く
調
査
し
得
た
訓
点
資
料
の
中
か
ら
、
任
意
の

傍
訓
を
狐
み
取
っ
た
と
い
う
傾
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
傍
訓
を
持
つ
一
つ
の
訓
点

資
料
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
訓
点
資
料
の
全
漢
字
の
中
に
置
き
直
し
て
見
る

こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
な
さ
れ
た
か
。
訓
点
資
料
の
漢
字
に
は
、
金
字
に
傍
訓
が
漏

れ
な
く
施
さ
れ
て
は
い
な
い
。
無
訓
の
漢
字
も
、
文
献
に
よ
る
差
異
は
あ
る
が
、

多
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
漢
字
は
、
傍
訓
が
施
さ
れ
て
い
な
い
故
に
取
上

げ
な
い
と
す
る
前
に
・
何
故
に
、
訓
が
施
さ
れ
な
い
の
か
、
そ
の
漢
字
に
加
点

者
が
意
図
し
た
訓
を
復
元
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
か
、
問
う
て
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
そ
れ
ら
の
漢
字
に
も
訓
が
復
元
で
き
た
な
ら
、
訓
点
資

料
は
量
的
に
も
も
っ
と
多
く
の
材
料
を
国
語
史
に
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
質
の

上
で
も
・
無
訓
の
漢
字
を
基
準
と
し
て
見
直
す
な
ら
ば
、
傍
訓
は
そ
の
漢
字
に

訓
を
施
す
こ
と
に
、
特
別
の
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
別

な
も
の
だ
け
を
都
み
出
し
て
取
上
げ
る
こ
と
の
功
罪
も
改
め
て
考
え
直
さ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
傍
訓
は
、
常
に
そ
れ
が
施
さ
れ
た
訓
点
資
料
と
い
う
仝
一
体

の
、
総
て
の
漢
字
に
お
い
て
、
漢
字
と
そ
の
訓
と
の
対
応
の
関
係
と
い
う
組
織

の
中
に
位
置
づ
け
て
、
そ
こ
か
ら
把
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
何

故
そ
の
漢
字
に
そ
の
訓
が
施
さ
れ
た
の
か
、
或
い
は
何
故
そ
の
漢
字
に
は
訓
が

全
く
施
さ
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
問
題
も
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
古
辞
書
に
収
載
さ
れ
た
訓
の
限
界
と
等
質
性
の
問
題
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
平
安
時
代
の
訓
を
扱
う
拠
所
と
し
て
、
今
日
便
宜
的
に
、
類
衆
名
義

抄
を
使
う
こ
と
が
あ
る
。
改
編
本
の
観
智
院
本
は
、
多
量
の
和
訓
を
収
載
し
て

い
る
の
で
、
便
利
で
あ
る
た
め
そ
の
質
を
問
う
こ
と
な
し
に
利
用
す
る
こ
と
が

屡
寸
あ
っ
た
。
類
策
名
義
抄
は
、
そ
の
原
型
本
の
出
典
注
記
が
語
る
よ
う
に
、

漢
字
漢
文
を
読
解
し
た
結
果
と
し
て
の
訓
を
多
く
登
載
し
て
い
る
が
、
蒐
集
は

異
質
の
資
料
か
ら
汎
時
的
に
行
っ
て
お
り
、
改
編
本
に
至
っ
て
は
一
層
そ
れ
が

著
し
い
。
こ
れ
を
現
存
す
る
平
安
時
代
の
訓
点
資
料
、
就
中
仏
書
を
主
と
す
る

資
料
に
基
い
て
、
比
較
し
検
討
す
る
と
、
多
く
の
異
同
を
見
出
す
。
特
に
漢
文

訓
読
語
史
の
知
見
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
類
策
名
義
抄
が
平
安
時
代
の
訓
を
網

羅
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
当
然
な
が
ら
も
、
尚
平
安
初
期
・
中
期
の
訓
点
資

料
に
は
用
い
ら
れ
て
い
る
訓
の
、
収
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
移
し
い
。
類
麦

名
義
抄
の
訓
が
時
代
的
に
は
や
や
降
っ
た
時
期
の
訓
読
語
を
基
本
と
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
な
ら
ば
、
上
代
漢
文
の
読
解
に
安
易
に
利
用
す
る
こ
と
の
危
険

は
避
け
ら
れ
る
。
又
そ
こ
に
収
載
さ
れ
た
訓
が
等
質
で
な
く
、
実
際
の
訓
読
語

と
し
て
は
そ
の
す
べ
て
が
一
様
に
用
い
ら
れ
る
の
で
な
く
特
定
訓
に
偏
っ
て

い
る
こ
と
は
、
院
政
期
の
訓
点
資
料
の
訓
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら

れ
る
。
古
辞
書
の
訓
の
性
格
が
究
め
ら
れ
、
漢
文
訓
読
語
史
へ
の
位
置
づ
け
が

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

以
上
の
二
つ
の
問
題
点
の
う
ち
、
第
一
の
問
題
は
、
漢
字
で
日
本
語
を
表
現

す
る
時
の
、
書
記
の
罷
字
を
考
察
す
る
手
掛
り
と
な
り
、
第
二
の
問
題
は
、
浜

字
漢
文
を
日
本
語
と
し
て
読
解
す
る
時
の
、
漢
字
の
訓
を
考
察
す
る
手
掛
り
と

な
る
。
以
下
に
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
興
聖
禅
寺
蔵
大
唐
西
域
記
巷
第
十
二

平
安
中
期
点
に
現
れ
た
施
訓
方
式

二
つ
の
問
題
を
考
え
る
資
料
と
し
て
、
先
ず
こ
こ
で
は
平
安
中
期
加
点
の
興

注
1

聖
禅
寺
蔵
大
唐
西
域
記
巻
第
十
二
古
点
を
取
上
げ
る
。
平
安
中
期
（
十
世
紀
）

は
、
訓
読
に
大
き
な
変
化
の
生
ず
る
時
期
で
あ
る
か
ら
、
訓
に
対
し
て
従
来
よ

り
意
識
的
に
取
扱
う
よ
う
に
な
る
訓
点
資
料
が
現
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
、
傍
訓

を
施
す
の
に
全
音
節
を
表
記
す
る
か
語
尾
等
を
表
記
す
る
か
の
二
様
式
で
統
一

さ
れ
、
部
分
訓
の
表
記
が
な
い
こ
と
、
返
読
す
べ
き
所
に
は
逐
一
遠
点
が
施
さ

れ
る
原
則
の
あ
る
こ
と
で
窺
わ
れ
る
。
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
（
以
下
、
只

聖
禅
寺
本
を
か
く
略
称
す
る
）
は
、
こ
の
条
件
を
持
ち
、
そ
の
傍
訓
は
多
量
で

あ
る
。
且
つ
、
二
字
を
熟
合
と
す
る
合
符
も
豊
富
に
付
け
ら
れ
て
お
り
、
訊
一
合

語
が
認
定
で
き
る
。
加
点
時
期
は
、
語
語
が
な
い
が
、
仮
名
字
体
・
仮
名
遺
等

か
ら
天
暦
（
元
年
、
九
四
七
－
）
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
首
尾
完
存
し
仝
五

七
四
行
の
漢
文
で
あ
る
。
そ
の
加
点
の
状
態
を
例
示
す
る
。
（
崇
讐
翫
諾

望
欝
踪
缶
譜
‥
返
）

l

こ

　

t

ワ

タ

リ

て

と

l

ユ

ん

こ

と

　

　

　

　

　

　

の

　

　

と

従
二
此
国
】
東
北
翰
山
l
泣
　
川
一
箪
一
辺
撃
試
国
辺
l
浅
少
l
邑
一
凡
数
十

シ

て

　

　

　

の

　

百

反

所
章
夫
寺
山
婆
窪
垣
二
郎
大
l
蛍
司
教
盛
衰
シ
て
感
粛
軍
璽

（た）

半
〒
反
と
ロ
ス
　
ー
メ
タ
レ
リ
（
〇
リ
キ
　
　
…
ん
　
　
　
に
　
た
る
　
も
　
て
っ
吉
と

琶
l
伍
長
l
迂
　
逆
指
廻
互
　
或
入
－
ほ
谷
立
上
二
言
罠
姦
　
王
台
二
涼
－

ロ

反

　

ヨ

ソ

ノ

春

ツ

テ

ワ
H
′
テ
　
と
　
’
ん

撃
詠
一
而
度
（
訓
行
－
3
3
行
）

こ
れ
を
原
本
の
仮
名
や
返
点
等
に
従
っ
て
封
下
し
文
に
し
て
示
す
と
、
次
の
よ
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う
に
な
る
。

ワ
タ

此
（
ノ
）
国
従
（
リ
）
東
北
に
山
を
翰
（
エ
）
川
を
浸
り
て
迎
撃
試
国
（
ノ
）
平
城

西
反

の
撃
巴
を
璧
ル
こ
と
凡
（
テ
）
数
十
所
（
ニ
）
シ
て
大
●
雪
山
の
婆
羅
犀
那

高
也

大
l
誓
）
至
（
″
）
去
）
（
ハ
）
毎
（
メ
）
て
難
く
竣
（
シ
）
く
シ
て
免
キ

（危）

学
僧
ケ
琴
ハ
）
竿
迂
と
ヨ
ソ
ノ
ホ
リ
テ
配
（
ハ
）
等
メ
ク
レ

：
ユ
カ
　
享
7
　
　
　
　
　
半
　
干
反

り
　
或
（
ハ
）
探
キ
谷
（
ニ
）
入
り
或
（
ハ
）
高
（
キ
）
長
に
上
ル
　
盛
な
る
夏
も

つ

ホ

リ

　

　

　

　

ヮ

　

　

　

　

タ

凍
を
含
て
泳
を
聖
リ
テ
〔
而
〕
度
ル

ヽ

　

ヽ

こ
の
事
分
の
、
漢
字
と
そ
の
よ
み
と
の
対
応
を
見
る
と
、
助
詞
・
助
動
詞
に
は

対
応
す
る
漢
字
が
な
く
助
字
「
而
」
に
は
訓
が
な
い
が
、
他
の
漢
字
に
は
そ
れ

ぞ
れ
・
よ
み
が
対
応
し
て
お
り
、
和
語
と
字
音
語
と
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
う

ち
、
和
語
は
附
訓
の
方
式
か
ら
次
の
よ
う
に
類
別
さ
れ
る
。

ワ

タ

り

て

　

（

シ

　

　

ユ

カ

主

　

　

力

タ

フ

ケ

　

コ

ホ

り

　

　

ワ

リ

テ

A

　

故

　

障

　

肢

　

傾

　

凍

　

聖

高
也
　
　
高
也

B
　
崇
く
　
　
免
キ

（危）

C
　
趨
ユ
ル
　
極
（
メ
）
て
　
岐
（
シ
）
く
　
深
キ
　
入
り
　
上
ル

一
7

盛
な
る
　
虔
ル

D
　
此
（
ノ
）
　
国
　
従
（
リ
）
　
山
　
輸
（
エ
）
　
川
　
凡
（
テ
）

至
（
ル
）
　
嶺
　
或
（
ハ
）
　
谷
　
巌
　
夏
　
含
て
　
泳

半
干
反

E
　
盤
l
迂
と
ヨ
ソ
ノ
ホ
リ
テ
　
廻
互
ト
メ
ク
レ
リ

こ
の
う
ち
・
先
ず
A
は
そ
の
漢
字
に
対
応
す
る
和
語
の
全
音
節
を
片
仮
名
で
示

し
て
お
り
・
音
節
の
省
記
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
C
は
そ
の
和

語
の
語
尾
（
活
用
語
）
又
は
最
終
音
節
の
送
り
仮
名
（
無
活
用
語
）
を
送
っ
て

い
る
。
次
に
B
は
本
文
の
漢
字
の
傍
に
「
高
也
」
と
漢
字
を
以
て
施
し
て
い

る
。
こ
の
漢
字
が
、
本
文
の
「
崇
」
右
」
に
対
し
て
、
意
義
を
示
す
義
注
で

（
垂

あ
る
の
か
和
訓
を
表
す
訓
字
で
あ
る
の
か
は
一
考
を
要
す
る
。
大
唐
西
域
記
平

安
中
期
点
で
・
漢
字
の
傍
に
「
高
」
を
施
し
た
例
は
、
他
に
二
例
が
あ
る
。

a
三
峯
）
極
（
メ
）
て
如
（
ク
）
峻
（
シ
）
く
シ
て
崖
に
梯
ゝ
テ
〔
而
〕
上
る
（
1
6
9

ネ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヵ

ヶ

ハ

シ

行
）

b
甲
郭
畢
然
と
（
鯛
ク
）
シ
て
人
●
燦
甲
絶
せ
り
（
4
4
8
行
）

a
は
先
掲
の
3
2
行
の
例
と
構
文
が
似
て
い
る
。
た
だ
先
掲
例
に
は
「
高
也
」
と

「
也
」
が
附
い
て
い
る
の
に
、
こ
こ
で
は
「
高
」
だ
け
で
あ
る
。
偶
く
「
也
」

字
が
誤
脱
し
た
と
見
る
余
地
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
文
献
で
は
後
掲
の

よ
う
に
漢
字
の
傍
記
が
多
く
そ
れ
ら
に
は
「
□
也
」
「
□
」
と
両
様
が
あ
り
且

つ
両
者
に
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
こ
も
「
也
」
が
初
め
か
ら
附
か
ず

「
高
」
だ
け
が
「
危
」
字
に
施
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
活
用
語
尾
が
こ
こ
に
は
施

さ
れ
て
い
な
い
が
、
先
指
の
「
崇
く
」
「
危
キ
」
か
ら
見
る
と
、
こ
こ
も
形
容
詞

の
「
ク
」
と
掃
読
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
b
は
文
速
読
の
漢
字
に
「
高
也
」
と
施
さ

れ
て
い
る
。
「
高
也
」
は
「
鼻
然
、
高
峻
貌
」
（
ホ
雅
注
）
等
の
よ
う
に
そ
の
義

注
の
一
と
見
る
余
地
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
文
献
で
は
文
速
読
の
和
訓

升
反

の
部
分
は
省
記
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
「
甲
従
ト
タ
カ
ク
」
「
呼
⊥
糟
と
タ
カ
ク

相
荒
反

サ
カ
シ
ク
シ
て
」
の
よ
う
に
全
訓
の
表
記
さ
れ
る
原
則
が
あ
る
こ
と
、
又
、

撃
を
ト
ル
へ
き
と
き
に
は
則
撃
を
篭
。
（
慧
ト
ル
へ
き
と
き
に
は
〔
則
〕
慧
ト

ル
）
　
（
5
－
3
行
）

の
例
で
「
ト
ル
」
は
文
意
よ
り
す
る
読
添
え
の
語
で
あ
り
、
同
様
に
下
の
「
取

注

2

　

　

　

。

。

也
」
も
、
「
撃
を
ト
ル
」
の
和
訓
を
表
す
と
見
な
け
れ
ば
、
訓
読
文
が
日
本
語

文
と
し
て
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
先
の
「
高
也
」
も
文
選
読

に
お
け
る
「
列
カ
ー
ク
ー
シ
て
」
の
和
訓
を
表
す
こ
と
を
漢
字
表
記
で
担
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
a
の
「
鯛
（
ク
）
」
も
「
タ
カ
ク
」
の
和
訓
を
表
す
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漢
字
で
あ
り
、
同
様
に
「
軍
」
「
撃
」
も
そ
の
活
用
語
尾
と
合
せ
て
「
タ

（危）

カ
く
」
「
タ
カ
キ
」
の
和
訓
を
表
す
と
見
ら
れ
る
。
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点

に
は
「
タ
カ
シ
」
の
和
訓
を
持
つ
漢
字
と
そ
の
和
訓
の
表
示
法
と
は
次
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

タ
カ
ク

A
評
（
㌔
也
　
高

B
崇
く
免
キ
危
（
ク
）

C
一
㌢
（
鞄
高
く
（
㌶
崇
4
9
8
）
高
シ
（
調
川
m
m
）

D
　
高
（
キ
）
（
3
3
）

C
が
「
タ
カ
シ
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
こ
れ
と
B
の
傍
記

の
「
高
」
と
が
漢
字
・
訓
と
も
に
一
致
す
る
の
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。

ヽ

　

ヽ

再
び
先
掲
の
D
　
「
此
（
ノ
）
・
国
…
」
に
戻
る
。
こ
れ
ら
の
漢
字
に
は
よ
み

を
示
す
注
記
が
全
く
な
い
。
し
か
し
訓
読
文
の
文
脈
か
ら
は
和
訓
で
あ
る
こ
と

の

　

に

が
明
ら
か
で
あ
っ
た
り
、
同
一
語
が
他
の
箇
所
で
は
C
の
「
此
　
国
　
輸
ユ

至
ル
」
の
よ
う
に
最
終
音
節
の
送
り
仮
名
や
活
用
語
尾
が
送
っ
て
あ
っ
た
り
し

て
、
和
訓
と
し
て
の
よ
み
の
推
定
で
き
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
中
に
は
字
音

読
の
余
地
も
あ
り
そ
う
な
漢
字
も
あ
る
。
字
音
読
は
音
合
符
・
音
読
符
が
施
さ

れ
る
原
則
が
あ
る
が
、
文
脈
上
そ
れ
と
分
る
よ
う
な
時
は
省
か
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
そ
こ
に
一
考
す
べ
き
余
地
の
あ
る
も
の
が
生
ず
る
。
例
え
ば
、
3
3
行
の
「
高

最
」
は
こ
の
字
面
だ
け
で
は
音
読
も
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
「
或
（
ハ
）
渕
判
谷

（
ニ
）
入
り
或
（
ハ
）
笥
巌
に
上
ル
」
の
文
脈
に
置
く
と
、
対
句
表
現
か
ら
見

て
和
訓
の
形
容
詞
「
タ
カ
キ
」
と
「
イ
ハ
ホ
」
と
す
る
の
が
穏
か
で
あ
る
。
音

合
符
が
な
い
点
も
注
目
し
た
い
。
「
高
」
が
単
独
で
は
「
タ
カ
シ
」
と
訓
ぜ
ら

れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
「
巌
」
の
も
う
一
例
「
牛
l
角
山
の
矧
に
大

－
石
－
室
有
（
リ
）
」
（
3
1
3
）
も
字
音
よ
り
も
和
訓
と
す
る
の
が
寝
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
D
類
の
決
字
は
そ
れ
だ
け
で
は
訓
の
復
元
が
歎
し
そ
う
で
あ
る
が
、
同
一

語
が
、
C
類
と
し
て
も
表
示
さ
れ
、
又
、
B
類
の
傍
記
の
漢
字
と
し
て
も
用
い

ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
訓
が
分
る
の
で
あ
る
。

E
は
文
選
議
の
一
部
が
和
語
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
の
和
語

は
以
下
に
は
除
く
こ
と
に
す
る
。

A
B
C
D
の
四
類
を
、
も
う
一
度
、
附
訓
方
式
か
ら
分
類
し
直
す
な
ら
ば
、

A
・
B
類
（
甲
類
と
す
る
）
と
C
・
D
類
（
乙
類
）
と
に
二
大
別
さ
れ
る
。
甲

類
は
そ
の
訓
の
仝
音
節
が
表
示
さ
れ
て
お
り
、
乙
類
は
そ
の
訓
の
語
尾
・
最
終

音
節
だ
け
が
送
ら
れ
る
か
又
は
省
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
甲
類
と
乙
類
と
の
別
、
及
び
そ
れ
を
細
分
し
て
の
A
・
B
と
C
・
D
と

の
別
は
、
単
に
例
示
の
箇
所
だ
け
で
な
く
、
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
の
全
巻

に
亘
っ
て
見
ら
れ
る
。
和
訓
の
第
一
音
節
だ
け
を
施
す
と
か
、
途
中
の
音
節
だ

け
を
施
す
と
か
、
途
中
を
省
記
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
稀
で
あ
っ
て
、
虫
損
・

誤
脱
等
の
特
殊
の
場
合
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
の
類
別
に
お
け
る
各
類
の
相
互
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

〕

一
甲
類
の
漢
字
・
訓
と
乙
類
の
漢
字
・
訓
と
は
、
別
種
で
あ
っ
て
、
相
互
に
重

〔な
ら
な
い
。

こ
の
通
則
は
、
同
訓
異
字
の
場
合
や
同
字
異
訓
の
場
合
に
顕
著
に
現
れ
て
来

る
か
ら
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
碇
か
め
得
よ
う
。
先
ず
、
同
訓
異

字
と
し
て
、
先
指
の
訓
読
文
か
ら
「
ワ
タ
ル
」
「
コ
ポ
リ
」
を
例
示
す
る
。
「
ワ

タ
ル
」
は
次
の
漢
字
で
次
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。

ワ

タ

リ

て

　

　

　

ヮ

タ

ん

こ

　

　

　

　

へ

ワ

タ

ん

こ

　

　

　

　

r

　

ん

甲
類
　
－
　
汝
　
（
3
0
）
　
　
済
　
（
4
0
7
）
　
　
経
渉
　
（
3
4
）
　
　
址
渉
（
3
5
・
再

7
ミ
ワ
タ
ル
こ
と

出
）
　
　
願
渉
　
（
4
3
9
）
〔
以
上
A
〕

タ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

エ

乙
類
　
－
　
度
ル
（
3
3
）
〔
C
〕
　
　
度
て
（
4
4
4
8
）
・
越
皮
（
ル
コ
ト
）
へ
3
5
）
〔
D
〕
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察考
l

のて
ヽ
．

．
．
Vつこ這変び及応対のと訓のそと字漠

「
コ
ホ
リ
」
は
先
の
例
文
中
の
二
例
で
あ
る
が
、

コ
ホ
リ

甲
類
　
－
　
凍
〔
A
〕

乙
類
　
－
　
泳
〔
D
〕

と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
以
下
第
一
音
節
が
「
ア
」
の
訓
に
つ
い
て
示
そ
う
。

キ
明
カ
ス
ル
ニ

一
丁
二
一

ア
テ
ハ
一
l
　
　
　
　
　
　
頸
也
（
ハ
シ
）

甲
類
　
－
　
公
　
（
2
4
9
）
〔
A
〕
　
効

輿
レ
）
吏
讐
B
〕

（
リ
）
監
（
ハ
レ
〉
て
（
4
9
5
）

（
4
8
6
）
・
照
著

乙
類
　
－
顕
ハ
シ
（
讐
・
顕
ハ
ル
（
4
7
9
）
・
顕
レ
テ
（
4
6
8
）
〔
C
〕

〔
ア
キ
ラ
カ
ニ
縞
目
醐
評
）
ナ

（
4
7
1
）
〔
B
〕

ス

ラ
不
（
1
4
）
・
明
（
カ
）
に
（
4
9
3
）
・
明
（
カ
）
な

〔
ア

グ
〕

り
（
椚
4
9
5
）
〔
C
〕

ア
ナ
タ
…
ん
（
3
7
1
）
〔
A
〕

甲
類
1
－
挙〔B〕

乙
類
－
－
上
ケ
目
す
（
郎
）
（
C
〕

7

ツ

ん

　

　

　

　

　

　

集

也

甲
類
1
－
屯
　
（
3
3
7
）
〔
A
〕
　
損

オ
シ
上
テ

上
也
（
ケ
）
た
り
（
聖
・
推
挙
（
飢
）

挙

集
也
（
リ
）
ヲ
リ
テ

〈
リ
）
を
空
．
叢
　
侍
（
翌

〔
門
シ
血
〕

〔
ア
　
　
ト
〕

〔
ア
　
　
ナ
〕

〔B〕

ヲ
ヒ

乙
類
　
－
　
集
て
（
聖
・
集
（
メ
）
（
聖
・
召
集
（
ム
ル
）
に
（
型

〔D〕

7

L

r

甲
類
　
－
　
軌
（
4
7
1
）
〔
A
）

乙
類
　
－
　
迩
（
2
8
4
3
6
1
3
7
1
4
1
7
4
4
2
4
5
7
4
8
2
）
〔
D
〕

ア
ナ

甲
類
　
－
　
空
（
5
7
0
）
（
A
〕

乙
類
　
－
　
穴
（
3
3
6
3
4
8
4
2
3
）
〔
D
〕

ア

マ

ネ

シ

　

　

　

ア

マ

ネ

グ

　

　

　

マ

ネ

グ

甲
類
l
堅
カ
（
テ
）
（
3
9
1
）
・
拾
　
（
1
8
1
）
・
歴
　
（
堅
・
歴
　
（
堅

次
に
、
同
字
異
訓
を
見
る
に
、
先
指
の
訓
読
文
の
「
盛
な
る
」
は
、
「
サ
カ
リ

ナ
リ
」
の
語
全
十
二
例
の
中
、
八
例
が
次
の
よ
う
に
「
盛
」
で
表
さ
れ
る
。

（
他
の
四
例
は
、
「
撃
l
（
1
9
3
）
」
「
撃
－
（
椚
椚
）
」
「
欝
丁
然
と
サ
カ
呈
シ
．
訂
文
選
読
）
」

で
あ
る
）

な

り

　

　

　

　

　

　

　

な

る

　

　

　

ナ

ル

　

　

　

ロ

て

盛
　
（
1
8
4
7
4
6
3
5
0
1
誓
・
盛
　
（
讐
・
盛
（
讐
・
盛
満
（
2
8
3
虫
損
）

い
ず
れ
も
活
用
語
尾
を
表
記
し
た
C
類
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
イ
ル
」
の

入
也

異
訓
を
施
し
た
箇
所
が
一
例
あ
る
が
、
「
周
く
盛
（
レ
）
ヨ
」
（
聖
と
B
類
の
漢

字
表
記
で
あ
る
。
（
本
文
中
の
「
入
ル
」
は
後
述
の
よ
う
に
、
C
又
は
D
類
の

漢
字
で
「
イ
ル
」
を
表
す
）
以
下
に
放
つ
か
を
例
示
し
よ
う
。

ナ

リ

7

ル

7

〔
声
二
縞
目
開
鑑
真
」
）

報
（
捕
m
「
ナ
」
）
〔
B
）

〔D〕

ナ

ス

　

　

　

　

出

也

〔
産
二
縞
目
塁
鐙
〔
飯
す
（
讐
B
〕

〔在〕

〔
ア
マ
ネ
シ
〕

〔
ア
ヤ
　
シ
〕

〔A〕

乙
類
　
－
　
遍
く
（
3
8
3
4
8
5
）
二
月
く
（
讐
〔
C
〕

7

ヤ

シ

キ

　

　

ア

ヤ

シ

キ

　

　

7

ヤ

シ

キ

　

　

ア

ヤ

シ

グ

甲
類
1
－
盈
　
（
讐
・
神
　
（
3
0
1
）
・
倭
　
（
2
2
4
）
・
倭
　
（
讐
・

ア
ヤ
シ
グ

霊
　
（
4
5
5
）
〔
A
〕

乙
類
　
－
奇
（
シ
）
く
（
2
2
1
）
・
奇
（
シ
）
く
シ
て
（
響
・
惟
（
シ
）
く

（392）〔C〕

甲
類
－
在
（
讐
A
〕
　
撃
キ
（
響
聖
）
（
慧
）
〔
B
〕

オ
グ

乙
類
－
在
り
（
1
0
0
1
2
1
3
5
7
4
1
8
4
6
6
4
7
7
）
〔
C
〕
　
在
て
（
2
7
2
3
5
3
塑
・
在
へ
リ
）
（
m

439）〔D〕

シ

ル

シ

　

　

　

　

タ

ネ

　

　

　

　

　

ィ

ト

キ

ナ

グ

シ

テ

　

　

　

　

ツ

イ

テ

そ
の
他
、
「
書
　
－
書
ク
」
「
子
　
－
　
子
（
コ
）
」
「
少
　
　
－
　
少
シ
」
「
即
1

へ

チ

）

ツ

ト

メ

　

　

　

　

　

　

ヮ

ヵ

テ

リ

　

　

　

ー

ー

ク

ル

　

　

　

　

　

テ

テ

シ

即
」
「
カ
　
ー
　
カ
（
チ
カ
ラ
）
」
「
流
　
1
1
流
空
」
「
北
　
－
北
（
キ
タ
）
」
「
光

イ

タ

ル

　

　

て

モ

ト

ロ

ケ

　

　

　

　

　

　

キ

ヨ

メ

ん

ー
光
（
ヒ
カ
リ
）
」
「
次
－
－
次
」
「
文
　
－
文
（
フ
ミ
）
」
「
雪
　
－
雪
（
ユ

立

也

て

　

　

　

如

也

　

　

　

　

　

　

　

ヒ

交

て

キ
）
」
「
樹
－
樹
（
キ
）
」
「
猶
－
猶
（
ナ
ホ
）
」
「
肇
1
被
り
」
「
相
聞

冬
也
　
　
　
　
　
　
病
也

－
　
問
（
ア
ヒ
ダ
）
」
「
寒
　
－
　
寒
シ
」
「
疾
「
－
疾
く
」
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従コr
t

引
也
く

漑
　
（
一

人者
（
5
6
5
）

見
也
テ

親
　
（
一

見
キ

観
（
3
2
4

〕

っ
て
二
に

〔

乙
類
の
中

な
ど
の
如
く
で
あ
る
。

ヽ
l
ノ

但
L
l
に
つ
い
て
例
外
が
あ
る
。
同
漢
字
同
訓
で
甲
類
の
字
が
二
例
以
上
、

〔

出
る
時
に
は
、
再
出
例
又
は
そ
れ
以
降
の
訓
を
省
記
し
て
C
又
は
D
類
の
表
記

に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
近
接
し
て
出
る
時
に
多
く
、
稀
に
再
出
字
に
附
訓
し
て

ワ

タ

ル

　

　

　

ル

初
出
字
を
省
記
す
る
こ
と
も
あ
る
。
先
指
の
「
渉
（
3
4
）
1
渉
（
3
5
）
」
は
そ
の
一

例
で
あ
る
。

〕二
甲
類
の
中
で
は
、
同
一
の
漢
字
・
訓
は
A
に
も
B
に
も
通
用
し
て
表
記
さ
れ

〔る
。例

え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

重
、
そ
丁
　
　
　
　
重
也
て
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
サ
ネ

奔
　
（
3
4
7
）
・
奔
　
（
1
8
4
）
〔
B
〕
　
－
　
奔
（
m
）
〔
A
〕

勘
フ
ル
ニ
　
　
　
　
　
　
　
カ
，
へ
　
（
リ
）

考
　
　
（
1
3
0
）
〔
B
〕
　
－
　
考
採
（
4
5
0
）
〔
A
〕

詞
也
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
ハ

辞
（
5
5
3
）
〔
B
〕
　
－
　
辞
（
3
7
8
）
〔
A
〕

随

也

ル

　

　

随

也

テ

　

　

　

　

シ

タ

カ

フ

琴
）
（
堕
．
従
至
（
1
1
1
）
．
従
　
（
相
〓
B
〕
一
従
（
讐
A
〕

作

也

て

　

　

　

　

　

　

　

　

ツ

グ

ル

営
　
（
堅
，
肇
リ
）
（
4
0
9
）
〔
B
〕
－
営
（
讐
A
〕

引
也
く
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
グ

漑
　
（
A
A
A
讐
〔
B
〕
－
－
漑
（
1
2
）
〔
A
〕

ヒ

ト

　

　

　

　

　

　

　

ひ

と

〕
1
着
（
2
1
2
2
6
2
9
7
4
3
2
）
・
者
（
2
1
以
下
十
例
）
〔
A
〕

ミ
ル

〔
B
〕
　
－
　
観
親
（
3
6
9
）
〔
A
〕

れ
ば
、
B
の
傍
注
の
漢
字
が
担
っ
て
い
る
訓
が
確
定
す
る
。

は
、
同
一
の
漢
字
・
訓
は
C
に
も
D
に
も
通
用
し
て
麦
記
さ
れ

〔B〕
355）〔

）〔B
よ
れ

・では

ミ

ル

　

　

　

　

ミ

ツ

　

　

　

ミ

て

観
（
3
6
3
6
4
）
・
観
（
1
1
1
）
・
観
（
郎
）
〔
A
〕

る
。例

え
ば
、
「
入
ル
」
は
全
二
十
三
例
が
本
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
皆
活

用
語
尾
を
表
記
す
る
　
（
C
）
と
無
表
記
（
D
）
と
で
あ
る
。

C
　
－
　
入
り
（
3
3
4
8
5
5
0
2
）
・
入
り
て
（
4
4
）
・
入
ル
（
3
8
5
）
・
入
る
（
4
4
2
4
0
6
）
・
入
レ

ほ
（
1
3
9
2
0
4
）
・
入
レ
リ
（
1
9
8
）
・
入
レ
ル
（
2
2
6
2
2
6
2
5
7
）
・
入
レ
ト
ん
（
5
1
9
）

D
I
入
（
ラ
）
ム
（
4
0
4
4
3
6
）
・
入
て
（
9
8
2
3
3
3
1
4
3
8
4
4
3
0
4
3
8
）
・
入
（
リ
）
ヌ
（
5
5
）

「
探
キ
」
も
全
十
四
例
あ
り
、
皆
C
と
D
と
で
あ
る
。

C
　
－
　
探
キ
（
3
2
5
3
4
5
3
5
）
・
探
き
（
4
0
3
）
・
探
ク
（
4
9
9
）
・
深
く
（
1
7
7
3
1
7
3
7
4
3
7
5
3
9
2
紹
）

D
　
－
　
探
（
キ
）
こ
と
（
1
5
0
）
・
探
（
ク
）
（
2
9
8
8
）

既
に
例
示
し
た
「
高
シ
」
も
同
種
で
あ
る
。
C
と
D
に
通
用
す
る
の
は
活
用
語

に
多
く
、
そ
の
語
尾
を
表
記
す
る
仕
方
に
は
、
院
政
鎌
倉
期
の
片
仮
名
文
の
そ

れ
に
通
ず
る
点
が
認
め
ら
れ
る
。

〕四
甲
類
B
に
お
け
る
傍
記
の
漢
字
・
訓
は
、
乙
類
の
漢
字
・
訓
と
一
致
す
る
。

〔

高
也
　
　
高
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

既
に
、
「
莞
く
・
危
（
ク
）
　
－
　
高
ク
・
高
シ
」
等
で
触
れ
、
又
一
で
例
示
し
た

〔

明
カ
ス
ル
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顆
也

「
薮
　
　
　
－
　
明
（
カ
）
ナ
ラ
・
明
（
カ
）
な
り
」
「
効
（
ハ
シ
）
　
－
　
顕
ハ
シ
」
等

か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
文
の
漢
字
に
対
す
る
訓
を
漢
字
で
傍
記
し
た
B
の

「
高
也
」
「
明
カ
」
「
顕
也
」
等
は
、
本
文
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
乙
類
の
漢
字

と
一
致
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
訓
も
同
じ
で
あ
る
。
第
二
音
節
が
「
イ
」
で
あ

る
訓
以
下
に
つ
い
て
例
示
す
る
。
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察考．のて
ヽI

Vつこ劉変び及応対のと訓のそと字漠

出
也

産

す

入
也

盛

（
レ
）

ヨ

得
也

E

ッ

及

及
也

迄

ヘ
リ

・
泊

ゥ

及
也

技

（
ハ

・
フ
）
2

．

重

重
也

奔

ネ

テ

・
奔

（
ネ

心
口

心
也

や
＝
．
十
＝

’ィl

・・可
l

如

如

若

キ
2

・
若

（キ

如

如
也

若

シ

・
若

（
シ
）

如
也

猶

（
シ
）

随
也

従

（
ヒ
）
至

ル

随
也

随

従

テ

・
従

（
フ
）

不

有

ラ
弟

少
也

細

（
ヵ

ラ
ー
不

即
也

即
也

曽

（
チ
）
・
載

（
チ

即
也

轍

（
チ
）

高
也

が

（ク
）
・
攣

高
也

崇

く 甲

類

B

テ及
也

揺）
て

’
ク

）
4

数用
て 字例

シ ま矧

）

イイウオカコゴシズスス々
′

和
タレノヨサコトタクナカ
スプヌロシガナヽノシ 訓

フシチ

出

シ

て

入

（
ラ
）ウ

得

得

及

（
ホ
）

重

ナ

レ

ハい
10

如

（
ク
）

如

シ
4

随

（
ヒ
）

不
51

少

（
ク
）

即

チ

甘剛
ク

乙

類

c

D

諸

出

（
ス
）
4

山

せ

り

ム
2

人

リ

11

人

ル

注
3

（ェ）

2

得

3

得

た
り

2

スリ

重

ネ

て

重

（ネ
）

シ

て

如

（
ク
）
ナ

ラ

バ

如

（
シ
）

て
6

随

フ

不

シ
テ
2

不

シ

て
7

少

く

し

て

少

（ク

即

（
チ
）
17

高

く

4

高

く

シ

て

ツ
入

る

2

人

レ
7

得

ッ
2

得

テ
5

て
2如

（
ク
）
に

不

（シ
）
て
2

不

（

シ

テ
ー

少

シ
12

少

高

（キ
）

高

シ
4

レノ（
）シ
8）

ワ＿
サ
ヲ

不

ムム
3

サ
ル

不
は
用
例

は
鰯
記

ス不
数

＿

ウ山

す不

4

ヌ不

1

イ
タ
セ
ハ

輸
カ
サ
ヌ
レ
ハ

L・口ふmT

カ
サ
ネ

湧
シ
タヵ
7
1
、

従

．

シ
タヵ
7
＿

逐

．

ス未ス
ア
ナ
グ

砂タ
ヵ
グ

隆

同甲原画 訓
の

覿
Aヘリカ

ヒ

，

7

1



立起
ツ

立
　
　
　
　
立

廷
（
テ
）
・
時
（
テ
）
て

立
也

撃
ア
）
て
，
樹
（
テ
）
て

難
ル
）
，
難
ル
）

作
也
　
　
　
　
作
也

為
（
リ
）
て
・
為
（
ル
）

作
也
　
　
　
作
也

営
（
リ
）
・
営
（
リ
）
て

取姿
（
リ
）
テ

名
也

声
2

無
也

莫
（
ク
）
シ
て

延
也

延
也

宣
（
へ
）
て
・
演
（
へ
）
た
り

法
也
法
也

典
・
則

引
也

漑
く

人著聞
也

閏
（
キ
）

開
　
　
　
　
　
閉
也

后
（
キ
）
て
・
烏
（
キ
）
て

文
ヒ
ツ

笈冬
也

寒又且道
也
這
也

任
・
途

自
也

親
ラ
・
親
（
ラ
）

ト
ル

ナナ
シ

ノ
ブ

ノ
日
ソ

ヒ
ク

ヒ
ト

ヒ
ラ
ク

フ
ミ

フ
ユ

マ
タ

ミ
チ

ミ
ヅ
カ
ラ

集
也

損
立
チ

立
（
テ
）
　
立
（
テ
）
た
り
　
立
（
テ
）
て
2
　
立
（
ツ
ル
）

作
（
リ
）
て
　
作
（
ル
）

〔音〕

取
（
ラ
）
ム
と
し
て
　
取
り
治
す
　
取
（
リ
）
て
2
　
取
（
ル
）
　
取
レ
リ

名無
（
ク
）
　
無
シ
4
　
無
（
シ
）
3

延
（
へ
）

法
　
法
2

引
（
キ
）
以
●
用
て

人
3
2

L
T

開
（
カ
）
不
　
閑
（
キ
）
て
は

文
4

冬又
7

道
5

白
リ
ラ
u

l
リ
　
ん

捷
止

′
7
　
　
　
ノ
ア

申
・
暢

ノ
リ
　
　
　
ノ
H
′

範
・
憲

と
グ
　
　
ヒ
キ
ノ
ん

漑
・
控
故

ヒ
ー
　
　
ひ
と

者
・
者

ヒ
ラ
タ

芙
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察考のて
ヽ
．

－
1
一
’つこ郡変び及応対のと訓のそと字漠

見
也
　
　
見

親
テ
・
観
キ

見
　
　
見
也

覧
テ
・
覧
て

撃
．
輿
ル
）

若
也或

は
太
也

下喝
が
（
キ
ニ
）

ヤ宿楼
セ
リ

弼
ク
）
．
肇

難
ソ
．
輿
リ
）

輿
リ
）
て

我
也

言撃
（
ク
リ
）

、、、ル．

見
村
見
て
4
　
見
喝
見
巳
（
リ
）
て

見
る
2
　
見
（
ル
）
．
見
る
に

若
シ
2
　
若
（
シ
）
5

本
3
　
本
2

安
（
カ
ラ
）
未
（
ル
）

宿

（
マ
マ
）
ユ

行
（
キ
）
て
7
　
行
（
キ
妄
ム
　
求
ム
行
ク
　
行
（
ク
）
2
。
行
（
ケ
）
ト
ん
　
行
き
て

依
（
リ
）
て
2

我
9

収
（
メ
）
て

ユ
キ
て

ヒ
目

喜
ロ

ヲ
ル
ハ
　
ヨ
リ
テ

由
・
侍

ヨ

レ

リ

　

ヨ

リ

中
∵
∴

瀬ヲ
サ
ム

治
ヲ

　

サ

　

メ

収
－
蔵

こ
の
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
甲
類
B
に
お
け
る
傍
記
の
漢
字
が
担
っ
て
い
る

〕

訓
は
・
乙
類
の
同
じ
漢
字
と
の
相
関
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
こ
れ
に
二
の
通

〔

則
、
甲
類
の
中
で
は
A
と
B
と
が
通
用
す
る
こ
と
を
加
え
れ
ば
、
そ
の
訓
は
ー

層
確
定
度
を
増
す
。

乙
類
の
漢
字
が
無
訓
で
あ
る
の
は
・
そ
れ
ら
が
平
易
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
施

訓
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
、
当
然
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ

の
平
易
な
訓
と
い
う
意
識
は
・
訓
読
の
場
で
そ
れ
が
屡
ミ
用
い
ら
．
れ
る
間
に
習

慣
的
に
生
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
施
訓
は

も
っ
と
盗
意
的
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
の
施
訓
は
、

〕

　

ヽ

l

ノ

一
～
四
の
通
則
の
存
在
か
ら
見
て
・
全
巻
に
統
一
的
な
配
慮
の
あ
っ
た
こ
と
が

〔

　

〔

窺
わ
れ
る
。
そ
の
も
と
で
は
、
無
訓
の
漢
字
は
、
甲
類
B
の
傍
記
に
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
日
常
、
漢
字
で
日
本
語
を
表
記
す
る
場
で
、

訓
点
を
離
れ
て
も
、
そ
の
漢
字
・
訓
と
し
て
常
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た

か
ら
、
読
み
を
施
す
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
・
こ
の
通
則
に
よ
る
施
訓
は
、
単
に
こ
の
一
文
献
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
拡

が
り
が
あ
り
、
背
景
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

平
安
中
期
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
甲
類
と
乙
類
と
の
区
別
に
よ
る
施
訓
方

式
を
持
つ
訓
点
資
料
と
し
て
は
、
別
に
二
点
が
判
明
し
て
い
る
。
一
つ
は
石
山

9

1



三
三
話
±
葦
三
冥
霊
苺
ヨ
碧
玉
（
≡
苗
－
天
暦
闇
）
　
で
あ
り
、
他
は

一
C
山
王
土
台
汚
一
法
応
㍍
頃
真
で
あ
る
。
そ
の
実
蔦
た
つ
い
て
は
別
に
報
告
し

こ
丁た

。
詰
っ
て
、
に
盈
刃
の
罰
点
芭
料
で
も
、
将
門
記
承
堕
二
年
点
や
高
山
寺
本

注
5

古
往
来
に
同
臣
の
事
実
が
あ
る
こ
と
も
既
に
指
摘
し
た
。
共
に
和
化
漢
文
で
あ

り
、
前
者
は
唱
導
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
と
さ
れ
、
後
者

は
消
息
文
範
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
も
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
に
も
築
島
裕
博
士
に
よ

注
6

り
同
種
の
事
象
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
訓
点
資
料
の
総
て
が
、
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
平

安
初
期
の
古
点
本
の
よ
う
に
講
義
聴
聞
の
問
に
勿
々
に
加
点
し
た
も
の
、
部
分

的
に
メ
モ
風
に
加
点
し
た
も
の
な
ど
も
砂
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
今
後
は
、

訓
点
資
料
を
右
の
よ
う
な
施
訓
方
式
の
面
か
ら
、
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
と

同
種
か
否
か
を
選
り
分
け
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
こ
の
種
の
訓
点
資
料
で
は
、
無
訓
の
漢
字
も
実
は
一
定
の
訓
を

担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
傍
訓
も
亦
そ
の
性
格
が

考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
　
準
仮
名
漢
字
と
そ
の
背
景

大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
の
、
甲
類
B
に
お
い
て
傍
記
さ
れ
た
漢
字
は
、
乙

類
の
無
訓
の
漢
字
と
そ
の
訓
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
漢
字
は
、
又

〕二
の
通
則
に
よ
る
と
A
の
片
仮
名
表
記
の
訓
と
も
通
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
訓

〔
の
表
記
と
い
う
働
き
で
は
片
仮
名
の
訓
に
準
ず
る
。
そ
こ
で
、
B
の
傍
記
の
漢

字
を
、
姑
く
準
仮
名
漢
字
又
は
訓
漢
字
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

〕

準
仮
名
漢
字
の
性
格
を
考
え
る
た
め
に
、
前
節
四
の
表
か
ら
関
係
の
事
項
を

（

取
出
す
と
、
次
の
諸
点
が
知
ら
れ
る
。

1
、
同
一
の
和
訓
を
表
す
時
は
、
常
に
同
一
の
漢
字
を
用
い
る
。

例
え
ば
、
傍
記
の
「
如
」
は
十
一
例
あ
り
「
ゴ
ト
シ
」
の
訓
を
担
っ
て
い
る

が
全
部
こ
の
漢
字
で
あ
る
。

2
、
被
注
字
（
本
文
の
漢
字
）
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
同
一
の
和
訓
を
表
す
時

は
、
常
に
同
一
の
漢
字
を
用
い
る
。

例
え
ば
、
被
注
字
が
「
若
」
「
猶
」
で
も
「
ゴ
ト
シ
」
の
訓
を
表
す
時
は
「
如
」

を
用
い
る
。
「
治
」
「
修
」
「
為
」
「
営
」
も
「
ツ
ク
ル
」
を
表
す
時
は
「
作
」
を

用
い
る
。

〕

3
、
準
仮
名
漢
字
の
担
う
和
訓
は
一
定
し
て
い
る
。
四
の
表
で
は
い
ず
れ
も
特

〔

定
の
一
訓
で
あ
る
。
「
如
＝
．
コ
ト
シ
」
「
心
＝
コ
コ
ロ
」
の
よ
う
で
あ
る
。

4
、
準
仮
名
漢
字
は
「
○
也
」
と
も
「
O
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
「
也
」
の

有
無
は
訓
を
表
す
働
き
に
関
係
が
な
い
。

5
、
準
仮
名
漢
字
で
表
さ
れ
る
訓
は
、
片
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

両
者
の
働
き
は
訓
を
表
す
こ
と
で
は
今
の
と
こ
ろ
差
異
は
見
出
し
得
な
い

が
、
準
仮
名
漢
字
に
は
表
意
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
漢
字
は
字
種
と
し
て
も
平
易
な
も
の
が
多

ヽ

　

ヽ

く
、
そ
の
訓
も
そ
の
漢
字
の
よ
み
の
中
で
基
本
的
な
も
の
が
主
と
な
っ
て
い

7

テ

ハ

る
。
筆
者
の
今
日
の
漢
字
知
識
か
ら
眺
め
て
、
や
や
注
目
さ
れ
る
の
は
「
厩

カ

ム

が

フ

シ

タ

が

7

（
こ
、
ス
・
ル
）
」
「
勘
」
「
随
」
程
度
で
あ
る
。

所
で
、
こ
の
よ
う
な
準
仮
名
漢
字
を
用
い
て
和
訓
を
表
記
す
る
方
式
は
、
大

店
西
域
記
平
安
中
期
点
だ
け
で
な
く
、
平
安
中
期
の
訓
点
資
料
は
無
論
、
平
安

初
期
の
訓
点
資
料
に
も
広
く
見
ら
れ
る
。
平
安
初
期
訓
点
資
料
に
用
い
ら
れ

注
7

た
、
こ
の
種
の
漢
字
に
つ
い
て
は
、
別
に
、
そ
の
性
格
や
実
態
を
述
べ
、
そ
の

注
8

用
例
を
二
十
八
点
の
訓
点
資
料
か
ら
蒐
集
し
て
吉
見
し
た
。
そ
こ
で
は
、
そ
の

漠
字
の
字
種
や
訓
や
働
き
が
共
通
し
、
そ
の
漢
字
と
訓
が
同
一
の
基
盤
に
立
っ

02



察考
．のてヽ－LVつこ遷変び及応対のと訓のそと字瑛

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
芙
証
し
た
。

大
店
西
域
記
平
安
中
期
点
の
準
仮
名
漢
字
を
、
平
安
初
期
訓
点
資
料
（
「
訓

漢
字
一
見
第
一
部
」
に
よ
る
）
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
や
は
り
字
種
も
訓

も
、
そ
の
働
き
も
共
通
す
る
。
そ
の
例
の
幾
つ
か
を
、
平
安
初
期
訓
点
資
料
の

方
か
ら
示
す
。

（
明
（
ア
キ
ラ
カ
）
）
尚
未
頑
ク
備
た
る
。
と
を
（
大
店
三
雲
英
法
師
表
啓
盲
点
）

〔
入
（
イ
ル
）
：
ハ
群
比
丘
豹
璽
聖
る
革
賢
小
川
木
原
経
四
分
律
盲
点
）

に

　

の

　

の

　

も

　

　

　

　

し

て

随

也

ひ

て

　

に

　

グ

（
随
（
シ
タ
が
フ
）
〕
　
時
彼
衆
魚
亦
復
随
逐
　
循
レ
　
崖
而
行
（
西
大
寺
本

金
光
明
最
勝
王
経
古
点
）

の
　
　
は
　
と
に
主
立
て
　
　
　
せ
る
こ
と

〔
立
（
タ
ツ
）
〕
　
世
尊
陰
相
勢
峯
　
蔵
l
密
　
（
山
田
本
観
弥
勒
上
生
兜
率

天
経
費
朱
点
）
．

名
ユ

〔
名
（
ナ
）
〕
　
声
閏
二
天
下
↓
（
大
般
捏
染
経
集
解
巻
十
一
盲
点
）

ア

フ

ッ

ク

ム

て

　

　

に

　

　

は

し

名

を

跨
二
　
千
古
l
以
飛
レ
声
（
大
唐
三
蔵
玄
突
法
師
表
啓
古
点
）

〔
文
（
フ
ミ
）
〕
軍
人
臥
当
に
し
て
前
l
良
一
l
（
同
右
）

輿
弼
〉
シ
キ
輿
を
　
　
（
同
右
）

れ
は
用
也
ん
こ
と
　
　
の
　
　
を

〔
用
（
モ
チ
ヰ
ル
）
〕
　
我
　
以
二
　
元
数
方
便
】
（
山
田
本
法
華
経
方
便
品
盲
点
）

が
に
ぞ
用
る
ト
イ
…
ハ
艶
。
ト
を
我
が
父
4
（
唐
招
提
寺
蔵
金
光
明

何
故
　
須
レ

長
勝
王
経
古
点
）

そ
の
共
通
す
る
準
仮
名
漢
字
は
三
十
字
で
、
そ
の
字
種
と
訓
は
左
の
通
り
で
あ

る
。明

（
ア
キ
ラ
カ
）
　
有
（
ア
リ
）
　
出
（
イ
ヅ
）
　
坐
（
イ
マ
ス
）
　
入
（
イ
ル
）
　
打

（
ウ
ツ
）
　
及
（
オ
ヨ
プ
）
　
心
（
コ
コ
ロ
）
　
如
（
ゴ
ト
シ
）
　
随
（
シ
タ
が
フ
）

不
（
ズ
）
　
少
（
ス
コ
シ
）
　
即
（
ス
ナ
ハ
チ
）
　
立
（
ク
ツ
）
　
作
（
ツ
ク
ル
）
　
謹

（
ツ
ツ
シ
ム
）
　
取
（
ト
ル
）
　
名
（
ナ
）
　
法
（
ノ
リ
）
　
光
（
ヒ
カ
リ
）
　
人
（
ヒ

⊥
　
文
（
フ
ミ
）
　
又
（
マ
タ
）
　
見
（
ミ
ル
）
　
若
（
モ
シ
）
　
用
（
モ
チ
ヰ
ル
）

本
（
モ
ト
）
　
病
（
ヤ
マ
ヒ
）
　
依
（
ヨ
ル
）
　
収
（
ヲ
サ
ム
）

大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
に
用
い
ら
れ
た
準
仮
名
漢
字
五
十
三
字
の
う
ち
、
残

る
二
十
三
字
は
、
先
指
の
平
安
初
期
訓
点
資
料
に
は
末
だ
用
例
を
見
出
さ
な
い

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、
平
安
中
期
点
も
平
安
初
期
加

点
も
、
準
仮
名
漢
字
が
同
じ
基
盤
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
に
は
、
訓
点
を
離
れ
て
こ
の
種
の
漢
字
を
見
よ
う
。
訓
と
関
係
の
深
い
文

献
に
古
辞
書
、
特
に
漢
和
字
書
が
あ
る
。
平
安
初
期
末
（
昌
泰
年
間
）
に
成
立

し
た
新
撰
字
鏡
は
和
訓
を
示
す
の
に
、

．
晩
印
窮
と
久
又
須
不
（
天
治
本
巻
二
・
十
二
オ
。
享
和
本
十
四
オ
）

波
頭
弥
取
（
天
治
本
巻
十
二
・
三
十
一
オ
。
享
和
本
ナ
シ
）

の
「
ロ
（
ク
チ
）
」
「
取
（
ト
ル
）
」
の
よ
う
に
、
正
訓
の
漢
字
を
音
仮
名
に
交
え

注
9

て
お
り
そ
の
用
例
は
多
い
。
そ
の
性
格
や
実
態
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
た
。

又
、
新
撰
字
鏡
・
和
名
類
宋
抄
・
類
衆
名
義
抄
（
図
書
東
本
・
観
智
院
本
）
　
の

古
辞
書
と
、
平
安
初
期
中
期
等
の
音
義
八
点
、
及
び
訓
注
五
点
か
ら
こ
の
種
の

注
1
0

漢
字
を
蒐
集
し
て
一
覧
し
た
。

こ
れ
ら
と
、
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
の
準
仮
名
漢
字
と
を
比
較
す
る
と
、

や
は
り
字
種
も
訓
も
、
そ
の
働
き
も
共
通
す
る
。
そ
の
例
の
幾
つ
か
を
古
辞

書
・
音
義
等
の
方
か
ら
示
す
。

〔
明
（
ア
キ
ラ
カ
）
〕
　
詳
明
也
（
日
本
霊
異
記
上
序
廿
四
）

〔
出
（
イ
ヅ
・
イ
ダ
ス
）
〕
　
輸
出
（
日
本
霊
異
記
下
十
四
）

碕
石
乃
出
l
太
留
佐
支
（
新
撰
字
鏡
五
・
二
六
オ
）

〔
入
（
イ
ル
）
）
　
繋
綿
和
多
入
l
（
同
十
二
二
元
オ
）

〔
心
（
コ
コ
ロ
）
〕
　
熟
腹
心
奈
加
志
（
同
十
二
二
二
パ
オ
）

1
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志
心
上
音
子
訓
心
刺
也
（
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
）

〔
高
（
タ
カ
）
）
．
嘩
盈
莞
薔
抽
夜
（
新
技
字
鏡
二
・
一
四
ウ
）

〔
立
（
ク
ツ
）
〕
　
躇
時
剖
豆
万
豆
久
（
同
十
二
・
二
三
オ
）

そ
の
共
通
す
る
準
仮
名
漢
字
は
二
十
七
字
で
、
そ
の
字
種
と
訓
は
左
の
通
り
で

あ
る
。明

（
ア
キ
ラ
カ
）
　
顕
（
ア
ラ
ハ
ス
）
　
出
（
イ
ヅ
・
イ
ダ
ス
）
　
入
（
イ
ル
）
　
打

（
ウ
ツ
）
　
及
（
オ
ヨ
プ
）
　
心
（
コ
コ
ロ
）
　
如
（
ゴ
ト
シ
）
　
不
（
ズ
）
　
即
（
ス

ナ
ハ
チ
）
　
高
（
タ
カ
）
　
立
（
ク
ツ
）
　
作
（
ツ
ク
ル
）
　
謹
（
ツ
ツ
シ
ム
）
　
取

（
ト
ル
）
　
光
（
ヒ
カ
リ
）
　
引
（
ヒ
ク
）
　
人
（
ヒ
ト
）
　
開
（
ヒ
ラ
ク
）
　
又
（
マ

タ
）
　
道
（
、
、
、
チ
）
　
昆
（
ミ
ル
）
　
本
（
モ
ト
）
　
宿
（
ヤ
ド
ル
）
　
病
（
ヤ
マ
ヒ
）

依
（
ヨ
ル
）
　
我
（
ヮ
レ
）

大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
に
用
い
ら
れ
た
準
仮
名
漢
字
五
十
三
字
の
う
ち
、
残

る
二
十
六
字
は
、
古
辞
書
等
に
未
だ
用
例
を
見
出
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
古
辞
書
等
と
共
通
す
る
字
種
を
、
先
指
の
平
安
初
期
訓
点
資
料
と
共
通

す
る
と
し
て
挙
げ
た
字
種
と
比
べ
る
と
、
三
分
の
二
強
が
一
致
し
て
い
る
。
残

る
も
の
に
も
矛
盾
は
見
ら
れ
な
い
。
古
辞
書
等
に
お
け
る
、
準
仮
名
漢
字
も

亦
、
訓
点
資
料
の
そ
れ
と
同
じ
基
盤
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
冠
わ
れ
る
。

こ
う
見
て
来
る
と
、
こ
の
種
の
漢
字
の
基
盤
は
意
外
に
広
く
深
い
の
か
も
知

れ
な
い
。
そ
の
全
容
を
知
る
た
め
に
は
右
の
よ
う
な
作
業
を
も
っ
と
多
く
の
文

献
に
当
っ
て
繰
返
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
現
段
階
で
言
え
る
こ
と

は
、
一
つ
に
、
こ
の
種
の
漢
字
の
担
っ
て
い
る
訓
は
特
定
の
も
の
で
あ
っ
て
、

観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
に
見
る
よ
う
な
一
漢
字
多
訓
と
は
質
の
異
な
る
も
の
で

あ
る
。
二
つ
に
は
、
こ
の
種
の
漢
字
は
そ
の
漢
字
の
担
う
訓
を
媒
介
と
し
て
、

日
本
語
を
漢
字
で
書
き
表
す
、
と
い
う
場
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

日
本
語
を
漢
字
で
書
き
表
す
場
は
、
平
安
時
代
ま
で
に
は
多
か
っ
た
。
和
北

漢
文
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
所
定
の
訓
を
担
っ
た
漢
字
の
群
乃
至
は
組

織
が
存
在
し
た
な
ら
ば
、
和
化
漢
文
の
漢
字
の
基
本
を
な
し
中
核
と
な
っ
た
の

は
こ
の
種
の
漢
字
で
あ
っ
た
ろ
う
。
平
・
片
仮
名
文
の
成
立
以
前
に
は
、
準
仮
名

漢
字
は
そ
の
役
割
を
大
き
く
果
し
た
に
違
い
な
い
。
準
仮
名
漢
字
が
訓
点
や
古

辞
書
の
訓
だ
け
で
な
く
、
和
化
漢
文
に
用
い
ら
れ
た
か
否
か
は
今
後
の
検
証
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
準
仮
名
漢
字
の
組
織
内
で
は
、
類
義
字
が
別
訓

ゴ
ト
シ

と
し
て
よ
み
分
け
ら
れ
る
原
則
が
必
然
的
に
生
じ
、
比
況
の
諸
字
が
「
如
・

モ

シ

　

ナ

ホ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

ム

　

ツ

カ

フ

　

ツ

〃

ハ

ス

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注

1

1

若
・
猶
」
等
、
使
役
の
諸
字
が
「
令
・
使
・
遣
」
等
に
使
い
分
け
ら
れ
る
と
い

う
よ
う
な
点
を
目
安
と
す
れ
ば
、
和
化
漢
文
の
多
く
は
そ
の
よ
う
な
使
い
分
け

注
1
2

を
持
っ
て
お
り
、
湖
っ
て
上
代
の
古
事
記
や
木
簡
等
の
用
字
法
も
そ
う
で
あ
る

こ
と
が
分
る
。
記
録
文
や
片
仮
名
文
中
に
「
ゴ
ト
シ
」
は
「
如
」
字
専
用
、

「
シ
ム
」
は
「
令
」
字
専
用
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
、
こ
れ
と
関
連
す
る
事
象

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
断
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
訓
点
や
古
辞
書
等
の
準
仮
名
漢
字
の
使

用
は
、
時
代
の
上
で
は
、
平
安
初
期
・
中
期
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
院

政
・
鎌
倉
時
代
に
は
衰
退
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
の
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点

の
娼
名
漢
字
は
、
同
じ
大
唐
西
域
記
巻
十
二
の
醍
醐
寺
蔵
建
保
二
年
（
三

一
四
）
点
で
全
部
無
く
な
り
、
同
訓
の
箇
所
は
次
例
の
よ
う
に
、
片
仮
名
表
記

に
変
っ
て
い
る
。
（
注
2
の
例
も
同
例
で
あ
る
）

テ

　

　

ニ

シ

テ

　

　

　

チ

マ

タ

ミ
　
（
嶺
）
極
崇
㌔
峻
　
危
－
障
岐
傾

タ
カ
タ
　
タ
カ
シ
　
ア
ヤ
フ
グ
　
　
　
　
　
カ
タ
7
ヰ
テ

ア
ツ
マ
ッ
　
チ
ム
ラ
カ
レ
コ
テ

摂
l
立
叢
l
倍

平
安
初
期
訓
点
資
料
に
用
い
ら
れ
た
準
仮
名
漢
字
も
同
桜
で
あ
っ
て
、
例
え
ば

金
剛
波
若
経
集
験
記
に
つ
い
て
平
安
初
期
点
（
石
山
寺
本
・
天
理
本
）
　
の
準
仮

名
葦
が
、
輪
王
寺
蔵
天
永
四
年
（
一
二
三
）
適
で
は
全
部
無
く
な
り
、
．
同

22



察考．のて
ヽ，

Vつこ遷変び及応対のと訓のそと字漠

罰
の
箇
所
は
や
は
り
次
例
の
よ
う
に
片
仮
名
表
記
に
変
っ
て
い
る
。

此
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
る
コ
レ
ニ

神
霊
勝
レ
伊
（
石
山
寺
木
上
2
2
9
ウ
）
　
－
神
霊
勝
レ
伊
（
天
永
四
年
点
）

如
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
ク
シ
テ
　
　
　
の

亦
猶
二
洪
長
一
（
同
右
序
オ
）
　
－
　
亦
猶
一
一
洪
－
鎧
●
　
（
同
右
）

至
水
難
（
同
右
m
ウ
）
－
事
永
次
一
（
同
右
）

の
ホ
ト
リ
ニ

報
軋
評
之
路
一
（
天
理
本
中
宮
）
－
式
二
広
普
賢
之
路
一
（
同
右
）

モ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
と

母

也

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

八

、

カ

　

　

　

ナ

シ

蔑
年
坦
二
時
（
石
山
寺
太
上
2
3
ウ
）
　
－
　
嬢
年
坦
二
時
（
同
右
）

こ
の
変
化
は
一
時
に
急
速
に
起
っ
た
の
で
な
く
徐
々
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
院
政
期
・
鎌
倉
時
代
に
降
る
と
次
第
に
大
勢
は
仮
名
表
記
に
移
っ
て
行

ノ
＼
0

古
辞
書
等
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
図
書
寮
本
類
衆
名
義
抄
の
和
訓

は
原
典
の
表
記
を
忠
実
に
引
用
し
て
い
る
か
ら
、

風
㌍
翠
崇
染
弓
（
四
一
真

東
極
川
云
判
乃
莞
波
馳
讐
三
九
喜

一
忽
錯
縞
鯛
墾
害
糸
名
し
（
二
七
童

の
和
訓
表
記
は
原
典
の
和
名
類
衆
抄
（
這
円
本
・
箋
注
本
）
・
成
唯
識
論
述
記

序
釈
（
大
正
新
倍
大
蔵
経
）
と
一
致
す
る
が
、
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
で
は
、

盈
照
晶
（
掌
一
六
）

乗
泥
㌶
㌫
ヒ
（
法
上
三
八
）

一
忽
ヒ
ト
ヨ
リ
ノ
有
＝
（
法
申
八
三
）

の
よ
う
に
、
一
部
は
漢
字
表
記
を
伝
存
す
る
が
、
他
は
片
仮
名
表
記
に
改
め
て

注
1
5

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
変
化
は
、
準
仮
名
漢
字
が
、
院
政
期
以
降
に
漢
字
で
日
本
語
を
書
記
す

世
界
で
は
全
く
云
渡
し
た
、
と
は
口
伝
で
き
ず
、
p
．
H
H
点
工
具
等
U
の
叫
臼
と
い
う

漢
字
（
主
体
）
に
従
属
し
た
場
の
範
囲
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
で
は
片
仮

名
の
発
達
と
い
う
別
の
要
素
が
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
又
、

次
節
で
述
べ
る
よ
う
な
訓
読
の
場
に
お
け
る
傍
訓
そ
の
も
の
の
変
遷
も
遠
因
と

な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
準
仮
名
漢
字
は
、
訓
点
・
古
辞
書
以
外
の
場
で

は
、
院
政
期
以
降
も
、
記
録
体
や
平
仮
名
文
中
の
漢
字
に
現
れ
る
よ
う
に
、
常

用
の
漢
字
と
し
て
生
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
但
し
そ
こ
で
は
準
仮
名
漢
字

と
し
て
訓
読
の
傍
訓
と
の
区
別
の
意
識
は
平
安
初
期
・
中
期
よ
り
も
薄
れ
て
い

た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
追
究
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

四
　
訓
読
語
史
に
お
け
る
傍
訓
の
変
遷

前
節
で
は
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
の
乙
類
（
無
訓
等
）
の
漢
字
と
傍
記
に

用
い
ら
れ
た
同
一
漢
字
と
を
手
掛
り
と
し
て
眺
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
節
で

は
、
目
を
転
じ
て
甲
類
の
漢
字
の
傍
訓
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
甲
類

の
漢
字
の
訓
は
、
大
唐
西
域
記
の
原
漢
文
を
日
本
語
で
理
解
す
る
に
際
し
て
、

ヽ

　

ヽ

そ
の
よ
み
を
明
示
す
る
た
め
に
附
さ
れ
た
訓
で
あ
る
（
第
二
節
参
照
）
。
そ
の
訓

の
中
に
は
、
今
日
の
筆
者
の
目
か
ら
は
馴
染
み
の
青
い
訓
が
あ
る
。
こ
の
感
じ

を
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ
せ
る
一
方
法
と
し
て
、
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
の

訓
を
、
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
の
所
収
訓
と
比
較
し
て
み
る
。

冬
也
　
坐
ス
　
出
す
　
及
（
ハ
）
　
　
重
ネ
テ
　
高
キ

寒

　

在

　

産

　

　

被

未

　

穿

　

危

ワ

カ

チ

リ

　

　

ミ

ナ

モ

ー

　

イ

タ

ル

　

　

イ

グ

サ

　

　

ツ

イ

テ

　

　

ユ

タ

流

　

派

　

次

　

　

運

　

　

即

　

詣

前
節
に
掲
げ
た
請
訓
の
中
で
も
こ
れ
ら
の
訓
は
そ
の
漢
字
と
の
対
応
に
お
い
て

観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
無
論
、

大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
の
甲
類
の
漢
字
全
体
と
し
て
は
、
類
衆
名
義
抄
の
所

収
訓
と
一
致
す
る
も
の
の
方
却
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
交
っ
て
尚
且
つ
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観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
に
そ
の
訓
の
な
い
漢
字
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

平
安
初
期
訓
点
資
料
に
減
る
な
ら
ば
、
一
致
し
な
い
も
の
が
更
に
多
く
な
っ

て
来
る
。
先
に
筆
者
は
現
存
す
る
平
安
初
期
訓
点
資
料
の
八
十
点
余
か
ら
語
詞

注
1
6

を
蒐
集
し
た
「
平
安
初
期
訓
点
資
料
綜
合
語
彙
索
引
稿
」
を
作
成
し
た
。
こ
の

漢
字
索
引
に
基
い
て
、
平
安
初
期
の
訓
を
観
智
院
本
類
麦
名
義
抄
所
収
訓
（
噛
湖

畔
点
）
と
比
較
す
る
と
、
相
違
が
大
き
い
。
例
え
ば
「
求
」
字
の
訓
は
、
平
安
初

期
の
訓
に
は
、
延
べ
数
は
措
き
異
な
り
だ
け
を
示
す
と
、

ア
ト
フ
　
ー
　
求
ア
ト
フ
（
金
剛
波
若
経
集
験
記
石
山
寺
木
上
3
0
6
ウ
）

ネ

カ

ヒ

　

を

ネ
ガ
フ
　
ー
　
求
レ
楽
（
地
蔵
十
輪
経
元
屋
七
年
点
東
大
寺
本
巻
一
望

ノ
ム

ノ
　
ム
　
ー
　
宝
貨
求
レ
典
寅
主
也
（
金
剛
波
若
経
集
験
記
石
山
寺
木
上
即
ウ
）

礼
拝
求
請
ノ
ム
　
（
同
右
2
6
5
ウ
）

ノ
マ
ク
　
ー
　
求
守
ノ
マ
ク
鬼
（
同
右
3
3
ウ
）

イ

ノ

ル

イ
ノ
ル
　
ー
求
コ
蒋
神
祇
一
l
（
大
智
皮
論
天
安
点
）

す

n

ソ

　

を

メ

　

を

モ
ト
ム
　
ー
　
貪
レ
利
求
レ
財
（
地
蔵
十
輪
経
元
慶
七
年
点
東
大
寺
本
巻
四
2
2
）

ひ

　

む

と

も

欲
求
　
（
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
巻
六
1
1
6
・
巻
八

川
）

ム
ル
に
（
ヌ
）
も
の
を

求
レ
非
二
　
薬
草
】
　
（
小
川
木
原
経
四
分
律
古
点
甲
本
⑳
2
2
）

れ

ど

　

　

　

を

求
二
元
上
道
t
（
大
智
皮
論
天
安
点
）

の
六
訓
が
認
め
ら
れ
る
（
雛
の
加
計
報
霜
霊
場
川
）
。
こ
の
「
求
」
は
図
書
寮

本
に
は
単
字
と
し
て
の
和
訓
を
見
な
い
が
、
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
に
は
、

求
モ
ト
ム
ヲ
㌘
（
憎
下
一
〇
八
）
　
求
守
ヨ
リ
ツ
タ
（
法
下
五
三
）

が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
右
の
訓
の
み
で
「
ア
ト
フ
」
「
ネ
ガ
フ
」
「
ノ

ム
」
「
ノ
マ
ク
」
「
イ
ノ
ル
」
の
訓
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
又
、
「
清
」
字
の
訓
は
、

き

キ
ヨ
シ
　
ー
　
清
風
（
地
蔵
十
輪
堅
元
屋
七
年
点
東
大
寺
本
序
4
2
）

グ

　

リ

て

声
清
徹
　
（
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
盲
点
巻
十
堅

は

　

し

一
括
（
山
田
本
観
弥
勒
上
生
鬼
率
天
経
費
盲
点
）

メ

キ
ヨ
ム
　
ー
　
意
清
（
沙
門
勝
道
歴
山
璧
玄
珠
碑
文
古
点
）

サ
ヤ
ケ
キ

サ
ヤ
ケ
シ
　
ー
　
活
　
（
金
剛
波
若
経
築
験
記
石
山
寺
木
上
2
8
1
ウ
）

ス

ス

キ

　

　

　

か

ー

ス
ス
グ
　
ー
　
清
二
宿
－
疾
一
（
地
蔵
十
輪
経
元
座
七
年
点
序
9
）

盛
也
に
ユ
タ
カ
に
し
て

サ
カ
リ
ナ
リ
　
ー
　
国
土
活
　
泰
　
　
（
飯
室
切
金
光
明
最
勝
王
経
註
釈
古
点

巻
六
）

が
見
出
さ
れ
る
。
図
書
寮
本
に
は
（
邦
語
竃
出
し
て
示
す
）
、

清
浄
上
…
イ
サ
キ
ヨ
シ
賓
　
ス
ム
　
キ
ヨ
ム
畏
（
〓
頁
5
）

と
あ
り
、
観
智
院
本
類
緊
名
義
抄
に
は
、

清
書
㌢
㌻
㍗
㌘
寄
り
豊
”
カ
ハ
ヤ
（
法
上
二
三
）

と
九
訓
が
収
め
て
あ
る
が
、
「
サ
ヤ
ケ
シ
」
「
ス
ス
グ
」
「
サ
カ
リ
ナ
リ
」
の
訓

は
見
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
水
部
の
漢
字
に
つ
い
て
平
安
初
期
訓
点
資
料
の

訓
と
類
衆
名
義
抄
（
図
書
寮
本
・
観
智
院
本
）
所
収
訓
と
を
、
共
通
す
る
漢
字

一
四
五
字
に
つ
い
て
比
較
す
る
。
紙
幅
の
都
合
で
、
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
に

は
見
ら
れ
る
が
類
爽
名
義
抄
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
訓
の
み
を
掲
げ
る
。
出

典
名
を
省
き
、
類
衆
名
義
抄
形
式
で
表
示
す
る
。
（
訟
㌫
託
批
紹
認
鰭
抽

酢
璧
誌
㌫
鐸
紺
震
す
）

氷
（
コ
ホ
）
れ
ル
　
永
（
ト
コ
シ
ナ
へ
）
に
　
汁
ユ
ス
ル
　
求
ア
ト
フ
　
ネ
ガ
フ
　
ノ
ム
　
ノ
マ
ク

注
1
7

ィ
ノ
ル
（
型
　
汗
ア
セ
ツ
カ
フ
　
汗
ウ
ル
ホ
ス
　
ク
ポ
ミ
テ
　
汝
イ
（
マ
シ
）
　
決
カ
タ
ル

沃
ウ
ル
フ
　
コ
ユ
沖
シ
ツ
カ
ナ
リ
　
沙
イ
サ
（
ゴ
）
　
決
ミ
ヅ
ノ
ア
ワ
　
地
底
（
ア
ブ
∵
フ

（
ツ
）
ケ
ル
モ
ノ
（
塑
　
治
打
也
（
ウ
ツ
）
　
知
て
（
シ
ル
）
　
況
（
イ
ハ
ム
）
ヤ
　
芝
ホ
ヵ
リ
サ
マ
ナ
ル

（
型
泣
（
シ
ホ
タ
）
リ
（
図
）
　
泥
ヒ
ヂ
ノ
。
洗
ア
ラ
ハ
フ
　
拾
ウ
ル
（
ホ
）
シ
て
　
流
年

す
〔
ナ
ガ
ル
　
浮
浪
ウ
カ
レ
ヒ
ト
（
塑
　
海
部
峯
ア
マ
へ
ノ
ミ
ネ
（
整
　
浸
ヤ
、
タ
ヌ
レ

は
一
致
〕
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タ
ル
浸
爛
欝
蒜
軒
消
（
ケ
）
ツ
ケ
渉
設
置
致
〕
往
也
液
ウ
ル
ヘ
リ

涼
サ
ム
シ
　
於
泥
泥
也
（
ヒ
ヂ
）
（
塑
　
浄
（
キ
ヨ
ラ
カ
）
に
　
浄
潔
キ
ラ
、
、
シ
ク
（
熱
　
論

望
ッ
ハ
ル
竺
　
探
訪
壁
致
〕
活
キ
ヨ
ム
（
堅
サ
ヤ
ケ
キ
ス
ス
グ
慧
（
サ

カ
リ
）
滝
へ
タ
て
添
カ
タ
シ
ナ
福
淳
沼
也
（
ヌ
）
渡
霊
草
致
〕
灰
l
渥
ハ
ヒ

注
1
9

（
竺
　
測
た
（
ヅ
ヌ
）
　
湊
急
ハ
ヤ
ル
（
塑
　
敵
サ
ハ
　
清
音
キ
　
溢
ウ
カ
フ
　
タ
、
フ

溺
崇
へ
か
は
一
致
〕
望
ヒ
。
ル
　
滅
ケ
ツ
オ
ト
ス
　
滋
マ
ス
モ
シ
　
攣
ラ
カ

ス
　
滑
ナ
ヒ
ラ
カ
に
　
滞
ト
ヾ
モ
ル
　
渉
然
サ
メ
キ
テ
（
塑
　
ヒ
ラ
ケ
テ
（
塑
　
滴
ッ
ビ

溝
ミ
チ
イ
ク
漁
魚
玖
漂
牢
㍉
霊
は
一
致
〕
漂
青
ッ
、
ラ
カ
三
熟
）
　
漏
ウ
（
ル
）
ホ

フ
ヌ
″
モ
リ
詔
漠
落
オ
ロ
ソ
カ
（
整
提
ッ
、
ム
ト
ラ
ヒ
テ
散
也
（
チ
ル
）
ホ
ド

コ
ル
　
漱
ロ
ク
チ
ア
ラ
フ
（
熟
）
　
潔
キ
ラ
〈
シ
（
図
）
　
潜
オ
ロ
シ
テ
　
潜
水
カ
ク
レ
水
也

（
熟
）
　
潜
流
カ
ク
レ
水
也
（
熟
）
　
澗
サ
ハ
　
潤
ニ
ホ
フ
　
滋
賀
が
一
致
〕
　
漬
ウ
ル
ホ
フ

ヌ
ラ
ス
　
操
浴
カ
ハ
ア
ミ
テ
（
熟
）
濃
勺
わ
が
一
試
グ
ッ
宗
フ
激
チ
ラ
ス
チ
ル

泣
ウ
ル
ホ
す
サ
ハ
　
ヌ
ラ
ス
　
討
青
ッ
、
ラ
空
シ
テ
（
熱
）
　
済
助
也
（
タ
ス
ク
〉
　
窟
ウ
ル

ホ
ス
　
言
ヤ
カ
ナ
リ
　
躍
ケ
ガ
ス
　
ソ
、
ク
　
港
ッ
ル
ベ

こ
の
よ
う
に
多
量
の
訓
が
収
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
他
の
部
首
の
漢
字
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訓
を
類
衆
名
義
抄
所
載
の
訓
と
併
せ
る
な
ら

ば
、
各
ミ
の
漢
字
に
予
想
以
上
に
多
く
の
和
訓
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

海
彼
の
中
国
成
立
の
漢
文
等
を
訓
読
に
よ
っ
て
理
解
す
る
、
と
い
う
場
で
は
、

中
国
に
お
け
る
漢
字
の
意
味
用
法
の
差
に
加
え
て
、
日
本
に
お
け
る
理
解
の
度

合
、
就
中
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
訓
読
方
針
の
違
い
等
に
よ
っ
て
実
に

多
く
の
訓
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
表
記
の
場
に
お
け
る
準
仮
名
漢

字
の
訓
が
狭
く
限
ら
れ
て
い
た
の
に
比
べ
る
と
、
大
き
な
相
違
と
見
ら
れ
る
。

右
に
挙
げ
た
訓
の
性
格
を
見
る
に
、
「
求
ノ
ム
」
「
浸
ヤ
、
ク
」
「
溺
オ
ホ
、
ス
」
の

よ
う
に
古
形
の
も
の
や
二
洗
、
・
、
ツ
ノ
ア
ワ
」
「
導
、
チ
イ
ク
」
「
甫
モ
リ
デ
ヌ
」
等
の
よ
う

に
二
つ
以
上
の
単
純
語
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
「
芝
ホ
ヵ
リ
サ
マ
ナ
ル
」
「
輪

澤
マ
ッ
ハ
ル
」
「
灰
渥
ハ
ヒ
」
等
の
よ
う
に
二
字
の
漢
字
を
一
つ
の
単
純
語
で
訓
む

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
後
二
者
は
院
政
・
鎌
倉
時
代
に
は
、
日
本
書
紀
音
訓

注
2
1

の
よ
う
な
特
殊
な
場
合
以
外
に
は
一
般
に
は
衰
退
す
る
訓
法
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
漢
文
訓
読
語
史
の
知
見
が
必
要
と
な
る
。
平
安
初
期
の
訓
読
方
法

は
、
漢
文
を
文
全
体
と
し
て
把
え
、
こ
れ
に
日
本
語
の
文
を
対
応
さ
せ
る
形
で

理
解
し
訓
読
す
る
。
個
々
の
漢
字
に
対
す
る
訓
は
、
後
世
程
に
は
密
着
性
が
強

く
な
く
、
文
脈
に
依
っ
て
よ
り
近
い
日
本
語
を
選
び
出
す
か
ら
、
個
別
的
と
も

い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
院
政
・
鎌
倉
時
代
に
は
漢
字
一
字
ご
と
の
訓
が
固

定
し
て
行
く
傾
向
が
強
く
、
漢
文
は
そ
の
各
々
の
漢
字
の
訓
の
集
合
と
し
て
訓

注
2
2

読
さ
れ
る
原
則
が
あ
る
。
こ
の
変
遷
の
原
理
は
、
助
字
の
訓
法
や
読
添
語
や
副

詞
の
呼
応
な
ど
諸
現
象
に
一
様
に
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
、
同
漢
字
異
訓

が
同
漢
字
同
訓
に
変
る
現
象
を
例
示
す
る
。
金
剛
波
若
経
集
験
記
の
平
安
初
期

点
で
は
、
「
過
」
字
の
動
詞
と
し
て
の
訓
に
は
、

引
之
而
過
叫
列
（
石
山
寺
本
望

王
前
唱
メ
シ
笥
（
石
山
寺
本
埜

死
引
潮
月
刊
可
列
（
石
山
寺
本
響

王
前
閲
過
ミ
ワ
タ
セ
ハ

（
石
山
寺
本
3
5
8
）

既
盈
錘
ル
）
の
擁
之
サ
フ
（
天
理
本
3
1
7
）

乗
駅
ハ
イ
マ
従
梓
州
習
引
（
天
理
本
3
7
）

の
よ
う
に
、
種
々
の
訓
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
過
」
字
に
「
渡
也
」
「
経
歴
」
「
輸
」

「
猶
至
也
」
「
去
也
」
「
越
也
」
等
の
意
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
日
本
語
の
訓

を
当
て
て
い
た
結
果
で
あ
る
。
訓
が
文
脈
上
の
解
釈
を
も
担
い
表
し
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
院
政
期
の
天
永
四
年
点
で
は
同
文
の
同
箇
所
を
、
画
一
的
に

「
ス
グ
」
と
い
う
一
訓
で
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

の

　

て

－

－

－

－

　

　

　

　

し

て

き

　

ー

引
之
而
笥
（
三
二
ウ
）
　
王
前
唱
退
く
（
二
七
ウ
）
　
死
　
引
過
て
（
二

九
オ
）
王
前
賢
妻
二
七
オ
）
既
過
て
伯
擁
之
（
七
四
ウ
）
乗
駅
従
梓

．

　

一

　

　

　

ち

州
曹
（
八
九
オ
）

「
退
く
」
「
過
て
」
と
い
う
語
尾
等
の
送
り
方
は
、
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
な

ど
の
準
仮
名
漢
字
の
動
詞
の
そ
れ
に
通
ず
る
。
現
に
、
平
安
初
期
点
で
は
・

不
レ
途
二
詞
）
旬
日
二
石
山
寺
本
望

注
2
3

の
よ
う
に
、
「
ス
グ
」
を
表
す
準
仮
名
漢
字
と
し
て
用
い
て
い
る
。
観
智
院
本

類
衆
名
義
抄
に
は
、

り

過
㌶
ル
ヨ
霊
二
㍍
マ
㌢
ヲ
。
タ
ル
（
仏
上
五
七
）

に
見
る
よ
う
に
歩
行
の
動
詞
の
訓
は
四
語
収
め
る
が
、
平
安
初
期
の
訓
の
「
ユ

ク
」
「
ミ
チ
ユ
ク
」
「
、
、
、
ワ
タ
ス
」
「
イ
タ
ル
」
の
訓
は
収
め
て
い
な
い
。
し
か

も
、
院
政
期
の
実
際
の
訓
読
で
は
「
ス
グ
」
一
訓
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
例
は
他
に
も
砂
く
な
い
。

院
政
期
の
訓
点
資
料
の
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵

法
師
伝
古
点
の
訓
を
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
所
収
訓
と
比
較
す
る
。
便
宜
上
こ

こ
で
も
水
郭
の
漠
字
を
取
上
げ
る
。
築
島
裕
博
士
の
漢
字
翫
に
よ
る
と
宇

三
字
が
数
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
「
溝
袴
タ
マ
リ
ミ
ヅ
」
等
の
二
字
熟
字
＋
二
語

は
類
衆
名
義
抄
に
所
載
さ
れ
ぬ
も
の
が
多
い
か
ら
除
き
、
単
字
に
つ
い
て
そ
れ

注
2
5

ぞ
れ
の
和
訓
の
数
を
見
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
漢
字
に
一
訓
だ
け
の
も
の
…
…
…
七
十
字

一
漢
字
に
二
訓
あ
る
も
の
…
…
…
三
一
十
三
字

一
漢
字
に
三
訓
以
上
あ
る
も
の
：
つ
十
六
字

こ
の
う
ち
、
一
漢
字
に
一
訓
の
も
の
の
訓
を
、
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
と
比
べ

る
と
六
十
四
字
が
〓
敦
す
る
（
譜
錮
鴫
撃
琶

水
ミ
ツ
2
　
氷
。
ホ
リ
2
　
永
ナ
ガ
シ
5
　
求
モ
ト
ム
3
…
油
ア
プ
ラ
5
　
治
ヲ
サ
ム
1
2

清
ウ
ル
フ
7
…
温
ア
ク
タ
カ
8
　
渡
ヤ
ウ
ヤ
ク
1
2
　
甜
ハ
カ
ル
…

の
よ
う
で
あ
る
。
一
致
し
な
い
エ
バ
字
は
、

挽
ナ
ミ
（
名
義
抄
に
和
訓
な
し
）
　
洋
シ
ヅ
カ
　
淫
シ
タ
が
フ
　
泰
ヤ
ス
ラ
カ
　
沙
ス

ナ
　
澤
フ
ル
フ
（
「
拝
」
の
誤
字
か
）

∬
鍔
翼
に
調
…
縞
招
銅
的
鑓
頂
は
妻

沖
パ
ル
カ
　
滋
イ
ヨ
イ
ヨ
　
断
イ
ル
　
激
チ
ル
　
パ
ケ
マ
ス
　
湿
ヌ
ル

平
安
初
期
の
訓
に
比
べ
て
、
古
辞
書
所
収
の
一
般
的
な
訓
の
使
用
の
多
い
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
半
数
以
上
が
、
一
漢
字
一
訓
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

金
剛
波
若
経
集
験
記
天
永
点
の
「
過
＝
ス
グ
」
の
訓
の
在
り
方
が
、
当
時
の

訓
読
の
そ
れ
を
代
表
し
て
い
る
と
は
、
一
概
に
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
訓
読

に
は
漢
籍
・
仏
重
言
れ
ぞ
れ
に
訓
法
を
伝
承
す
る
学
問
環
境
の
相
違
な
ど
を
反

映
し
て
複
雑
な
事
情
も
あ
り
、
細
部
に
亘
っ
て
は
今
後
の
究
明
が
必
要
で
あ
る

が
、
変
遷
の
趨
勢
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

漢
文
を
理
解
す
る
と
い
う
、
訓
読
の
場
に
お
い
て
も
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ

一
漢
字
が
一
訓
の
方
向
を
強
め
る
と
な
る
と
、
一
定
訓
を
担
う
漢
字
を
使
っ
て

日
本
語
を
古
く
場
に
お
い
て
見
ら
れ
た
漢
字
・
訓
の
関
係
と
接
近
し
、
両
者
の

差
は
、
少
く
と
も
平
安
初
期
・
中
期
よ
り
は
少
く
な
っ
て
行
く
に
違
い
な
い
。

中
に
は
「
過
＝
ス
グ
」
の
よ
う
に
両
者
が
一
致
す
る
も
の
も
多
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
両
者
の
接
近
し
、
交
流
す
る
実
態
石
、
文
献
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
の

も
今
後
の
一
っ
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
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五
　
終
　
　
り
　
　
に

以
上
の
作
業
は
、
漢
字
を
以
て
日
本
語
を
表
現
し
、
理
解
す
る
問
題
に
閑

し
、
一
つ
の
分
析
と
そ
れ
に
基
く
見
通
し
に
つ
い
て
の
小
さ
な
営
み
で
あ
る
。

見
通
し
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
数
年
問
に
題
め
え
た
十
篇
余
の
小
稿
を
総
べ
る

方
向
で
立
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
筆
者
の
希
求
と
い
う
方
が
ふ

さ
わ
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
二
百
で
標
題
を
与
え
る
と
す

れ
ば
、
「
字
訓
史
の
一
課
題
」
と
な
ろ
う
か
。
し
か
し
「
字
訓
史
」
に
十
分
な

説
明
と
共
通
理
解
の
出
来
て
い
な
い
現
状
に
鑑
み
て
、
作
業
内
容
の
ま
ま
に
、

標
題
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
小
稿
が
、
将
来
の
課
題
に
向

メ

　

　

　

　

　

　

　

u

H

一

つ

．

▼

．

音
波
刺
斯
国
の
王
婦
を
漠
－
土
に
要
　
迎
へ
帰
シ
て
（
1
6
8
行
）

に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

取
テ
　
　
〔
音
〕

察
　
う
、

考．∽

　

注

1

ヽ
．

I
Vつこ辺変び及応対のと訓のそと字瑛

呼
び
水
と
な
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。

注
2

興
聖
禅
寺
蔵
大
唐
西
域
記
巻
第
十
二
平
安
中
期
点
に
つ
い
て
は
、
早
く

富
沢
義
則
博
士
の
紹
介
（
井
々
竹
添
先
生
遺
愛
唐
砂
漢
書
楊
雄
伝
訓
点
」

「
視
点
源
流
考
」
）
が
あ
り
、
又
「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
」
誌
で
、
富
田
金

彦
氏
（
「
訓
点
拾
遺
五
題
」
十
一
輯
）
、
曽
田
文
雄
氏
（
「
輿
望
寺
本
大
唐

西
域
記
巻
第
十
二
の
朱
点
」
十
一
栂
、
「
興
聖
寺
本
大
唐
西
域
記
巻
第
十

二
併
解
読
文
」
十
四
輯
）
　
の
考
察
や
訓
読
文
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

に
導
か
れ
て
、
筆
者
も
、
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
に
築
島
裕
博
士
と
原
本

調
査
を
行
い
、
同
博
士
の
移
点
資
料
に
基
き
、
検
討
を
加
え
つ
つ
、
昭
和

五
十
一
年
三
月
に
再
度
の
原
本
調
査
を
遂
げ
て
、
全
文
の
訓
下
し
文
を
作

成
し
胎
写
池
印
し
、
更
に
語
彙
索
引
を
作
成
し
た
。
原
本
調
査
に
は
菅
原

範
夫
氏
、
訓
下
し
文
作
成
に
は
同
氏
の
他
、
町
博
光
氏
の
協
力
を
得
た
。

本
資
料
の
訓
読
法
全
般
に
つ
い
て
は
別
に
発
表
す
る
（
『
川
瀬
一
馬
博
士

喜
寿
記
念
論
文
集
』
所
収
）
。

「
取
也
」
は
大
唐
西
域
記
平
安
中
期
点
で
は
「
取
」
と
し
て
次
の
よ
う

醍
醐
寺
蔵
大
唐
西
域
記
巻
十
二
建
保
二
年
点
で
も
こ
の
箇
所
を
「
要
婦
漠

土
」
と
訓
読
し
て
お
り
、
「
取
テ
」
は
「
ト
リ
テ
」
の
訓
を
表
す
と
見
ら

れ
る
。ウ

注
3
　
「
得
之
」
（
9
7
1
3
9
）
の
終
止
形
の
二
例
に
は
傍
訓
が
あ
る
。
「
得
」
の
十

ズ

五
例
中
の
例
外
に
な
る
。
同
種
の
字
に
「
不
」
か
あ
る
が
、
他
に
は
違
例

は
認
め
ら
れ
な
い
。

注
4
　
拙
稿
「
語
沙
弥
十
戒
威
儀
経
平
安
中
期
角
筆
点
続
稿
」
（
『
佐
伯
梅
友

先
生
喜
寿
記
念
国
語
学
論
集
』
所
収
、
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
）

注
5
　
拙
稿
「
将
門
記
に
お
け
る
漢
字
の
用
法
1
－
和
化
湊
文
と
そ
の
訓
読
と
の
相
関
の

問
題
1
」
（
山
岸
徳
平
霜
『
日
本
漢
文
学
史
論
考
』
所
収
、
昭
和
四
十
九

年
十
一
月
）

拙
稿
「
高
山
寺
本
古
往
来
に
お
け
る
漢
字
の
用
法
上
の
性
格
－
振
仮
名
の

有
無
を
手
懸
り
と
す
る
考
察
－
」
（
国
文
学
故
五
十
七
号
、
昭
和
四
十
六
年
十
一

月
）

注
6
　
築
島
裕
『
詔
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
．
研
究

歴
一
二
頁
。
本
書
で
は
第
一
節
「
傍
訓
注
記
に
つ
い
て
の
一
傾
向
」
で

片
仮
名
に
よ
る
完
全
附
訓
と
無
訓
と
が
字
種
を
別
に
す
る
傾
向
の
あ
る
こ

と
、
竺
l
節
「
漢
字
に
よ
る
語
義
の
注
記
」
で
、
漢
字
が
、
語
義
の
注
の

他
に
、
意
味
を
示
す
と
同
時
に
訓
法
を
も
示
す
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
、
「
必
ず
し
も
全
く
例
外
無
し
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
く
、
又

未
だ
十
分
解
明
し
得
な
い
点
も
あ
る
け
れ
ど
も
」
と
さ
れ
乍
ら
も
、
H
漢

字
に
よ
っ
て
「
有
訓
」
の
も
の
と
「
無
訓
」
の
も
の
と
が
相
当
程
度
ま
で

区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
⇔
注
記
の
漢
字
は
、
大
部
分
が
「
無
訓
」
字
で

あ
る
こ
と
、
膚
注
記
の
漢
字
は
、
大
部
分
が
一
定
字
（
「
ヨ
ル
」
で
は
「
依
」
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注
7

注
8

注
9

注
1
0

注
1
1

注
1
2

注
1
3

注
1
5

注
1
6

一
字
）
　
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

小
稿
は
大
唐
西
城
記
平
安
中
期
点
の
語
彙
索
引
に
基
き
独
自
の
分
析
に
出

た
も
の
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
右
の
御
説
の
追
試
が
出
来
た
こ
と
を
幸

い
と
す
る
。
た
だ
濁
っ
て
、
平
安
中
期
に
顕
著
な
現
象
が
既
に
存
し
た
こ

と
、
諸
事
象
相
互
の
開
運
を
通
し
て
、
注
記
の
洪
字
を
書
記
の
場
に
お
け

る
訓
漢
字
と
の
関
係
に
お
い
て
把
え
よ
う
と
し
た
所
に
力
点
が
あ
る
。

拙
稿
「
訓
点
資
料
の
訓
字
に
つ
い
て
」
　
（
文
学
語
学
五
八
号
、
昭
和
四

十
五
年
十
二
月
）

拙
稿
『
訓
洪
字
一
覧
　
（
第
一
部
傍
訓
）
』
（
池
印
）
　
昭
和
四
十
五
年
十
二

月

拙
稿
「
新
撰
字
鏡
に
お
け
る
和
訓
表
記
の
漢
字
に
つ
い
て
」
　
（
文
学
四

十
二
巻
六
号
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
）

拙
稿
『
訓
漢
字
〓
見
　
（
算
三
部
音
義
・
古
辞
書
・
訓
注
）
』
（
池
印
）
　
昭

和
四
十
六
年
七
月

拙
稿
「
上
代
に
お
け
る
書
記
用
漢
字
の
訓
の
体
系
」
　
（
国
語
と
国
文
学
、

昭
和
四
十
五
年
十
月
）
、
及
び
注
5
、
7
の
文
献
で
言
及
し
た
。

拙
稿
「
平
城
宮
木
筒
の
漢
字
用
法
と
古
事
記
の
用
字
法
」
　
（
『
石
井
庄
司

博
士
喜
寿
記
念
上
代
文
学
論
究
』
所
収
）

建
保
二
年
十
一
月
晦
日
に
醍
醐
寺
座
主
探
賢
が
書
写
し
、
石
山
寺
経
蔵

本
を
移
点
し
た
識
語
が
あ
る
。
原
本
調
査
を
し
た
が
、
こ
の
用
例
は
築
島

裕
博
士
の
調
査
移
点
資
料
に
よ
る
。

薬
源
が
「
於
大
原
来
迎
院
廊
書
写
了
」
し
、
「
天
永
四
年
六
月
二
日
午

日
点
了
」
し
た
識
語
が
あ
る
。
資
料
は
築
島
裕
博
士
の
移
点
本
を
恩
倍
し

た
。注

9
文
献

昭
和
四
十
七
年
十
一
月
十
五
日
脱
稿
。
乾
・
坤
二
冊
に
約
五
万
枚
の
カ

ー
ド
を
整
理
し
た
。
千
六
百
字
詰
原
稿
用
紙
四
八
六
頁
。

グ
ツ
レ
サ
グ
ル
（
こ
と
）
ヲ

注
1
7
　
「
決
カ
タ
ル
」
の
例
。
「
粟
崩
∵
決
　
　
」
（
小
川
本
政
経
四
分
律
古
点
乙

カ
ク
ル

⑥
2
2
）

注
1
8
　
「
添
”
㌍
」
の
例
。
「
添
”
㌍
」
（
日
本
霊
異
記
中
序
・
十
三
）
。
遠
藤

嘉
基
博
士
は
　
「
恭
」
　
の
誤
訓
と
さ
れ
た
。

た
（
ツ
ネ
）
　
の
　
を

注
1
9
　
「
測
タ
（
ヅ
ヌ
）
」
の
例
。
「
不
－
測
二
其
神
こ
（
大
店
三
蔵
玄
笑
法
師
麦
啓

古
点
9
7
行
）
。
或
い
は
「
タ
バ
カ
ラ
不
」
か
。

ケ
モ
リ
テ
ヌ

注
2
0
　
「
漏
モ
リ
テ
ヌ
」
の
例
。
「
欠
漏
」
（
山
田
本
法
華
経
方
便
品
古
点
）

注
2
1
　
拙
稿
「
訓
読
法
の
変
遷
－
平
安
時
代
の
妙
法
蓮
華
経
の
古
点
本
を
例
と

し
て
」
（
『
漢
文
教
育
の
理
論
と
指
導
』
所
収
、
昭
和
四
十
七
年
二
月
）

等
。

注
2
2
　
拙
著
『
漂
謂
硝
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』
（
昭
和
四
十
二
年
三

月
）
　
二
二
七
頁
等
。

注
2
3
　
拙
稿
「
唐
代
説
話
の
翻
訳
－
　
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
訓
読
に
つ
い
て
－
」

（
『
日
本
の
説
話
』
第
七
巻
所
収
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
）

注
2
4
　
築
島
裕
『
謡
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
盲
点
の
国
語
学
的
研
究
・
索
引

篇
』
（
昭
和
四
十
一
年
三
月
）

注
2
5
　
字
数
の
合
計
が
百
十
三
字
に
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
邑
字
が
熟
字
の
中

に
も
、
単
字
と
し
て
も
用
い
ら
れ
重
複
す
る
か
ら
で
あ
る
。

注
2
6
　
一
致
の
認
定
に
は
、
「
ワ
タ
ル
」
と
「
ワ
タ
ス
」
　
の
よ
う
な
語
幹
の
l

敦
、
「
シ
ク
ツ
」
と
「
シ
タ
ヾ
ル
」
の
よ
う
な
派
生
関
係
も
含
め
る
。

〔
附
記
〕
　
異
聖
禅
寺
蔵
大
店
西
域
記
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
浅
野
牧
仙
師
の
包

高
情
を
臨
り
、
又
簑
島
裕
博
士
の
臼
世
話
を
添
う
し
た
。
本
稿
の
所
用
童

料
に
つ
い
て
も
同
博
士
の
調
査
貢
料
の
恩
恵
を
多
く
ま
っ
て
い
る
。
記
し

て
窪
討
し
奉
る
。

－
　
広
島
大
学
教
授
　
－
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A Historical Study of Chinese Characters
and their Japanese Readings

Kobayashi Yoshinori

Chinese characters, ideographs originally invented to write Chinese, came

to assume their Japanese readings when they were introduced into Japanese.

What we call 'kun' is the Japanese reading of a Chinese character.

There are two distinct uses of Chinese characters when we Japanese read

and write the vernacular. First, we read in Japanese the works written in

Chinese characters such as Hoke-kyo (the Sutra of the Lotus) and Rongo (the

Analects of Confucius), that is to say we read Chinese writings as rendered

into Japanese. Secondly, we write Japanese using Chinese characters. In the

former, one and the same Chinese character has more than one different Japanese

reading, for it can have different meanings according to context of Chinese

writing. Moreover, Japanese readings of a Chinese character change from age

to age. In the latter, however, a Chinese character has one or a few fixed

Japanese readings. To write what is meant by those Japanese readings, there-

fore, we may use a relevant Chinese character. A string of these Chinese

characters in fact is a feature of Japanese writing. In this case, a correspond-

ence between a Chinese character and its Japanese reading is one to one, so

that, it rarely changes from age to age.

The present study is a detailed inquiry into the relationship between Chinese

characters and their Japanese readings, the materials being drawn from guiding

marks used in the mid-Heian Japanese rendering of Book 12 of Daito-saiiki-

ki (Journey to Xiyu) owned by Kosho-zenji in Kyoto. The data of this study

were brought into comparison with information provided by early dictionaries

as well as the Japanese rendering of other Chinese writings.
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