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一
　
「
む
」
「
ん
」
の
問
題
点

梅
沢
本
『
古
本
説
話
集
』
に
は
、
音
節
m
u
を
表
記
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
仮
名
に
「
む
」
と
「
サ
」
（
以
下
で
は
「
無
」
を
用
い
る
）
と
が
あ

る
。
前
者
を
多
く
後
者
を
僅
か
に
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
音
韻
は
同
じ
で
、
後
者
の
使
用
に
書
写
上
の
配
慮
な
ど
の
音
韻
以
外
の
要

素
が
働
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
音
韻
n
を
表
記
す
る
と
思
わ
れ
る
仮
名
に
「
ん
」
が
あ
り
、
「
む
」
も
併
せ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
双
方
と
も
多
量
の
用
例
が
あ
り
、

「
無
」
も
僅
か
な
が
ら
混
じ
る
。
梅
沢
本
の
四
筆
の
間
に
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
を
主
用
と
し
何
を
併
用
す
る
か
に
相
違
が
あ
り
、
仮
名
に
音
韻
的

環
境
に
よ
る
使
い
分
け
が
見
え
な
い
の
で
、
こ
れ
も
文
字
遣
の
問
題
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
音
韻
内
と
し
て
は
文
字
遣
の
問
題
で
あ
る
が
、
＼
m
u
＼
＼
n
＼
双
方
に
同
じ
仮
名
「
む
」
「
無
」
「
ん
」
が
用
い
ら
れ
る
た
め
に
、



仮
名
の
方
か
ら
は
音
韻
と
の
対
応
の
し
方
が
問
題
に
な
り
、
梅
沢
本
の
四
筆
そ
れ
ぞ
れ
も
表
記
態
度
の
異
同
を
き
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
古

典
仮
名
遣
で
　
「
む
」
と
書
く
も
の
の
一
部
（
例
え
ば
、
助
動
詞
「
ら
む
」
）
　
が
そ
の
発
音
の
変
質
に
つ
れ
て
「
ん
」
　
で
書
く
傾
向
が
増
大
し
、

如
何
に
書
く
べ
き
か
の
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
即
ち
、
「
お
・
を
・
ほ
」
な
ど
と
同
じ
く
仮
名
道
の
問
題
と
い
え
よ
う
。

片
仮
名
「
ン
」
　
は
　
「
ム
」
　
と
字
源
を
異
に
し
、
発
生
か
ら
一
般
化
へ
の
過
程
も
、
音
韻
変
化
と
の
関
連
も
、
一
往
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
平
仮
名
「
ん
」
は
「
無
」
の
異
体
字
「
元
」
の
草
体
化
に
源
を
発
し
、
「
毛
」
と
交
錯
し
っ
つ
、
い
つ
し
か
「
む
」
と
別
個
の

仮
名
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
変
化
過
程
は
緩
や
か
で
把
握
し
が
た
い
。
そ
れ
で
、
仮
名
写
本
の
翻
刻
に
当
た
り
、
活
字
の
「
む
」

「
ん
」
　
い
ず
れ
を
採
る
か
迷
う
こ
と
に
な
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
仮
名
「
む
」
「
無
」
「
ん
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
複
雑
で
あ
っ
て
、
文
字
道
と
仮
名
遣
と
が
混
然
と
し
て
お
り
、
音
韻

史
が
濃
厚
に
関
係
し
、
翻
字
論
と
し
て
も
重
要
な
一
角
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
。
全
体
的
考
察
の
前
に
、
ま
ず
は
資
料
の
表
記
の
実
態
調
査
か

ら
始
め
よ
う
。
梅
沢
本
『
古
本
説
話
集
』
は
書
写
者
未
詳
な
が
ら
鎌
倉
中
期
の
写
し
、
四
筆
で
、
比
較
す
る
の
に
好
都
合
で
あ
る
。
そ
の
資

料
怪
に
つ
い
て
は
説
明
を
省
略
す
る
。

二
　
古
本
説
話
集
の
状
況
　
（
1
）

「
む
」
「
無
」
「
ん
」
三
種
の
仮
名
の
使
用
度
数
を
そ
の
表
す
音
節
の
言
語
的
環
境
と
梅
沢
本
書
写
四
筆
と
で
分
折
し
た
の
が
次
表
で
あ
る
。

語
頭
は
a
b
C
、
語
中
は
d
f
、
語
尾
は
e
g
h
で
あ
る
。
配
列
を
位
置
の
違
い
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
分
布
の
様
態
を
重
視
し
た
か
ら
で

あ
る
。
但
し
、
e
に
は
二
段
活
用
連
体
形
「
－
む
る
」
2
、
巳
然
形
「
－
む
れ
」
　
1
を
含
み
、
g
に
助
動
詞
「
む
ず
」
　
3
2
を
含
み
、
共
に
語

末
で
は
な
い
が
、
状
況
の
解
釈
に
は
支
障
が
な
い
。

こ
こ
で
ま
ず
、
自
立
語
の
語
中
の
「
む
」
音
節
が
僅
か
　
「
寒
し
」
　
の
み
で
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
語
末
の
も
の
が
名
詞
な
ど
に
な
く
マ
行
動

「
む
」
「
ん
」
　
の
文
字
道
を
め
ぐ
っ
て
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計

fgh de abC
立

音助字 n
H

末
。

マ 和
語

自

「
む
ま

」

字
音

語

日
節位

便詞
助

音
譜

譜

自
行
動

の置

動
詞

韻

尾

立

語
語

詞
語

尾

立

話
語

の
類

語

頭
仮

筆

中 頭 名 者

301 30391 05 1432 む

A5 1210 00 200 無

92 0821 00 000 ん

5

9

4

2

1

1 96481 211 8310 む

B060 00 300 無

1013 00 000 ん

0

0

7

6

41

337 041 4254 む

C000 00 000 無

319755 00 000 ん

451 4757 121 53632 む

D01 0000 00 200 無

461 550145 00 000 ん

計 助
詞

「
い
は

「
か

「
や

「
ぅ

「
無

注

「
む

」

たむ ま下
「
な
ん

ど
」

む
や
」
「
せ

むご 」」
「

42
、

4
く
」
「

と
な

表

記

無

礼

「
さし ま」

無

」

24
、

「
ん

」

を

含

む
。

む
か

た
な
し
」
を

む

L
L
「
さ
む
げ

」
を
含

む
。

な

い
。

2
語

。

453 含

む
。

な

り
」
3
語

。

か
う
む

詞
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
音
節
の
分
布
上
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
自
立
語
話
中
に
は
他
に
「
煙
」
「
蒙
る
」
が
思
い
浮

か
ぶ
が
、
「
煙
」
は
本
資
料
に
「
け
ぶ
り
」
と
あ
り
、
「
蒙
」
は
目
次
に
漢
字
表
記
が
出
る
の
み
、
共
に
b
m
交
替
現
象
の
存
す
る
語
で
あ
る
。

次
に
、
表
に
区
分
し
た
ご
と
く
、
a
～
e
、
f
～
h
の
二
群
に
分
け
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

a
～
e
の
群
は
、
「
む
」
を
専
用
と
し
、
「
無
」
を
僅
か
に
交
じ
え
、
「
ん
」
を
全
く
用
い
な
い
。
b
語
頭
撥
音
に
は
注
意
を
要
す
る
が
、
他

は
明
瞭
な
m
u
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
用
字
法
の
理
由
が
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
常
識
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
二
任
確
認
し
て
お
こ
う
。

も
う
少
し
こ
と
ば
を
補
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
梅
沢
本
の
異
体
仮
名
の
使
用
は
豊
か
で
あ
る
が
、
音
節
に
よ
っ
て
は
整
理
さ
れ
て
い
て
、

（1）

基
本
字
体
1
に
補
助
字
体
1
（
乃
至
2
）
と
い
う
少
数
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
仝
音
節
に
つ
い
て
の
字
体
と
使
用
の
量
的
傾
向
に
つ
い
て
前

（2）
稿
で
表
示
し
た
の
で
、
そ
れ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
、
「
い
」
の
「
以
－
伊
」
、
「
う
」
の
「
宇
－
字
の
草
仮
名
体
」
、
「
ぬ
」
の
「
奴



ー
怒
」
な
ど
は
、
「
む
」
a
～
e
と
同
じ
く
基
本
字
体
1
に
補
助
字
体
1
を
用
い
、
し
か
も
C
筆
に
補
助
字
体
が
な
い
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

範
囲
を
拡
げ
て
も
同
様
の
構
造
は
「
あ
」
以
下
の
過
半
の
字
体
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
「
む
」
に
も
同
じ
構
造
を
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
a
の
該
当
語
彙
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
複
合
語
下
位
成
分
の
場
合
も
こ
こ
に
収
め
る
。
表
記
上
単
独
語
と
の
差
異
が
認
め
ら
れ
な

い
か
ら
で
、
語
源
意
識
か
ら
発
音
上
も
明
瞭
に
も
と
の
形
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

む
か
し
、
（
今
は
）
む
か
し
。
む
か
ば
き
。
む
か
は
る
。
む
か
ひ
、
む
か
ふ
〈
昌
、
下
二
段
〉
、
（
は
せ
）
む
か
ふ
、
む
か
へ
。
む
く
頑
下
。

む
く
い
。
む
こ
。
む
し
。
む
し
ろ
、
む
し
ろ
ご
も
。
む
す
め
、
（
ひ
と
り
）
む
す
め
。
む
せ
か
へ
る
。
む
つ
か
し
。
む
つ
か
る
。
む
な
ぐ

ひ

と

　

み

る
ま
。
む
な
し
。
む
ね
と
。
（
す
ぎ
）
む
ら
、
（
一
、
三
）
む
ら
。
む
ら
か
み
。
む
ら
さ
き
、
む
ら
さ
き
し
き
ぶ
。
む
ら
す
ず
め
。
む
ろ
ま

ち
。
（
北
、
中
、
西
、
東
）
む
ろ
。

「
か
た
む
く
」
は
複
合
語
と
し
て
a
に
含
め
て
も
よ
い
が
、
b
音
と
の
交
替
が
他
資
料
に
見
え
る
こ
と
を
考
え
て
、
d
に
収
め
た
。

b
「
む
ま
」
の
類
、
所
謂
語
頭
撥
音
の
例
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

む
ま
、
（
か
は
ご
）
む
ま
、
（
は
た
ご
）
む
ま
、
む
ま
の
と
き
。
む
ま
し
。
む
ま
る
。

語
種
と
し
て
3
語
、
「
ま
」
の
前
部
音
の
み
で
あ
る
。
右
3
語
の
「
う
1
表
記
例
は
本
書
に
な
く
、
他
資
料
で
「
む
－
」
と
な
る
こ
と
の
多

う

み

　

　

う

い
「
梅
」
「
哩
も
る
」
な
ど
も
、
本
書
に
は
ど
ち
ら
の
表
記
例
紅
な
い
。
「
海
」
「
産
む
」
な
ど
は
「
う
⊥
で
あ
っ
て
、
狭
母
音
音
節
の
前
で

は
他
資
料
に
も
「
む
ー
」
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
但
し
、

う
ゝ
ノ
＼
と
う
引
鋤
き
l
け
れ
ど
も
（
巻
上
第
建
、
桔
∵
7
）
（
以
下
引
用
に
は
『
古
本
説
話
集
総
索
引
』
本
文
篇
の
ペ
ー
ジ
・
行
を
用
い
る
。
）

と
あ
る
動
詞
「
う
め
く
」
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
n
∴
些
話
な
ど
に
「
ム
メ
ク
」
が
あ
る
の
で
、
「
む
め
き
け
れ
ど
も
」
と
あ
っ
て
も
良
さ
そ

う
に
見
え
る
が
、
こ
の
動
詞
は
ロ
寵
も
る
欺
き
声
に
「
め
く
」
の
付
い
た
も
の
で
、
そ
の
歎
声
を
直
上
に
「
う
ー
ノ
＼
と
」
と
表
現
し
て
い

る
以
上
、
下
に
「
う
め
き
」
と
あ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
語
頭
濁
音
の
音
価
は
、
容
易
に
は
断
言
を
許
さ
な
い
問
題
が
あ
る
が
、
巨
視
的
に
は
、
万
葉
時
代
の
u
か
ら
平
安
時
代
に
m
へ
、

「
む
」
「
ん
」
の
文
字
道
を
め
ぐ
っ
て
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七
二

そ
し
て
中
世
末
以
後
は
u
へ
と
推
移
し
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
で
く
と
表
記
さ
れ
て
も
実
際
に
は
鼻
音
を

（3）

残
し
た
よ
う
で
、
そ
れ
以
前
の
m
の
強
さ
を
思
わ
せ
る
が
、
訓
点
資
料
・
古
辞
書
な
ど
片
仮
名
資
料
で
の
様
相
と
平
仮
名
資
料
の
と
で
は
、

一
様
で
な
く
、
u
へ
の
移
行
の
時
期
・
過
程
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。
平
仮
名
の
世
界
で
は
表
記
が
伝
統
的
に
な
り
や
す
く
、
『
古
本
説
話

集
』
の
b
「
む
ま
」
の
類
が
「
む
」
表
記
な
の
は
、
音
価
に
拠
り
な
が
ら
一
種
の
仮
名
道
で
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

む

げ

　

　

む

ら

い

C
字
音
語
語
頭
は
「
無
下
」
「
無
礼
」
2
語
で
ど
ち
ら
も
仮
名
書
き
で
あ
る
。
d
和
語
自
立
語
語
中
の
例
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
。

。
マ
行
動
詞
語
尾
に
語
末
で
な
い
二
段
活
用
連
体
形
・
巳
然
形
例
を
含
む
こ
と
も
既
に
述
べ
た
。
「
や
む
ご
と
な
し
」
は
、
『
源
氏
物
語
』

の
古
写
本
な
ど
に
「
や
う
ご
と
な
し
」
「
や
ご
と
な
し
」
の
形
を
ま
ま
見
受
け
る
よ
う
に
、
熟
合
し
て
ウ
音
便
乃
至
撥
音
便
に
な
っ
て
い
る
可

能
性
が
高
い
。
本
書
の
三
例
（
C
筆
1
、
D
筆
2
）
は
全
て
「
む
」
な
の
で
e
に
収
め
た
。
撥
音
便
と
見
て
I
に
収
め
て
も
良
さ
そ
う
に
一
見

見
え
．
る
が
、
f
音
便
の
「
む
」
表
記
は
、
後
に
述
べ
る
ご
と
く
、
特
別
の
条
件
の
場
合
が
多
く
、
こ
れ
に
収
め
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
音
便

の
意
識
よ
り
は
語
源
に
沿
っ
て
「
や
む
」
と
し
た
面
が
強
い
か
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
e
に
収
め
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
表

記
形
が
有
識
者
の
習
慣
と
し
て
定
ま
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

次
に
a
～
e
の
中
の
「
無
」
表
記
、
と
い
っ
て
も
a
に
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
7
例
は
、
「
叫
か
し
」
1
例
、

「
い
ま
は
む
か
し
」
6
例
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
模
写
を
挙
げ
る
。

い
ゆ
え
サ

本
資
料
に
「
昔
」
堕
「
今
は
昔
」
7
0
と
い
う
多
数
の
例
が
あ
る
が
、
そ
の
「
か
し
」
の
部
分
は
全
て
「
可
之
」
の
仮
名
で
、
右
に
見
る
よ

ぅ
に
細
い
字
体
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
む
」
に
は
大
ぶ
り
で
密
な
字
形
が
望
ま
し
い
。
「
い
ま
は
」
も
「
は
」
に
「
ハ
・
は
・
耳
上
な
ど
の
異
体

を
用
い
て
い
る
が
、
ど
れ
も
疎
な
字
形
な
の
で
、
疎
・
密
・
疎
の
字
配
り
と
な
る
。
「
む
」
は
比
較
的
大
き
い
字
形
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
無
」

を
用
い
る
こ
と
が
こ
の
連
綿
に
核
の
で
き
た
安
定
感
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
無
」
は
書
写
上
の
選
択
で
あ
り
、
避
板
法
の
意
味
も
加



わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
古
本
説
話
集
の
状
況
（
2
）

前
表
の
四
筆
A
～
D
の
そ
れ
ぞ
れ
内
部
に
於
い
て
、
I
音
便
、
g
助
詞
助
動
詞
、
h
字
音
語
韻
尾
の
三
種
の
仮
名
の
使
用
傾
向
が
似
通
っ

て
い
る
。
こ
の
f
～
h
の
音
価
が
＼
n
＼
、
現
代
語
の
「
ん
」
に
相
当
す
る
音
だ
か
ら
だ
ろ
う
と
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
四
筆
の
傾
向

は
一
様
で
な
く
、
A
B
・
C
・
D
の
三
種
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
な
相
違
で
あ
る
。
こ
の
点
を
少
し
分
析
し
て
み
た
い
。

最
初
に
配
字
上
の
字
体
選
択
の
見
え
牟
」
と
を
述
べ
て
お
く
。
C
筆
は
「
ん
」
表
記
1
4
7
に
対
し
、
「
む
」
は
僅
か
1
3
で
あ
る
。
調
べ
て
み
る

と
、
音
便
3
例
の
う
ち
の
2
例
、
助
詞
助
動
詞
3
例
の
う
ち
2
例
、
字
音
語
韻
尾
7
例
の
う
ち
4
例
、
計
8
例
ま
で
こ
の
音
節
が
行
頭
に
配

さ
れ
た
場
合
な
の
で
あ
る
。

だ
う
を
た
て
～
あ
」
む
ぢ
し
給
へ
り
。
（
1
3
3
・
5
）
（
」
は
改
行
の
所
、
以
下
同
じ
。
）

「
安
置
」
で
あ
る
。
「
安
」
は
舌
内
鼻
音
な
の
で
「
む
」
表
記
の
理
由
は
原
音
に
求
め
ら
れ
な
い
。
他
の
7
例
を
挙
げ
る
と
、

な
ん
ゑ
」
む
だ
う
（
南
円
堂
）
（
聖
9
）
　
　
ひ
」
む
が
し
ぎ
ま
（
東
方
）
（
望
8
）
　
　
ね
」
む
じ
て
（
念
）
（
1
5
0
・
6
）
　
　
た
び

た
る
な
」
む
め
り
（
1
5
2
・
7
）
　
　
き
た
ら
」
む
に
（
1
6
0
・
8
）
　
　
お
は
し
ま
さ
」
む
ず
（
1
6
4
・
4
）
　
　
び
さ
も
」
む
に
も
（
枇
沙

門
）
　
（
1
7
0
・
1
0
）

C
筆
で
残
り
「
む
」
表
記
は
、
音
便
「
か
む
の
し
な
の
そ
う
ば
う
」
（
上
階
ノ
僧
房
）
（
塑
1
0
）
、
助
動
詞
「
た
の
み
た
て
ま
つ
り
た
ら
む
ば
か

り
に
」
（
1
5
1
・
7
）
、
字
音
譜
韻
尾
「
そ
む
せ
う
だ
ら
に
」
（
尊
勝
陀
羅
尼
）
（
用
・
4
）
、
「
け
ん
ど
む
」
（
健
貧
）
（
1
7
3
・
7
）
、
「
ふ
び
む
」
（
不
便
）

（
準
9
）
の
5
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
け
ん
ど
む
」
は
「
け
打
」
に
対
し
て
、
「
ど
叫
」
と
異
字
体
を
選
ん
だ
も
の
と
解
さ
れ
る
。
他
4
例

に
明
瞭
な
書
写
上
の
条
件
が
見
出
せ
な
い
が
、
1
4
7
例
も
の
「
ん
」
表
記
に
対
し
て
の
4
例
な
の
で
、
C
筆
は
〟
に
対
し
て
「
ん
」
を
用
い
る

と
い
う
態
度
で
一
貫
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
む
」
「
ん
」
　
の
文
字
達
を
め
ぐ
っ
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

A
筆
の
字
音
語
韻
尾
の
「
む
」
1
9
に
対
す
る
「
ん
」
1
に
注
目
し
よ
う
。
行
頭
の
例
で
あ
る
。

伊
勢
大
輔
の
御
し
そ
」
ん
は
　
　
　
　
（
8
4
・
7
）

A
筆
で
行
頭
の
価
を
ど
う
表
記
し
て
い
る
か
を
見
る
に
、
3
例
あ
り
、
全
て
「
ん
」
な
の
で
あ
る
。

御
ら
む
ぜ
」
　
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
・
1
）

お
い
も
て
い
ぬ
ら
」
　
ん
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
・
3
）

即
ち
、
A
筆
で
は
「
ん
」
を
行
頭
に
書
く
の
に
抵
抗
が
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
行
頭
に
選
ん
で
い
る
、
と
い
う
C
筆
と
は
逆
の
姿
が
見
え

る
。
A
筆
で
は
「
連
・
気
・
古
」
な
ど
0
仮
名
の
垂
直
線
部
分
の
起
筆
を
頭
高
に
打
ち
込
む
癖
が
あ
り
、
同
趣
の
字
形
に
な
る
「
ん
」
も
自

然
な
の
で
あ
ろ
う
。

B
筆
、
字
音
語
韻
尾
「
む
」
1
8
に
対
す
る
「
ん
」
3
例
は
全
て
「
寝
殿
」
を
「
志
む
て
ん
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
語
の
中
の
二
度
の

鼻
音
使
用
の
た
め
「
－
む
ー
ん
」
と
い
う
避
板
法
を
用
い
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
む
」
「
ん
」
に
関
し
て
の
行
頭
の
避
板
法

は
B
筆
に
見
ら
れ
な
い
。

D
筆
の
h
7
例
の
中
に
も
一
語
の
中
に
二
度
撥
音
の
あ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
字
形
が
「
ん
」
な
の
で
、
「
－
ん
－
む
」
と
い
う

B
筆
の
逆
に
な
る
。

げ
ん
し
む
僧
都
（
源
信
）

せ
ん
ま
む
ご
く
　
（
千
万
石
）

他
の
5
例
に
は
条
件
を
見
出
せ
な
い
。

（272・3）

（212・2）

以
上
、
書
写
上
の
条
件
に
よ
る
仮
名
字
体
選
択
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
行
頭
や
一
語
中
の
避
板
法
は
、
筆
者
の
基
本
字
形
使
用
の
個

性
と
呼
応
し
、
こ
れ
も
個
性
的
様
相
が
見
ら
れ
た
。
『
古
本
説
話
集
』
の
如
き
寄
合
書
き
で
は
全
体
を
一
括
し
て
の
表
記
論
が
む
つ
か
し
い
こ

と
が
判
明
す
る
。



さ
て
、
右
の
特
例
を
除
外
し
て
数
表
を
再
び
見
る
な
ら
ば
、
四
筆
の
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
字
形
へ
の
傾
斜
と
、
四
筆
問
の
異
同
が
一
段
と
著

し
く
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
f
～
h
の
各
項
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

f
音
便
。

動
詞
連
用
形
撥
音
便
の
例
が
な
く
、
ラ
変
系
の
連
体
形
に
「
な
り
」
「
め
り
」
の
付
く
場
合
の
例
が
あ
る
。
名
詞
な
ど
の
音
便
も
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
を
音
便
化
の
前
の
音
に
よ
り
分
け
て
例
示
す
る
。

第
二
表

み
　
－
　
か
ん

な
。

む
　
－
　
な
ん

も
　
ー
　
ね
ん

に
　
ー
　
な
ん

n
ソ
　
ー
　
か
も

る
　
－
　
た
ん

転
音
　
－
　
び

だきぢこぞ人なん
ちん0ろ0のりづ
めだひ0なす0ら

×
は
1
ぁ
な
り
」な
ど
の
鎚

0
か
ん

。

ち
0

を

ん

が

し

ん

ど

（

け

。
な

ん
め

0

ま

ん
つ
け
。

ん

な

0助

詞
n
ノ0

ど

こ
か

ん

苗

揮

）
0

等ろ

や
。

のりさ …衷
し一 記

。

21 む

A1 無

ん

2 ×

21222 む
奴

B
1

…ん

1 ×

111 む
怨

C4‘6111
…ん

×

211 む
鎚

D
113

州ん

7 ×

原
音
か
ら
は
前
三
種
が
＼
m
＼
「
む
・
無
」
、
他
は
＼
n
＼
「
ん
」
の
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
筆
は
そ
の
別
を
示
さ
ず
、
ま

た
そ
れ
ぞ
れ
に
状
況
が
異
な
る
。
A
筆
の
「
か
も
ん
の
す
け
」
の
「
む
」
は
「
ん
」
を
期
待
す
る
な
ら
誤
用
に
な
る
が
、
A
筆
が
撥
音
便
を

「
む
」
表
記
す
る
態
度
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
こ
れ
で
良
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
梅
沢
本
書
写
の
鎌
倉
中
期
に
、
漢
字
音
に
詳
通
し
た
人
々
と
そ
の
種
の
資
料
は
別
と
し
て
、
撥
音
の
m
n
の
別
が
あ
っ
た
と
は
思
わ

「
む
」
「
ん
」
の
文
字
道
を
め
ぐ
っ
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

れ
ず
、
表
記
は
書
写
者
の
個
性
的
態
度
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
そ
の
態
度
も
撥
音
は
こ
う
書
こ
う
と
い
う
大
ま
か
な
習
慣

で
あ
っ
て
、
個
人
の
中
で
も
完
全
に
は
一
貫
し
て
い
な
い
し
、
書
写
上
の
条
件
が
そ
れ
に
優
先
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
音
便
の
音
価
は
、
原
音
と
の
関
係
よ
り
も
後
続
子
音
と
の
同
化
の
方
が
強
く
働
く
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
両
唇
音
「
め
り
」
に
続

く
場
合
を
見
て
も
各
筆
で
様
子
が
異
な
り
、
こ
の
観
点
は
重
要
で
は
な
い
。

g
助
詞
助
動
詞

f
h
で
各
筆
が
「
む
」
「
ん
」
の
ど
ち
ら
か
に
偏
向
す
る
の
に
対
し
、
g
で
は
似
而
非
な
様
相
が
見
え
る
。
各
筆
の
使
用
比
率
を
「
む
・
無
」

対
「
ん
」
の
形
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
駁
る
。

む

・

無

　

A

6

0

　

B

8

4

　

C

I

 

D

3

8

　

（

％

）

ん

　

　

　

　

4

0

　

　

1

6

　

　

9

9

　

　

6

2

「
む
」
偏
重
の
B
か
ら
、
B
－
A
I
D
－
C
の
順
と
な
る
。
C
の
「
む
」
3
例
の
う
ち
2
例
は
行
頭
な
の
で
残
る
は
僅
か
1
と
い
う
「
ん
」
偏

重
で
あ
る
。
こ
の
各
筆
の
様
相
は
、
こ
れ
ら
助
詞
助
動
詞
群
の
文
字
遣
が
鎌
倉
中
期
に
は
〓
疋
し
て
い
な
か
っ
た
、
こ
れ
も
ま
た
書
写
者
の

個
人
的
態
度
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
自
明
の
こ
と
な
が
ら
、
音
便
や
字
音
語
韻
尾
の
、
音
声

の
性
質
の
濃
い
も
の
と
異
な
り
、
元
来
m
u
と
発
音
さ
れ
、
「
む
」
で
表
記
さ
れ
て
い
た
上
に
、
動
詞
活
用
語
尾
に
近
く
意
味
を
も
坦
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
、
独
立
性
に
乏
し
い
辞
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
発
音
も
変
化
し
易
く
、
表
記
の
流
動
を
も
許
容
し
て
い
る
の
で
あ

る
。第

三
表
に
語
別
に
表
記
を
一
覧
し
た
。
「
ら
む
」
が
「
ん
」
表
記
に
偏
っ
て
い
る
の
が
目
を
ひ
く
。
「
ら
ん
」
は
本
書
で
は
全
て
終
止
法
（
連

体
形
も
係
結
び
終
止
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
何
ほ
ど
か
の
条
件
に
な
っ
て
い
よ
う
が
、
「
む
」
「
け
む
」
の
終
止
法
も
同
様
か
と
い
う
と
、
そ
の
傾

向
は
見
え
ず
、
終
止
法
（
書
写
で
の
終
筆
部
分
）
が
全
般
の
条
件
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
「
ら
む
」
が
「
ら
ん
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い

う
印
象
を
こ
こ
で
確
認
す
る
に
止
め
る
。



むむ
ず

け
む

ら
む

な
む

な
む

い
は

せ
む

計
〈

〈
むtか

筆
仮

係終やた
助助な
〉〉し 名

者

03 12144 む

A21 5331 無

82 611911 ん

64 23329 む

B6 24 無

01 3124 ん

3

0

97

21 む

無

ん

C

068425

75 247251 む

D8 3131 無

501 67411131 ん

631 799920011 む

計62 81881 無

222 551226423111 ん

483 06223326293211 計総

h
字
音
語
韻
尾

第
一
表
の
数
値
か
ら
既
述
の
避
板
法
に
よ
る
異
例
を
除
く
と
き
、
字
音
語
韻
尾
の
表
記
形
は
、
四
筆
で
次
の
よ
う
に
な
る
。

A

　

1

9

－

O

 

B

　

1

8

－

O

 

C

　

2

－

5

5

　

　

D

　

5

1

5

4

　

（

「

む

」

－

「

ん

」

）

こ
こ
に
は
「
む
」
を
用
い
る
A
・
B
、
「
ん
」
の
C
・
D
の
二
群
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
歌
説
話
で
王
朝
情
趣
の
濃
い
上
巻
の
書
写
に

「
む
」
が
用
い
ら
れ
る
と
意
味
づ
け
を
し
う
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の
個
性
を
第
一
義
と
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、

何
ほ
ど
か
の
関
連
は
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

表
記
態
度
が
各
筆
が
単
一
で
あ
る
の
で
、
字
音
語
韻
尾
の
唇
内
、
舌
内
の
違
い
を
と
り
上
げ
る
に
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
次

下
に
相
川
警
㌣
L
P
そ
れ
接
上
緒
析
緒
緩
い
。
叛
資
増
の
摺
愛
校
蝮
蝮
増
。
綾
す
鰻
　
ぐ
ゑ
ん
こ
ん
こ
ん

安
置
。
姪
欲
。
延
喜
。
緑
。
結
線
。
観
音
。
開
院
。
感
ず
。
勘
当
。
観
音
。
剣
。
間
。
験
。
樫
貧
。
元
服
。
源
信
。
隆
源
。
紺
。
金
堂
。

「
む
」
「
ん
」
　
の
文
字
遣
を
め
ぐ
っ
て



ご
む

和
琴
。

ぜ
ん

筑
前
。

に
む

徳
人
。も

ん

鎌
　
倉
　
時

代
　
語
　
研
　
究

さ

ん

　

　

し

ん

慨
悔
。
信
ず
。

ぜ

む

　

　

ぜ

ん

越
前
。
越
前
。

に
む
　
　
ね
む
　
　
　
　
ね
ん

し

ん

　

　

　

し

む

　

し

む

　

　

し

む

信
責
。
源
信
。
寝
殿
。
親
王
。

ぜ

ん

　

そ

ん

　

　

そ

む

　

　

　

そ

む

一
善
。
損
ず
。
尊
勝
。
子
孫
。

は
む
　
　
　
　
は
ん
　
　
　
　
は
ん

し

ん

　

　

し

む

真
如
、
真
如
。

そ

ん

　

た

ん

子
孫
。
丹
後
。

は
ん
　
　
ぴ
む

任
。
念
ず
。
念
ず
。
判
す
。
判
す
。
般
若
。
浬
架
。
便
な
し
。

も
ん
　
　
　
　
も
ん
　
　
　
　
　
　
も
ん
　
　
　
　
も
ん
　
　
　
　
も
む
　
　
　
　
も
む
　
　
も
ん
　
　
　
　
も
ん

し
ん

護
身
。

だ
ん

一
段
。

ぴ
む

不
便
。

七
八

ず

ん

　

　

せ

ん

　

ぜ

む

せ

ん

　

　

せ

ん

　

ぜ

む

　

ぜ

む

詞
ず
。
神
泉
。
御
前
。
千
万
石
。
宣
旨
。
前
司
。
前
栽
。

て

ん

　

　

　

　

　

て

む

　

　

で

ん

　

　

ど

む

　

な

む

　

　

な

ん

天
帝
尺
。
吉
祥
天
。
寝
殿
。
慢
貧
。
男
女
。
南
門
堂
。

べ

ん

　

へ

む

　

へ

ん

　

へ

ん

　

　

ぼ

む

　

　

ま

む

　

　

　

め

む

　

　

も

む

方
便
。
辺
。
辺
。
変
化
。
盆
。
千
万
石
、
対
面
。
衛
門
。

左
衛
門
。
大
門
。
中
門
。
批
沙
門
。
学
問
。
名
聞
。
聴
聞
。
文
字
。
文
珠
。

ゑ
む

南
門
堂
。

ら

む

　

　

ら

ん

　

れ

む

　

　

　

れ

ん

　

　

ゐ

む

　

　

ゐ

ん

　

　

　

を

ん

御
覧
。
御
覧
。
嬬
子
。
命
蓮
。
小
院
。
小
院
。
須
陀
桓
果
。

字
音
語
に
も
「
あ
ほ
ふ
　
（
安
法
）
」
「
ふ
び
（
不
便
）
」
「
こ
ゐ
（
小
院
）
」
「
ね
ぶ
つ
　
（
念
仏
）
」
「
さ
う
じ
（
精
進
）
」
5
例
の
韻
尾
無
表
記
が
あ

る
が
、
個
別
に
韻
尾
の
な
い
音
形
に
な
っ
．
て
い
た
疑
い
も
あ
る
の
で
、
今
の
問
題
と
は
し
な
い
。

『
古
本
説
話
集
』
　
の
「
む
・
無
・
ん
」
　
の
仮
名
文
字
遠
を
検
討
し
て
き
た
。
四
筆
の
共
通
性
と
し
て
は
、

O
　
「
無
」
は
　
「
む
」
　
の
補
助
字
形
で
あ
る
。

O
　
「
元
」
　
よ
り
出
て
も
と
m
u
の
音
を
表
し
た
「
ん
」
　
は
、
m
u
の
音
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
鎌
倉
中
期
と
し
て
当
然
の
二
点
で
あ
り
、

O
n
の
音
を
示
す
字
音
語
韻
尾
・
音
便
で
は
、
筆
者
に
よ
り
「
む
」
「
ん
」
ど
ち
ら
か
を
基
本
字
形
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

○
助
詞
助
動
詞
の
「
む
」
部
分
に
つ
い
て
は
、
基
本
字
形
を
明
瞭
に
定
め
た
筆
も
あ
れ
ば
、
傾
向
を
持
っ
て
両
用
す
る
筆
も
あ
る
。

○
字
音
語
韻
尾
二
音
便
・
助
詞
助
動
詞
「
む
」
部
分
に
つ
い
て
、
「
む
」
「
ん
」
　
の
一
つ
が
基
本
字
形
で
あ
れ
ば
、
他
を
補
助
字
形
と
す
る
。

こ
の
三
点
が
筆
者
の
態
度
と
か
ら
ん
だ
問
題
点
と
な
る
。

前
二
条
か
ら
は
「
む
」
と
「
ん
」
は
別
個
の
文
字
概
念
と
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
後
三
条
で
は
そ
の
境
界
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
個
人
の

選
択
の
範
囲
内
に
あ
る
な
ら
ば
、
「
ん
」
は
ま
だ
十
分
に
は
独
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
「
ん
」
　
の
用
法
と
し
て
は
限
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



四
　
藤
原
定
家
の
表
記

仮
名
達
に
自
己
の
確
固
た
る
見
解
を
持
っ
て
い
た
藤
原
定
家
は
、
文
字
遣
に
つ
い
て
も
そ
の
如
く
で
あ
っ
た
。
定
家
書
写
本
に
つ
い
て
詳

（4）

細
な
仮
名
字
体
数
表
を
発
表
し
、
分
析
を
加
え
た
植
喜
代
子
氏
に
よ
り
我
々
は
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
む
」
「
ん
」
の
問
題
に
関

し
て
藤
原
定
家
の
態
度
如
何
を
知
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
の
で
、
少
し
く
考
え
て
み
た
い
。
植
氏
の
数
表
よ
り
必
要
部
分
を
摘
記
す
る
。

第
四
表

青
籍
書
屋
本

定
　
家
　
本

伊
　
達
　
本

御
　
物
　
本

天
　
福
　
本

土
左
日
記

土
左
日
記

古
今
集

近
代
秀
歌

更
級
日
記

伊
勢
物
語

定
　
家
　
本

定
　
家
　
本

定
　
家
　
本

542 351 331 526873623182203 む

むCu 5 21 006024 無

0 t0 4300000 ん

67 0 92 00166826192951

表
中
の
「
む
」
の
中
の
「
ん
」
字
体
は
青
籍
書
屋
本
の
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
も
の
で
、
定
家
本
と
し
て
は
意
義
が
な
い
。
こ
れ
を
除
い

て
考
え
て
み
る
。「

む
」
「
ん
」
の
文
字
遣
を
め
ぐ
っ
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
〇

音
節
「
む
」
に
つ
い
て
基
本
字
体
「
む
」
に
補
助
字
体
「
無
」
を
僅
か
に
混
じ
て
い
る
。
行
頭
の
「
無
」
5
例
中
4
、
行
中
1
、
及
び
行

末
6
例
中
の
5
例
が
そ
の
右
傍
に
先
に
「
む
」
の
あ
っ
た
場
合
の
避
板
法
で
あ
る
（
植
民
表
の
指
摘
を
訂
正
）
。
従
っ
て
、
定
家
は
「
む
」
と
「
ん
」

を
専
用
し
て
い
た
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
ん
」
は
如
何
な
る
場
合
で
あ
っ
た
か
と
、
本
稿
の
分
析
の
方
法
か
ら
こ
の
表
を
見
る
と
き
、
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

使
用
比
率
の
大
き
い
差
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

土
左
日
記
　
古
今
集

近
代
秀
歌
　
更
級
日
記
　
伊
勢
物
語

む
・
無
　
5
7

6643

％

計

′Igh de abC
立

音助字 ロゴ介っマ 和
語
自

「む
ま
」

字
音
語

日
節位

便詞
助

音
譜

語
自

行
動

の

資

置

動
詞

韻
尾

立
語
語

詞
語
尾

立
語
語

の
類

語
頭

中 頭 仮
名
字
体

料

0

0

6

8

6

7

61

7

0

2

5

29 4211 む

無

ん

土
佐
日
記

862 7

7

6713

32

202 0592 む 更

2

03

1 1 無

ん

級
日
記

「ふ
む
と

む
が
し

」

「む
さ
し

「や
む
ご

「無
す
め

「無
下
に

注

き
」「
よ
む
べ
」「を
む
な
」
「か
む
ざ
き
」
「ひ

「
お
ほ
ん
」な
ど
。

㌔

「
そ
む
く
」も
含
む
0

と
な
し
」を
含
む
0
「
た
の
無
」は
避
板
法
。

」
は
避
板
法
。

」
「無
期
に

」



『
土
左
日
記
』
『
近
代
秀
歌
』
『
伊
勢
物
語
』
の
三
書
と
『
古
今
集
』
『
更
級
日
記
』
の
二
書
で
は
は
っ
き
り
と
比
率
が
異
な
る
。
散
文
・
韻

文
の
違
い
で
は
な
い
の
で
、
表
記
対
象
に
よ
る
分
析
が
必
要
と
な
る
。
次
表
は
、
『
土
左
日
記
』
と
『
更
級
日
記
』
と
を
二
種
の
代
表
と
し
て

分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

定
家
は
『
更
級
日
記
』
書
写
に
当
っ
て
は
、
助
詞
助
動
詞
の
類
全
て
を
「
む
」
で
通
し
た
。
し
か
し
、
『
土
左
日
記
』
で
は
「
ん
」
表
記
を

多
く
す
る
。
係
助
詞
「
な
む
」
は
初
め
2
例
の
「
な
む
」
の
後
は
1
4
例
全
て
「
な
ん
」
と
し
、
終
助
詞
「
な
む
」
は
4
例
と
も
「
な
ん
」
、
助

動
詞
「
ら
む
」
6
例
も
全
て
「
ら
ん
」
と
す
る
。
だ
が
、
「
け
む
」
は
「
け
む
」
3
、
「
け
ん
」
2
。
「
む
」
は
「
む
」
輿
「
ん
」
2
4
の
比
で

あ
る
。
語
に
よ
る
違
い
を
意
識
し
た
か
、
．
連
綿
体
と
し
て
の
筆
法
の
た
め
な
の
か
、
分
析
は
そ
こ
ま
で
及
ん
で
い
な
い
。

定
家
は
時
に
全
て
「
む
」
で
と
い
う
方
針
を
採
り
、
時
に
一
般
の
表
記
に
近
い
「
ん
」
多
用
の
方
法
へ
と
揺
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
定
家

本
の
す
べ
て
を
調
査
し
て
み
る
の
も
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
書
写
底
本
と
の
関
係
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
大
き
い
揺
れ
の
存
す
る
こ

と
は
、
定
家
の
書
写
に
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
　
「
む
」
「
ん
」
使
用
の
概
観

「
む
」
「
ん
」
を
め
ぐ
る
仮
名
の
状
況
に
つ
い
て
鎌
倉
時
代
の
一
端
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
文
学
に
携
わ
っ
て
き
た
人
々
の
文
学
作
品

の
書
写
に
見
え
る
状
況
を
も
っ
て
一
般
状
況
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
平
安
末
に
漸
く
多
く
な
っ
た
書
状
資
料
、
文
学
以
外
の
、
親
鸞

と
か
日
蓮
と
か
の
数
多
い
資
料
、
或
い
は
庶
民
の
地
券
類
を
含
め
た
古
文
書
類
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
今
詳
し
く
は
調
査
し
て
い
な
い
が
、

「
む
」
「
ん
」
の
音
韻
を
反
映
し
た
仮
名
と
し
て
の
弁
別
は
は
っ
き
り
し
て
き
て
い
る
。
仮
名
「
ん
」
の
独
立
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
ん
」

が
特
殊
音
素
表
記
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
音
素
の
成
立
を
追
っ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
音
便
・
字
音
語
韻
尾
、
そ
し
て
助
詞
助

動
詞
「
む
」
　
の
類
の
音
変
化
に
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
吉
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
で
、
「
充
」
か
ら
「
ん
」
へ
動
い
た
こ
の
字
体
と
「
む
」
の
類
の
表
記
と
の
関
連
を
中
心
に
、
平
安
初
期
か
ら
の
流
れ
を
概
観
し
て
み

「
む
」
　
「
ん
」
　
の
文
字
道
を
め
ぐ
っ
て
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た
い
。草

仮
名
資
料
の
最
初
に
位
置
づ
け
さ
れ
る
藤
原
有
年
申
文
（
讃
岐
国
司
解
、
貞
観
九
年
八
豊
）
に
三
箇
所
〔
む
〕
が
あ
る
。
（
以
下
、
本
稿
で

対
象
と
す
る
範
囲
－
第
一
表
－
を
〔
む
〕
と
す
る
。
元
と
ん
は
字
形
の
近
似
に
よ
り
使
い
分
け
る
。
）

…
こ
れ
は
な
せ
元
に
か
官
に
ま
し
た
ま
は
元
。

…
い
と
よ
か
ら
無
。

助
動
詞
「
む
」
を
「
元
」
で
記
し
、
文
書
の
末
尾
に
「
無
」
を
用
い
る
。
後
世
に
も
末
尾
に
「
無
」
で
字
画
の
多
い
重
み
の
あ
る
止
め
方
を

す
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

因
幡
国
司
解
仮
名
消
息
に
は
係
助
詞
「
な
む
」
が
三
例
あ
り
ど
れ
も
「
な
ん
」
で
あ
る
。
『
集
古
浪
華
帖
』
に
模
刻
の
小
野
道
風
書
状
に
、

二
例
の
助
動
詞
「
ら
む
」
が
「
ら
元
・
ら
ん
」
と
あ
り
、
第
八
紙
の
「
あ
や
し
く
な
も
侍
れ
」
は
「
な
む
」
と
翻
字
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、

存
疑
で
あ
る
。

承
平
八
年
（
九
三
八
）
　
の
●
然
生
誕
書
付
に
　
「
生
ま
る
」
を

ひ
っ
し
の
n
U
の
と
き
に
ん
」
ま
る

と
あ
り
、
語
頭
発
音
の
表
記
が
見
え
、
藤
原
定
家
臨
模
の
『
土
左
日
記
』
紀
貫
之
筆
に
見
え
る

ん
ま
れ
L
も
か
へ
ら
ぬ

と
共
に
、
早
い
例
で
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
臨
模
部
分
に
は
「
か
く
な
ん
」
「
と
く
や
り
て
ん
」
の
二
例
も
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
初
期
草
仮
名
資
料
に
助
詞
助
動
詞
部
分
が
見
え
、
「
元
」
で
書
か
れ
る
傾
向
が
見
え
て
い
る
。
後
の
「
ん
」
成
立
へ
の
道
筋
を

思
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
じ
く
貫
之
関
係
で
も
、
自
家
集
切
で
は
「
武
」
「
舞
」
が
こ
れ
に
加
え
ら
れ
、
和
歌
の
書
写
で
の
用
字
法
の
違

い
が
考
え
ら
れ
、
初
期
草
仮
名
資
料
に
加
え
ら
れ
る
継
色
紙
は
「
ら
ん
」
「
羅
ん
」
の
「
ん
」
も
見
え
る
共
に
「
気
牟
」
「
那
舞
」
「
難
無
」
「
無
」

も
あ
っ
て
、
多
彩
で
あ
る
。
継
色
紙
は
一
面
に
一
首
或
い
は
半
首
を
散
ら
し
書
き
に
し
、
時
に
「
む
」
一
字
が
一
行
を
な
す
こ
と
も
あ
り
、



表
記
は
実
用
的
資
料
と
は
同
一
に
論
ぜ
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
寸
松
庵
色
紙
に
も
言
い
う
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
和
歌
一
首
の
一
行
書
き

も
あ
る
古
筆
切
で
も
、
や
は
り
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
所
謂
古
筆
の
美
的
世
界
で
は
多
様
性
を
保
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

実
用
的
資
料
で
原
本
の
あ
る
も
の
に
仮
名
書
状
が
あ
る
。
久
曽
神
昇
著
『
平
安
時
代
仮
名
書
状
の
研
究
』
（
風
間
書
房
、
昭
和
竺
所
収
の
写
真

に
よ
っ
て
調
べ
て
み
る
。

ま
ず
平
安
中
期
の
北
山
抄
紙
背
書
状
で
は
7
例
の
う
ち
「
む
」
2
、
「
ん
」
5
で
あ
る
。
「
む
」
は
動
詞
活
用
語
尾
「
せ
む
れ
」
と
助
動
詞

「
は
べ
り
け
む
」
で
、
「
ん
」
は
「
ご
ら
ん
（
御
覧
）
」
3
例
に
「
け
ん
」
及
び
係
助
詞
「
な
ん
」
で
あ
る
。
同
紙
背
の
源
憲
定
（
？
）
書
状
に
も

係
助
詞
「
な
ん
」
が
2
例
見
え
る
。

康
保
三
年
九
六
六
文
書
を
含
む
虚
空
蔵
菩
薩
念
詞
次
第
紙
背
文
書
で
は
、
仮
名
書
状
の
中
に
1
9
の
〔
む
〕
が
あ
り
、
接
頭
語
「
お
ほ
ん
」
6
、

係
助
詞
「
な
ん
」
l
q
助
動
詞
「
ん
」
3
、
と
な
っ
て
い
る
。
全
て
「
ん
」
字
体
で
あ
る
の
は
、
漠
文
体
の
藤
原
清
正
書
状
中
の
助
動
詞
「
む
」

の
「
…
令
行
侍
ら
む
や
、
乗
物
不
詳
侍
な
む
」
と
い
う
2
例
の
「
む
」
と
対
照
的
で
あ
る
。

応
徳
二
年
二
U
八
五
文
書
を
含
む
不
空
三
蔵
表
制
集
紙
背
文
書
で
は
、
仮
名
書
状
の
中
に
5
6
の
〔
む
〕
が
見
え
る
。
a
和
語
自
立
語
語
頭
は
4

例
で
「
ん
つ
か
し
」
2
、
「
ん
つ
か
る
」
、
こ
の
二
種
は
「
ん
」
を
用
い
、
「
む
つ
（
六
）
」
が
あ
る
。
字
音
語
語
頭
に
「
ん
け
（
無
下
）
」
が
1

あ

む

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぉ

ほ

ん

例
、
和
語
自
立
語
語
中
に
「
浴
す
」
を
3
例
と
も
「
ん
」
で
記
す
。
マ
行
動
詞
語
尾
に
「
つ
ゝ
し
む
」
1
例
が
あ
る
。
音
便
に
「
御
」
を
5

も

ん

　

　

　

　

　

　

　

り

ん

例
と
も
「
ん
」
表
記
し
、
字
音
語
韻
尾
「
解
文
」
1
は
「
ん
」
、
「
林
豪
」
は
「
む
」
「
ん
」
各
1
で
あ
る
。
助
詞
助
動
詞
で
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

「
む
」
む
1
1

ん
1
9

「
む
ず
」
む
1
　
「
ら
む
」
む
2
　
係
助
詞
「
な
む
」
む
0

ん

0

　

　

　

　

ん

0

　

　

　

　

　

　

　

ん

6

む

つ

　

　

　

む

つ

　

　

　

む

げ

こ
の
資
料
で
「
難
か
し
」
「
憶
か
る
」
「
無
下
」
な
ど
に
も
「
ん
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
ん
」
を
「
む
」
の
一
体
と
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
「
ん
」
を
「
む
」
と
翻
字
す
る
こ
と
は
正
当
と
い
え
よ
う
。

「
む
」
「
ん
」
　
の
文
字
遠
を
め
ぐ
っ
て
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濯
頂
阿
闇
梨
宣
旨
官
牒
紙
背
文
書
、
諸
仏
菩
薩
釈
義
紙
背
文
書
の
仮
名
書
状
は
右
と
同
時
期
の
も
の
、
同
一
筆
者
も
い
る
の
で
は
詳
細
は

省
略
す
る
。

院
政
も
末
期
に
な
る
と
、
「
む
」
「
ん
」
の
別
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
「
ん
」
の
用
法
が
、
字
音
語
韻
尾
と
助
詞
助
動
詞
に
限
ら
れ
て
く
る

（
音
便
例
は
不
明
）
。
承
安
五
年
（
二
七
四
）
頃
の
書
状
の
文
泉
抄
紙
背
文
書
、
平
清
盛
、
平
経
盛
、
西
光
、
西
行
、
俊
成
な
ど
の
書
状
で

『
平
安
時
代
仮
名
書
状
の
研
究
』
に
あ
る
も
の
を
一
括
し
て
述
べ
る
と
、
「
む
」
は

副
詞
「
む
べ
く
」
糾
緩
、
名
詞
「
む
す
び
一
句
」
轡
字
音
「
い
む
（
韻
）
」
轡
助
動
詞
「
む
」
肇
翻
3
例

「
ん
」
　
は

字
音
「
も
ん
ぞ
（
文
書
）
」
「
げ
ざ
ん
（
見
参
）
」
「
れ
ん
花
ぜ
う
ゐ
ん
（
蓮
花
乗
院
）
」
「
み
せ
ん
（
宣
）
」
鍵
二
、
「
く
ん
じ
（
董
）
」
「
し
ん
ぜ
（
信
）
」

甥
、
「
あ
ん
ら
く
ず
院
（
安
楽
寿
院
）
」
「
げ
う
い
ん
そ
う
づ
（
尭
胤
僧
都
）
」
脚
盛
、
「
ゐ
ん
（
院
）
」
闇
興
「
ぴ
ん
（
便
）
」
鰯

助
動
詞
「
む
」
「
む
ず
」
　
「
ら
む
」
　
「
け
む
」
「
や
ら
ん
」
な
ど
　
「
ん
」
表
記
多
数
。

以
上
の
概
観
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
書
状
に
お
い
て
は

O
　
「
む
」
　
「
ん
」
　
二
字
体
以
外
は
見
当
ら
な
い
。

O
　
「
ん
」
字
体
が
自
立
語
語
頭
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
後
に
は
な
く
な
る
。

O
　
「
ん
」
が
字
音
語
韻
尾
・
助
詞
助
動
詞
な
ど
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
、
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
多
く
な
る
。

こ
れ
ら
は
常
識
的
推
測
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
ん
」
が
助
詞
助
動
詞
に
多
く
用
い
ら
れ
る
の
は
、
連
綿
体
の
下
部
に
当
る
た
め
、
上
か
ら
の
筆
の
続
き
が
「
ん
」
で
は
な
め
ら
か
で
あ

り
、
ま
た
右
か
ら
左
へ
筆
が
流
れ
て
続
き
書
き
の
締
め
括
り
と
し
て
も
安
定
性
が
あ
る
、
と
い
っ
た
書
写
上
の
条
件
が
大
き
く
関
与
し
て
い

る
。
勿
論
筆
の
書
き
終
り
の
強
調
的
停
止
に
は
「
舞
」
「
無
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
一
般
に
は
「
ん
」
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
「
ん
」
が
「
む
」
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
音
韻
と
し
て
の
自
立
と
の
関
連
が
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。



助
詞
助
動
詞
の
場
合
に
つ
い
て
み
よ
う
。

助
動
詞
「
む
」
の
音
変
化
に
つ
い
て
は
、
藤
原
公
任
の
『
北
山
抄
』
の
記
述
が
早
い
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

諸
杖
共
起
、
侍
従
相
分
列
立
東
西
、
立
定
大
臣
宣
二
侍
肇
、
共
称
唯
再
拝

ゐ

こ
の
「
侍
座
」
に
「
之
支
伊
」
と
注
が
あ
り
、
「
敷
き
居
む
」
、
即
ち
「
着
座
す
る
が
よ
ろ
し
い
。
」
と
、
命
令
の
椀
曲
表
現
に
「
む
」
を
用
い

た
も
の
で
あ
る
。
藤
原
道
長
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
三
年
（
一
〇
二
四
）
十
二
月
十
六
日
条
に
も
こ
の
句
が
「
余
仰
去
篭
」
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、
公
卿
た
ち
の
儀
式
の
座
に
お
け
る
慣
用
句
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
「
伊
」
の
字
音
が
「
ヰ
ン
u
i
n
」

で
あ
る
の
で
、
助
動
詞
「
む
」
が
n
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。

（6）

「
む
」
の
「
ン
」
表
記
は
、
早
く
春
日
政
治
博
士
に
よ
り
、
明
算
加
点
の
高
野
山
龍
光
院
蔵
『
妙
法
蓮
花
経
』
の

ホ
ロ
ビ
ン

喪
と

が
報
告
さ
れ
、

（7）　　　　　　　　　　　　　　〈8）

遠
藤
嘉
基
博
士
は
昭
和
十
九
年
に
再
確
認
し
た
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
築
島
裕
博
士
は
、
『
御
堂
関
白
記
』
『
北
山
抄
』
の
例

に
続
い
て
、
康
平
四
年
（
一
〇
六
一
）
加
点
の
知
恩
院
蔵
『
成
唯
識
論
述
記
』
に
つ
き
、

「
名
て
為
善
ト
イ
ヒ
ナ
ン
」
な
ど
の
例
が
あ
る
。

と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
大
勢
は
後
れ
、
片
仮
名
資
料
、
訓
点
資
料
で
は
、
院
政
期
で
は
m
n
の
区
別
は
原
則
的
に
存
在
し
、
鎌
倉
初
期
に
な

っ
て
区
別
が
あ
る
中
に
違
例
が
見
え
、
中
期
に
混
同
が
目
立
っ
て
く
る
。
違
例
は
助
詞
「
ナ
ム
ド
」
、
助
動
詞
「
ム
」
等
に
偏
っ
て
い
る
。
こ

（9）

れ
ら
の
様
子
は
小
林
芳
規
博
士
苛
世
仮
名
文
の
国
語
史
的
研
究
』
に
詳
し
い
。
「
ウ
」
表
記
例
が
院
政
期
に
出
現
す
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ

る
な
ら
ば
、
藤
原
道
長
の
時
期
、
平
安
中
期
は
「
む
」
の
撥
音
化
し
始
め
た
時
期
な
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
他
の
助
動
詞
「
け
む
」
「
ら
む
」

も
助
詞
の
「
な
む
」
も
同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
（
両
語
と
も
鎌
倉
時
代
に
ケ
ウ
・
ラ
ウ
の
形
を
と
り
、
消
失
し
て
ゆ
く
）
。

『
む
』
の
仮
名
と
し
て
「
武
・
牟
・
無
」
な
ど
と
同
じ
並
び
で
あ
っ
た
「
元
（
ん
）
」
が
、
字
形
の
簡
明
、
書
写
の
容
易
、
字
体
の
安
定
性

な
ど
か
ら
実
用
的
文
書
に
多
用
さ
れ
（
古
筆
資
料
で
も
使
用
頻
度
の
高
さ
は
亭
う
ま
で
も
な
い
）
、
助
詞
助
動
詞
の
使
用
頻
度
の
高
さ
も
預
っ
て
、

「
む
」
「
ん
」
　
の
文
字
遣
を
め
ぐ
っ
て
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助
詞
助
動
詞
の
表
記
仮
名
の
色
彩
を
帯
び
、
音
の
変
質
を
反
映
し
て
価
の
専
用
仮
名
と
な
っ
て
ゆ
く
。
音
節
「
む
」
は
語
頭
か
動
詞
活
用
語

尾
に
そ
の
大
部
分
が
位
置
し
、
明
瞭
な
音
を
保
つ
た
め
、
そ
の
位
置
の
表
記
に
適
し
た
「
む
」
が
そ
の
専
用
仮
名
に
傾
い
て
ゆ
く
。
「
ん
」
の

仮
名
と
し
て
の
自
立
は
、
不
空
三
蔵
表
制
集
紙
背
の
藤
原
為
房
妻
消
息
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
語
頭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
問
は
、
認
め
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。

院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
、
仮
名
資
料
も
多
種
に
な
っ
て
く
る
。
美
的
観
点
の
濃
い
古
筆
の
文
字
資
料
と
、
た
ど
た
ど
し
い
筆
致

の
地
券
等
の
古
文
書
類
を
両
端
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
散
文
資
料
が
中
間
に
存
す
る
。
実
用
的
資
料
で
は
「
む
」
「
ん
」
の
分
化
は
早
く
よ
り
見
ら

れ
る
が
、
筆
者
の
知
的
水
準
の
高
低
、
書
写
資
料
の
性
質
に
よ
る
文
字
道
の
必
要
度
の
多
寡
な
ど
に
よ
っ
て
、
文
字
上
の
多
様
性
は
さ
ま
ざ

ま
に
な
り
、
同
一
人
で
も
同
一
態
度
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
点
は
日
本
語
音
節
及
び
文
字
の
全
般
に
言
い
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
む
」
「
ん
」

を
め
ぐ
っ
て
調
査
し
て
み
る
と
き
、
こ
の
多
様
化
が
実
感
さ
れ
て
く
る
。

本
稿
は
こ
の
問
題
に
つ
き
、
梅
沢
本
『
古
本
説
話
集
』
　
の
実
態
を
中
心
に
、
そ
こ
に
至
る
過
程
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た

も
の
で
あ
る
。

注
（1）

（2）
（3）

（4）
（5）

（6）
（7）

小
松
英
雄
氏
の
用
語
・
基
本
字
形
・
補
助
字
形
に
よ
る
。
「
藤
原
定
家
の
文
字
づ
か
い
　
ー
「
を
」
「
お
」
の
中
和
を
中
心
と
し
て
1
（
『
言
語
生
活
』
一
九
七

四
年
五
月
）

「
古
本
説
話
集
の
平
仮
名
字
体
」
　
（
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
二
輯
）

森
田
武
「
日
本
語
・
音
韻
の
歴
史
－
中
世
」
　
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
十
五
年
九
月
）

「
藤
原
定
家
の
変
体
仮
名
の
用
法
に
つ
い
て
」
　
（
『
国
文
学
致
8
2
号
』
、
昭
和
五
十
四
年
）

中
田
祝
夫
「
平
安
時
代
の
国
語
」
　
（
『
日
本
語
の
歴
史
』
至
文
堂
、
昭
和
三
十
二
年
）

「
高
野
山
に
て
観
た
る
古
点
本
一
二
」
　
（
『
文
学
研
究
』
第
七
韓
、
昭
和
九
年
）
。
『
古
訓
点
の
研
究
』
所
収

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
の
研
究
』
第
三
章
臼
（
中
央
図
書
出
版
社
、
昭
和
二
十
七
年
）



（
8
）
　
『
平
安
時
代
語
新
論
』
第
三
編
第
三
章
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
年
）

（
9
）
　
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
九
七
一
年
三
月

付
記
　
本
稿
全
般
、
こ
と
に
訓
点
資
料
と
の
関
連
に
つ
き
、
小
林
芳
規
博
士
の
御
教
示
に
預
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

「
む
」
「
ん
」
の
文
字
道
を
め
ぐ
っ
て

八
七




