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は
じ
め
に
　
ー
　
盈
音
便
表
記
の
偏
り
に
つ
い
て
　
ー
・

一
、
撥
音
便
表
記
以
外
の
表
記
の
偏
り

二
、
音
便
形
に
見
ら
れ
る
偏
り

三
、
『
栄
花
物
語
』
　
の
成
立
と
の
関
係

お
わ
り
に

は
じ
め
に
　
－
　
撥
音
便
表
記
の
偏
り
に
つ
い
て
　
ー

（1）

梅
沢
本
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
は
、
助
動
詞
「
な
り
」
「
べ
し
」
「
め
り
」
に
接
続
し
て
い
く
場
合
の
動
詞
「
あ
り
」
（
形
容
詞
カ
リ
活
用

を
含
む
）
　
「
さ
り
（
然
）
」
は
多
く
撥
音
便
形
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば

○
こ
殿
の
さ
ま
ノ
（
1
し
ま
う
け
さ
せ
給
へ
り
し
あ
め
り
（
巻
一
四
）

○
東
三
条
院
に
て
盈
l
引
お
ほ
し
を
き
て
さ
せ
給
を
（
巻
二
）

○
た
1
い
ま
さ
べ
く
お
ほ
し
め
し
か
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
　
（
巻
一
二
）

（
助
詞
・
助
動
詞
に
は
私
に
濁
点
を
付
し
た
。
以
下
同
じ
。
）

の
如
く
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
そ
の
場
合
の
撥
音
便
は
無
表
記
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
中
に
は

○
く
る
し
み
な
し
と
こ
そ
は
あ
ん
め
れ
　
（
巻
三
〇
）



の
如
く
「
ん
」
で
表
記
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
撥
音
便
全
体
に
目
を
向
け
て
み
る
と

〇
人
の
ゆ
る
さ
ぬ
を
ば
ゐ
て
い
か
ざ
ん
な
る
物
を
（
巻
二
六
）

○
御
堂
よ
り
御
せ
う
そ
こ
し
け
か
ん
め
る
　
（
巻
二
八
）

の
如
く
認
め
ら
れ
、
全
一
六
例
を
数
え
る
。
全
体
と
し
て
は
僅
か
な
用
例
数
し
か
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
二
例
は
巻
二

六
～
巻
三
〇
の
間
に
集
中
し
て
お
り
表
記
的
偏
り
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
こ
で
撥
音
便
表
記
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ん
」
は
次
の
よ
う
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

○
と
の
自
封
引
奏
す
べ
き
こ
と
に
も
さ
ふ
ら
は
ず
と
（
巻
一
二
）

○
習
叫
か
な
し
く
お
は
し
み
た
て
ま
つ
ら
せ
給
（
巻
一
四
）

○
み
な
さ
る
べ
き
こ
と
と
ん
し
わ
た
し
た
り
　
（
巻
一
六
）

右
の
如
く
「
モ
」
で
あ
る
箇
所
に
用
い
る
の
は
、
同
じ
あ
た
り
に
、

○
こ
の
か
た
に
は
項
叫
叫
お
ほ
し
め
し
た
え
に
し
か
ど
（
巻
一
三
）

（2）

と
も
見
ら
れ
る
「
ム
」
の
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
古
用
の
用
法
を
残
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
用
例
は
巻
一
〇
～
巻
一
六

に
偏
在
す
る
。
音
便
形
の
表
記
で
は

○
ま
か
せ
て
も
あ
ら
ぼ
や
と
な
ん
お
も
ひ
は
ん
へ
る
　
（
巻
一
三
）

の
如
く
「
は
ん
べ
り
」
の
形
も
ほ
ゞ
こ
の
古
用
の
用
法
を
持
つ
部
分
に
重
な
っ
て
認
め
ら
れ
る
。

舌
内
撥
音
便
を
「
ん
」
で
表
記
す
る
後
世
的
表
記
の
偏
在
、
及
び
古
用
の
偏
在
が
巻
一
〇
或
は
巻
二
六
か
ら
数
巻
に
分
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
梅
沢
本
が
前
半
巻
二
〇
ま
で
と
後
半
巻
二
一
か
ら
と
の
二
種
の
写
本
の
取
り
合
わ
せ
本
で
あ
る
こ
と
に
大
き
く
関
っ
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
右
の
偏
在
部
分
は
前
半
・
後
半
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
一
部
分
で
あ
り
、
す
べ
て
の
理
由
を
そ
こ
に
帰
す
こ
と
も
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
。

梅
沢
本
に
見
ら
れ
る
『
栄
花
物
語
』
　
の
成
立
・
転
写
の
様
相
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「
　
撥
音
便
表
記
以
外
の
表
記
の
偏
り

先
に
梅
沢
本
『
栄
花
物
語
』
は
前
半
後
半
の
二
種
の
写
本
の
取
り
合
わ
せ
本
で
あ
る
と
言
っ
た
が
、
今
少
し
詳
し
く
見
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
前
半
巻
二
〇
ま
で
は
大
型
本
で
あ
り
、
各
巻
ご
と
に
書
写
者
が
異
な
っ
て
い
る
。
・
但
し
、
巻
五
・
巻
六
は
同
筆
か
と
思
わ
れ
る
。
こ

、

へ

J

、

の
両
巻
に
は
極
端
に
漢
字
表
記
が
多
い
、
或
は
助
動
詞
「
む
」
は
「
ん
」
で
は
な
く
「
む
」
で
表
記
す
る
等
の
表
記
的
特
徴
も
認
め
ら
れ
る
。

巻
二
一
以
降
は
小
型
本
で
全
巻
一
筆
の
も
の
で
あ
る
。
両
型
本
と
も
に
書
写
は
鎌
倉
中
期
を
下
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
諸
家
の
考
え
は
一
致
し

て
い
る
。

前
節
の
表
記
上
の
偏
り
は
こ
の
よ
う
な
底
本
の
状
況
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
同
筆
内
の
一
部
分
に
偏
る
表
記
が
よ

く
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
梅
沢
本
の
書
写
者
が
左
右
し
た
表
記
上
の
特
徴
と
は
考
え
に
く
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

仮
名
遣
い
の
違
い
を
見
せ
る
も
の
で
他
に
は
　
「
上
・
う
へ
・
う
ゑ
」
　
の
表
記
の
違
い
が
あ
る
。
こ
の
三
者
が
ど
の
よ
う
に
出
現
す
る
か
を

一
覧
す
る
と
次
表
の
如
く
な
る
。

表
1

上 う

ゑ

う

へ

02 1巻

2 91 2

4 3

3 4

31 31 5

8 2 6

1 51 7

4 1 83 8

5 9

5 01

1 ′1 31 11

1 33 21

4 31

2 11 41

1 1 2 51

2 2 8 61

11 71

8 81

3 91

6 02

2 5 1 12

5 22

1 2 1 32

1 5 4 42

1 52

21 6 亡U2

71 1 72

11 82

6 9 92

2 31 03

1 71 13

31 23

4 33

1 1 51 43

2 2 53

1 8 51 63

1 01 73

3 10 83

1 62 93

Q
u

04

三
者
の
う
ち
で
最
も
多
用
さ
れ
る
の
は
「
う
へ
」
で
あ
り
、
「
上
」
は
最
も
少
い
。
巻
五
・
六
で
は
「
う
へ
」
を
押
え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
先
述
の
通
り
こ
の
巻
の
み
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
　
「
う
ゑ
」
を
中
心
的
に
用
い
る
巻
々
で
あ
る
。
用
例
の
少

い
例
外
的
な
巻
を
含
ん
で
は
い
る
が
、
巻
二
一
～
巻
二
八
と
い
う
部
分
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
の
部
分
と
は
異
な
る
傾
向
が
看
取



さ
れ
る
の
で
あ
る
。

漢
字
の
用
い
方
の
間
に
も
違
い
が
あ
り
、
そ
の
違
い
は
ま
た
別
の
偏
り
を
見
せ
て
い
る
。

春

宮

東

宮

表

2

3 42 1巻

1 01・ェ 2

5 11 3

5 9 4

3 3 5

1 1 6

1 4 7

4 01 8

01 01 9

4 01

4 11

1⊥ 01 21

1 51 31

2 41

1 6 51

01 61

2 9 71

1 1 81

1 1 91

2 02

2 2 12

22

2 5 32

1 42

2 01 52

4 7 62

5 6 72

4 3 82

4 92

3 8 03

9 5 13

41 2 23

2 33

51 3 43

2 53

11⊥ 63

8 2 73

41 1 83

01 2 93

3 04

巻
三
〇
ま
で
は
「
東
宮
」
の
使
用
が
優
勢
で
あ
る
。
中
で
も
巻
一
〇
～
巻
∵
七
で
は
「
東
宮
」
の
使
用
が
絶
対
的
優
勢
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

巻
三
一
を
越
え
る
と
例
外
的
な
巻
三
三
を
除
い
て
「
春
宮
」
が
優
勢
に
立
っ
て
い
る
。

仮
名
表
記
・
漢
字
表
記
の
別
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
も
認
め
ら
れ
る
。

表
3御

堂

御

だ

ぅ

み

だ

ぅ

姫

君

姫

き

み

ひ

め

君

ひ
め

き

み

．3 7 1巻

1 00 7 2

2 7 3 3

1 1 3 11 4

1 5

2 6

1・ェ
7

1 2 3 31 1 8

9

4 nu1

1 11

1 21

1 31

1 1 1 81 41

2 31 51

2 01 7 1 2 51 61

6 9 71

4 9 3 Ou1

1 91

02

3 5 12

2 5 22

32

1 42

2 52

1 5 1 62

41 72

1 82

9 2 2 92

61 5 1 03

1 00 1 13

1 1 23

1 1 33

1 6 43

1 1 53

2 9 1 63

2 73

3 6 003

3 2 1 3 93

5 1 04
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ら
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二

「
姫
君
」
を
漢
字
の
み
で
表
記
す
る
の
は
巻
≡
以
下
、
「
御
堂
」
を
漢
字
の
み
で
表
記
す
る
の
は
巻
三
一
以
下
と
異
な
り
を
見
せ
る
。

前
節
で
は
大
型
本
小
型
本
の
一
部
に
そ
れ
ぞ
れ
偏
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
巻
≡
～
巻
三
〇
、
巻
三
一
～
巻
四
〇
と
小
型
本

の
中
で
戟
然
と
分
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
「
姫
君
」
は
大
型
本
と
小
型
本
と
の
間
の
違
い
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

二
、
音
便
形
に
見
ら
れ
る
偏
り

こ
れ
ま
で
に
見
た
表
記
上
の
特
徴
の
偏
り
は
、
単
に
表
記
に
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
音
便
形
使
用

の
有
無
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
む
る
。
以
下
全
巻
に
亘
っ
て
出
現
す
る
い
く
つ
か
の
音
便
形
を
例
に
し
て
考
え
て
い
く
。

（
動
詞
）

冒
頭
に
お
い
て
も
例
に
出
し
た
動
詞
「
あ
り
」
「
き
り
」
は
よ
く
音
便
形
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
め
り
」
に

接
続
す
る
も
の
は
す
べ
て
音
便
形
で
あ
る
が
「
べ
し
」
に
接
続
し
て
い
く
連
体
形
は
次
の
如
く
音
便
形
・
非
音
便
形
の
両
形
を
見
せ
て
い
る
。

○
左
大
将
と
の
日
≧

に
お
は
し
ま
し
つ
1
あ
る
べ
き
事
と
も
を
中
を
き
て
さ
せ
給

○
か
～
る
御
お
も
ひ
な
れ
ど
も
あ
べ
き
こ
と
1
も
み
な
お
は
し
お
き
て

（
共
に
巻
四
）

右
の
二
例
は
い
ず
れ
も
地
の
文
の
用
例
で
あ
り
、
音
便
形
使
用
に
つ
い
て
の
差
異
と
な
る
条
件
の
違
い
は
特
に
見
当
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、

「
べ
し
」
が
終
止
形
の
場
合
に
は
「
あ
り
」
が
音
便
形
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
「
べ
し
」
が
下
接
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
場
合
も
音

（4）

便
化
す
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
を
除
き
『
栄
花
物
語
』
の
中
で
音
便
形
を
持
っ
て
い
る
文
節
に
つ
い
て
、
更
に
話
者
の
違
い

表
4

あ

（
べ
し
）

あ

る

（
べ
し
）

1 5 1巻

7 5 2

3 5 3

3 4 4

2 4 5

6

2 2 7

1 3 00
1 1 9

2 5 01

1 11

1 3 21

4 4 31

1 3 41

1 51

1 1 61

2 71

1 81

1 1 91

1 02

2 2 12

22

1 32

42

1 52

1 4 62

4 3 72

2 1 82

3 92

2 4 03

13

1 23

1 33

3 43

53

3 Cu3

2 73

3 003

2 ∩フ3

3 04



な
ど
の
条
件
を
除
く
為
に
地
の
文
の
み
に
限
っ
て
集
計
す
る
と
表
4
の
如
く
な
る
。

巻
三
一
・
三
五
に
用
例
が
な
い
が
、
一
見
し
て
巻
三
二
以
降
に
は
一
致
し
て
音
便
形
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
部
分

が
巻
三
〇
以
前
と
異
る
現
象
を
見
せ
る
こ
と
は
既
に
表
記
上
の
特
徴
に
お
い
て
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
同
じ
偏
り
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

次
に
　
「
さ
り
」
　
の
場
合
を
見
て
み
る
。

表
5

「
さ
り
」
の
場
合
も
巻
三
二
以
降
が
一
致
し
て
音
便
形
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
は
同
様
で
あ
る
。
更
に
巻
二
〇
代
に
音
便
形
の
な
い
巻
が
多
い

こ
と
が
新
た
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
巻
一
五
・
一
七
・
一
八
・
二
三
な
ど
で
は
「
あ
り
」
「
さ
り
」

共
に
音
便
形
を
用
い
て
お
ら
ず
、
音
便
形
を
用
い
な
い
巻
は
巻
一
五
を
始
め
と
し
て
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
も
分
る
。

（
副
詞
）

全
巻
に
亘
っ
て
認
め
ら
れ
る
副
詞
と
し
て
「
か
く
（
斯
）
」
を
と
り
あ
げ
る
。
動
詞
の
場
合
に
準
じ
て
用
例
数
を
調
査
す
る
と
表
6
の
如
く

な
る
。

表
6

動
詞
の
「
あ
り
」
「
さ
り
」
に
較
べ
る
と
音
便
形
を
と
ら
な
い
巻
は
少
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
巻
三
二
以
下
に
あ
っ
て
は
音
便
形
を
と
っ

梅
沢
本
に
見
ら
れ
る
『
栄
花
物
語
』
　
の
成
立
・
転
写
の
様
相
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て
い
な
い
。
他
の
巻
で
音
便
形
を
と
ら
な
い
も
の
が
少
い
だ
け
に
こ
の
違
い
は
顕
著
で
あ
る
。

（
形
容
詞
）

続
い
て
形
容
詞
を
見
る
。
連
用
形
の
用
例
が
全
巻
に
亘
っ
て
見
ら
れ
る
の
で
連
用
形
に
お
け
る
ウ
音
便
の
有
無
を
検
討
す
る
。
各
語
区
々

の
状
況
で
は
あ
る
が
、
音
便
化
す
る
音
節
の
直
前
の
母
音
の
違
い
で
様
子
が
異
な
る
た
め
上
接
母
音
が
イ
の
も
の
（
シ
ク
活
用
）
と
ア
の
も

の
（
ク
活
用
の
一
部
）
と
に
分
け
て
ま
と
め
る
。
尚
、
動
詞
・
副
詞
は
地
の
文
に
限
っ
て
用
例
数
を
ま
と
め
た
が
大
勢
に
変
り
は
な
い
の
で

表
7

く あ く あ ネ
ノ

ろ
ノ

る や
ち
を

さ
ま

る

は
れ

し し し し し し

ふ
ノ

く ’っ く ネ
ノ

く ト（ノ
ノ＼ シ（ノ

く ネ
ノ

く

5 7 4 5 6 2 1 4 3 1巻

1 7 1 2 1 91 5 1 5 2

2 3 1 1 3

7 2 2 61 1 4

5 1 2 2 11 2 1 2 8 5

1 1 1 1 6

1
．

2 3 1 1 1 3 1 2 7

8 1 3 1 3 9 3 2 4 1 00．
6 1 7 1 9

2 1 3 1 1 1 1 01

1 1 2 2 2 1 1 1 11

2 3 2 2 3 5 2 3 21

1 1 1 1 5 1 2 31

3 2 2 3 2 3 41

1 1 1 3 51

3 1 1 2 1 9 3 2 1 61

2 3 1 2 71

1 1 81

1 1 1 3 1 91

02

1 1 3 9 1 1⊥2

1 22

1 32

1 5 2 1 1 42

4 1 1 3 2 52

1 1 2 9 2 1 62

1 1 1 1 7 1 1 72

4 1 1 3 2 3 01 1 82

01 1 6 2 92

5 2 5 3 03

1 3 1 1 13

2 1 1 1 23

3 1 1 33

1 1 2 43

1 1 53

3
．

1 2 2 2 1 2 4 1 63

4 2 2 73

3 1 4 1 83

3 1 1 2 1 4 1 1 2 93

1 04



以
下
全
用
例
を
対
象
と
す
る
。

上
接
母
音
が
イ
の
も
の
は
よ
く
音
便
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
巻
四
な
ど
は
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
用
例
が
あ
る
も
の
は
す
べ

て
音
便
形
を
用
い
て
い
る
。
全
体
の
特
徴
を
見
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
ま
ず
、
最
も
顕
著
で
あ
る
こ
と
は
巻
三
一
以
降
で
は
音
便
形
を
と

ら
な
い
も
の
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
こ
と
、
次
い
で
巻
一
五
二
七
・
一
八
・
二
三
な
ど
に
音
便
形
を
と
ら
な
い
も
の
が
多
く
認
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
逆
に
音
便
形
の
み
し
か
用
い
な
い
も
の
は
巻
一
四
以
前
と
巻
二
〇
代
と
に
多
く
認
め
ら
れ
る
。
次
に
上
接
母
音
が
ア
の
も
の

を
見
る
と
次
表
の
如
く
で
あ
る
。

表
8

わ lv
ち 、ま め

カ た t刀
か

な

で

た

し し し し
L
L

ーっ
．

く 、っ く ，っ く ーっ く ，っ く

1 1 2 2 2 1 2 9 7 7 1巻

1 2 2 9 5 6 2

5 3 6 4 3 2 3

4 1 2 3 2 1 4 4

1 2 3 6 5

4 4 6

1 1 1 5 3 7

3 1 6 1 4 1 5 3 41 4 8

2 1 1 1 3 4 1 1 9

1 5 3 2 01

1 1 2 5 11

1 1 2 4 4 2 21

2 1 1 1 3 31

2 1 2 1 1 2 2 5 41

2 1 1 1 2 1 51

4 1 1 3 1 3 2 1 6 61

2 5 2 9 71

2 3 81

1 1 1 2 5 91

1 1 2 02

1 1 3 1 12

1 3 22

1 5 32

1 1 1 2 3 1 1 42

1 1 2 2 52

2 3 6 1 1 1 2 62

2 1 1 1 2 2 5 72

2 1 1 2 4 2 Q
u

2

1 1 1 1 2 1 92

2 2 2 2 03

3 1 1 7 13

1 7 23

1 3 33

1 1 1 1 1 51 43

1 1 53

1 3 1 2 02 63

1 2 8 73

3 1 3 1 9 83

1 1 3 2 1 2 71 93

1 2 1 7 04

上
接
母
音
が
ア
の
も
の
は
イ
の
も
の
に
比
較
し
て
音
便
形
を
と
ら
な
い
も
の
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
巻
三
一
以
降
が
音
便
形
を
と
っ
て
い
な

梅
沢
本
に
見
ら
れ
る
『
栄
花
物
語
』
　
の
成
立
・
転
写
の
様
相
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九
六

い
こ
と
は
前
と
同
様
で
あ
る
が
、
例
え
ば
巻
二
九
・
三
〇
の
如
く
上
接
母
音
が
イ
で
あ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
音
便
形
を
用
い
て
い
な
が
ら
、

ア
で
あ
る
も
の
は
逆
に
音
便
形
で
な
い
も
の
が
多
い
と
い
う
極
端
な
姿
を
見
せ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
巻
三
・
七
・
九
や
巻
二
六
は
音
便

形
の
み
を
用
い
る
語
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

形
容
詞
の
ウ
音
便
形
の
使
用
状
況
を
見
て
も
巻
三
一
以
降
の
特
徴
は
顕
著
で
あ
る
。
更
に
巻
一
五
・
一
七
・
一
八
等
の
偏
り
、
ま
た
巻
二

〇
代
の
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
傾
向
な
ど
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
助
動
詞
）

音
便
形
の
使
用
に
つ
い
て
最
後
に
助
動
詞
を
見
る
。
「
べ
し
」
は
連
用
形
の
ウ
音
便
と
、
連
体
形
の
イ
音
便
と
二
つ
の
音
便
形
を
見
せ
る
。

各
巻
の
用
例
数
は
表
9
の
如
く
で
あ
る
。

表
9

ベ ベ ベ ベ

し き う
ノ

く

1 3 2 1巻

3 4 5 2

2 4 5 3

2 6 5 4

1 2 2 5

1 6

1 1 2 7

2 4 3 8

2 3 3 1 9

1 6 2 1 01

2 u

7 5 21

2 3 3 3 31

1 2 2 1 41

1 1 3 51

2 61

5 71

nlu
1

1 1 1 91

1 ハ∪2

3 1 12

22

1 2 32

1 42

3 52

3 3 2 62

6 4 2 3 72

2 1 82

2 92

1 3 2 03

13

1 2 23

3 33

3 43

3 53

3 5 63

1 73

2 2 83

2 2 93

1 1 04

ま
ず
、
連
用
形
で
は
前
半
巻
五
あ
た
り
ま
で
の
音
便
形
専
用
と
巻
三
〇
以
降
の
非
音
便
形
専
用
と
が
目
立
つ
。
連
体
形
で
は
巻
三
二
以
降
の

非
音
便
形
専
用
が
分
る
。

さ
て
、
各
品
詞
に
つ
い
て
音
便
形
の
使
わ
れ
て
い
る
状
況
を
見
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
巻
三
一
以
降
の
非
音
便
形
多
用

の
様
子
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
巻
一
五
・
一
七
・
一
八
な
ど
に
も
多
く
他
の
巻
と
異
な
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
非
音
便
形

の
偏
在
は
大
型
本
・
小
型
本
と
い
う
現
存
本
の
写
本
の
違
い
、
ま
た
前
半
部
に
お
い
て
は
各
巻
そ
れ
ぞ
れ
書
写
者
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を



越
え
て
、
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
そ
れ
は
ま
た
表
記
的
特
徴
と
も
重
な
る
部
分
を
持
っ
て
お
り
、
同
一
の
理
由
に
よ
っ
て
い
る
こ

と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
『
栄
花
物
語
』
　
の
成
立
と
の
関
係

さ
て
、
前
節
で
見
た
通
り
巻
三
一
以
降
の
独
自
怪
は
極
め
て
顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
同
筆
で
あ
る
巻
二
一
～
巻
三
〇
の
部
分

と
は
は
っ
き
り
と
一
線
が
画
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
音
便
形
に
お
け
る
特
徴
も
現
梅
沢
本
以
前
に
あ
っ
た
事
象
を
踏
襲
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

巻
三
〇
以
前
と
巻
三
一
以
降
と
の
違
い
と
い
う
点
で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
成
立
の
違
い
、
即
ち
、
正
篇
と
続
第
と
い
う
作
者
の
違
い

で
あ
る
。
『
栄
花
物
語
』
の
作
ら
れ
た
十
一
世
紀
に
あ
っ
て
は
既
に
音
便
化
は
相
当
進
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
続
第
が
作
ら
れ

た
の
は
正
篤
よ
り
も
後
で
あ
る
か
ら
続
第
に
非
音
便
形
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
時
代
差
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
状
況
下
で
あ
れ
ば
文
章
を
綴
る
に
際
し
て
音
便
形
を
用
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
当
然
選
択
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
巻
三

一
以
降
は
こ
こ
で
検
討
し
た
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
音
便
形
を
用
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
意
図
的
に
選
択
し
た
結
果
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
さ
す
れ
ば
、
梅
沢
本
に
お
い
て
見
ら
れ
る
巻
三
一
以
下
の
非
音
便
形
多
用
と
い
う
特
怪
は
、
後
人
の
作
で
あ
る
続
篇
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
密
接
な
関
連
を
持
ち
、
成
立
の
時
点
で
の
作
者
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
正
篇
・

（5）

続
第
の
間
に
あ
る
言
語
上
の
相
違
は
三
重
敬
語
の
使
い
方
、
係
結
び
の
面
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
音
便
形
使
用
の
有
無
も
そ
れ

に
加
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

巻
三
一
以
降
の
非
音
便
形
多
用
の
特
徴
が
成
立
と
関
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
巻
に
お
け
る
同
様
の
特
徴
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
改
め
て
検

証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ま
松
村
博
司
博
士
の
お
考
え
に
従
う
と
、
記
述
の
内
要
面
か
ら
見
て
異
質
な
部
分
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ

梅
沢
本
に
見
ら
れ
る
『
栄
花
物
語
』
　
の
成
立
・
転
写
の
様
相

（6）

る
。
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正

〕

　

　

〕

一
～
四
・
五
六
…
一
五
…
一
七
一
八
…
二
二
…
三
〇

続
　
　
篇

＼

　

　

　

　

－

　

　

　

　

ノ

　

　

1

－

－

－

1

；

t

一

三
一
～
三
七
・
三
八
～
四
〇

正
篇
・
続
第
の
内
部
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
小
さ
な
ま
と
ま
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

第
三
節
ま
で
に
取
り
上
げ
た
事
項
を
一
覧
す
る
と
次
表
の
如
く
な
る
。

表
1
0

b

表

9

a

表

8

表

7

表

6

表

5

表

4

b

表

3

a

表

2

表

1

「
離

日

」

ニーーロ
ん
」

の
古

用

○ ○ 1巻

○ ○ ○ 2

○ ○ ○ ○ 3

○ ◎ ○ ○ 4

○ × ○ 5

× △ × × ○ 6

× ○ 7

○ ○ 00

○ 9

○ ○ ○ 01

× △ × ○ 11

× × △ ○ ○ 21

○ ○ ○ 31

○ ○ ○ 41

× × × × ○ ○ 51

○ ○ ○ 61

× △ × × × ○ 71

× × × × 81

× × ○ 91

× × ○ × 02

× × × × ○ ○ ○ 12

× × ○ 22

× × × × × ○ ○ 32

× ○ × ○ × 42

× △ △ ○ ○ 52

○ ○ ○ × ○ ○ ○ 62

△ ○ × ○ ○ ○ 72

× ○ ○ ○ 82

× △ ○ × ○ ○ 92

× △ ◎ ○ ○ ○ 03

× △ ○ ○ 13

× × × △ × × × ○ ○ × 23

× × × × × × ○ ○ 33

× △ △ × × × ○ ○ × 43

× × × × ○ ○ × 53

× ‘× △ △ × × × ○ ○ × 63

× × × × × × ○ × 73

× × △ × × ＼ ○ ○ × 83

× × × × × ○ ＼ 93

× × △ × × × × ○ ○ × 04



注
「
讐
便
「
ん
」
表
記
」
「
「
ん
」
の
古
用
」
は
用
例
の
あ
る
巻
を
○
で
示
す
。
「
表
1
」
は
「
う
ゑ
」
中
心
の
巻
を
○
で
示
す
。
「
表
2
」
は
「
東
宮
」

中
心
の
巻
を
〇
、
「
春
官
」
中
心
の
巻
を
×
で
示
す
。
「
表
3
a
」
は
「
姫
君
」
中
心
、
「
表
3
b
」
は
「
御
堂
」
の
み
の
使
用
の
巻
を
そ
れ
ぞ
れ
〇

．

、

こ

［

一

ヨ

ー

′

′

′

　

ヽ

ノ

　

ゝ

　

）

－

江

コ

ゝ

．

∃

で
示
す
。
「
表
4
・
5
・
6
」
は
音
便
形
の
み
使
用
の
巻
を
〇
、
非
音
便
形
の
み
使
用
の
巻
を
×
で
示
す
。
「
表
7
・
8
」
は
音
便
形
の
み
の
語
を
用

［

、

．

ハ

′

U

ユ

メ

「

′

‘

（

　

l

l

一

．

4

1

－

り

l

l

し

．

－

ノ

．

（

ニ

ノ

い
て
い
る
巻
を
◎
、
音
便
形
の
み
の
語
が
過
半
数
以
上
あ
る
巻
を
〇
、
非
音
便
形
の
み
の
語
が
過
半
数
以
上
の
巻
を
△
、
非
音
便
形
の
み
の
語
を
用

い
て
い
る
巻
を
×
で
示
す
。
「
表
9
a
」
は
「
べ
く
」
の
ウ
音
便
形
の
み
使
用
の
巻
を
〇
、
非
音
便
形
の
み
の
巻
を
×
で
、
「
表
9
b
」
は
「
べ
き
」

の
イ
音
便
形
の
み
使
用
の
巻
を
〇
、
非
音
便
形
の
み
の
巻
を
×
で
示
す
。
尚
、
表
中
の
・
は
そ
の
巻
に
用
例
の
な
い
こ
と
を
示
す
。

音
便
形
の
特
徴
を
見
る
と
各
項
目
で
見
た
如
く
巻
三
以
下
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
以
外
の
巻
で
非
音
便

形
を
多
用
す
る
巻
は
巻
六
、
巻
妄
・
壱
・
一
八
、
巻
≡
、
巻
二
三
で
あ
る
。
一
方
、
音
便
形
多
用
の
巻
は
巻
て
巻
四
、
巻
二
六
な

ど
で
あ
る
。
い
づ
れ
か
に
偏
っ
た
用
い
方
を
し
て
い
る
巻
は
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
複
数
項
目
に
つ
い
て
同
様
の
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。

そ
の
他
で
は
巻
二
〇
代
に
比
較
的
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
と
、
巻
＝
・
三
が
そ
の
前
後
の
巻
と
異
な
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
と
先
の
成
立
の
状
況
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
大
型
本
で
は
巻
一
～
四
、
巻
六
、
巻
喜
一
七
・
一
八
と
姦
す
る
。

（7）

更
に
巻
二
・
三
に
は
共
通
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
先
の
巻
々
に
加
え
て
成
立
上
異
質
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
巻
に
強
く
表
し
て

い
る
こ
と
が
分
る
。
小
型
本
で
は
巻
二
〇
代
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
傾
向
が
看
警
れ
大
型
本
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
成
立
上
、
巻
「
五

な
ど
と
同
じ
特
異
性
を
持
つ
と
さ
れ
た
巻
二
二
・
三
〇
に
は
さ
ほ
ど
特
徴
が
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
他
の
巻
≡
、
二
三
、
二
六
な
ど
に
特
徴

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
大
型
本
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
続
篇
内
の
違
い
も
見
え
な
い
。
巻
二
〇
代
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か

ら
す
れ
ば
転
写
の
段
階
に
お
け
る
変
改
も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

表
記
上
の
特
徴
か
ら
見
れ
ば
大
型
本
と
小
型
本
と
の
違
い
を
示
す
も
の
が
「
ひ
め
ぎ
み
」
の
仮
名
書
き
の
有
無
二
う
ゑ
」
の
表
記
で
あ
る
。

更
に
、
こ
の
「
う
ゑ
」
と
書
く
の
は
続
篇
が
持
た
な
い
表
記
で
あ
る
か
ら
正
篇
・
続
篇
の
違
い
も
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
続
篇
の
み
に

特
徴
が
あ
る
の
は
「
春
宮
」
の
使
用
、
「
御
堂
」
の
仮
名
書
き
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
讐
便
の
「
ん
」
表
記
、
「
ん
」
の
古
用

は
い
ず
れ
も
右
の
各
項
と
は
違
う
偏
。
が
あ
。
、
か
つ
成
立
Ⅰ
の
異
質
な
巻
と
も
つ
な
が
り
は
見
出
せ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
表
記
上
の
特
徴

梅
沢
本
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ら
れ
る
『
栄
花
物
譜
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成
立
・
転
写
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鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

は
音
便
形
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
単
位
で
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
正
篇
・
続
篇
、
或
は
大
型
本
・
小
型
本
の
違
い
を
示
し
て
い
る
も
の
が
多
い

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
「
ん
」
の
用
法
の
両
事
象
は
転
写
の
過
程
に
お
け
る
添
加
或
は
変
改
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
栄
花
物
語
』
の
成
立
は
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
っ
て
比
較
的
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で

も
あ
る
。
い
ま
成
立
時
か
ら
現
存
梅
沢
本
に
至
る
過
程
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
非
音
便
形
使
用
の
実
態
が
成
立
の
事
情
に

一
致
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
文
法
的
な
事
象
と
の
一
致
も
み
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
原
本
成
立
時
に
あ
っ
た
形
が
転
写
の
過
程
を

通
じ
て
梅
沢
本
ま
で
よ
く
保
た
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
事
項
か
ら
は
成
立
時
の
特
徴
、
ま
た
現

存
梅
沢
本
に
至
る
転
写
の
過
程
に
お
い
て
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
特
徴
が
層
序
を
な
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

梅
沢
本
は
『
栄
花
物
語
』
の
現
存
最
善
本
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
書
写
は
鎌
倉
時
代
に
下
る
可
能
性
も
あ
り
、
し
か
も
二
種
の
写
本
の
取

り
合
わ
せ
本
で
も
あ
る
。
成
立
当
初
の
姿
を
ど
こ
ま
で
保
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
未
詳
の
部
分
が
大
き
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
し
た

と
こ
ろ
に
よ
る
と
一
部
の
言
語
事
象
で
は
あ
る
が
原
本
成
立
時
の
姿
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
す
れ
ば
、
更

に
新
た
な
視
点
で
梅
沢
本
を
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
音
便
形
・
表
記
の
面
か
ら
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
例
え
ば
「
行
く
」
と
い
う
語
に
お
け
る
「
い
く
」
「
ゆ
く
」
の
両

形
に
つ
い
て
み
る
と
巻
五
・
六
で
は
「
い
く
」
、
巻
三
一
以
降
で
は
「
ゆ
く
」
の
方
に
そ
れ
ぞ
れ
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
更
に
他
の
言
語
事
象
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注1
）
　
現
在
国
蔵
文
化
庁
所
管
で
あ
る
が
名
称
と
し
て
は
旧
来
の
も
の
に
従
っ
た
。

2
）
　
恕
久
「
ム
・
モ
の
表
記
に
用
ゐ
ら
れ
た
と
い
は
れ
る
仮
名
「
ん
」
の
考
察
」
（
『
香
椎
潟
』
蔓
な
ど
参
照
。



（
3
）
松
村
博
司
博
士
は
単
な
る
表
記
の
み
の
異
な
。
で
は
な
く
成
立
事
情
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
（
「
栄
花
物
語
巻
五
・
六

に
関
す
る
覚
書
」
（
『
栄
花
物
語
の
研
究
』
第
三
所
収
）

（
4
）
　
「
あ
る
（
べ
し
）
」
「
あ
（
べ
し
）
」
に
つ
い
て
は
「
あ
（
る
）
べ
き
（
い
）
」
「
あ
（
る
）
べ
う
」
「
あ
（
る
）
べ
か
め
る
」
「
あ
（
る
）
べ
き
に
」

「
あ
（
る
）
べ
け
れ
ど
」
「
あ
（
る
）
ぺ
け
れ
ば
」
な
ど
の
用
例
の
集
計
で
あ
る
。
「
さ
り
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
5
）
　
当
山
公
子
「
栄
花
物
語
に
お
け
る
係
結
の
現
象
」
（
お
茶
の
水
女
子
大
『
国
文
』
1
8
　
昭
壷
∵
2
）

角
谷
浩
子
「
栄
花
物
語
の
成
立
」
（
お
茶
の
水
女
子
大
『
国
文
』
2
7
　
昭
4
2
・
7
）

（
6
）
　
前
時
代
の
指
摘
を
含
め
て
『
栄
花
物
語
全
注
釈
7
』
に
ま
と
め
て
あ
る
も
の
に
よ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
巻
二
五
、

は
信
仰
者
と
し
て
の
道
長
と
法
成
寺
関
係
記
事
を
持
つ
こ
と
で
特
異
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
松
村
博
司
『
栄
花
物
語
・
大
鏡
の
成
立
』
（
桜
楓
社
　
昭
聖
5
）

一
七
、
一
八
、
二
二
、
三
〇

附
記

本
稿
の
骨
子
は
第
十
二
四
鎌
倉
時
代
語
研
究
集
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
林
芳
規
先
生
に
は
席
上
を
始
め
終
始
お
導
き
い
た
だ
き
、

佐
々
木
峻
先
生
に
は
有
益
な
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
文
化
庁
の
山
本
信
書
課
長
に
は
原
本
閲
覧
に
つ
い
て
格
別
の
御
厚
情
を
賜
っ
た
。
記
し

て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

梅
沢
本
に
見
ら
れ
る
『
栄
花
物
語
』
の
成
立
・
転
写
の
様
相




