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蓬
左
文
庫
蔵
『
源
平
盛
衰
記
』
に
お
け
る
仮
名
の
用
法 

 
 
 
 

―
―
仮
名
の
用
法
か
ら
見
た
語
の
意
識
―
― 

本
間 

啓
朗 

 

 

一
、
は
じ
め
に 

  

仮
名
の
用
法
に
関
し
て
は
、
藤
原
定
家
の
用
法
を
中
心
に
多
く
の
考
察

が
な
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
、
小
松
英
雄
氏
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
「
目
移
り

に
よ
る
ト
バ
シ
や
重
複
を
封
じ
る
た
め
」
に
同
一
音
節
が
隣
接
し
た
際
、

同
一
字
体
の
使
用
を
避
け
る
と
い
う
用
法
や
、
行
頭
や
語
頭
に
お
い
て
特

定
の
字
体
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
の
指
摘
は
（
１
）
、
そ
の
後
の
藤
原
定
家
に
関

す
る
研
究
を
中
心
に
、
仮
名
の
用
法
研
究
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と

は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
（
２
）
。 

 

ま
た
、
仮
名
の
用
法
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
り
、
藤
原
定
家
や
そ
の

周
辺
の
人
物
―
俊
成
や
為
家
―
の
み
を
対
象
に
調
査
を
行
っ
た
だ
け
で
は
、

仮
名
の
用
法
の
全
体
像
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

（
３
）
。
こ
れ
を
承
け
て
、
定
家
以
前
や
室
町
時
代
の
文
献
に
お
け
る
仮
名
の

用
法
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

仮
名
が
語
や
文
節
を
単
位
と
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
ま
で
が
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
定
家
以
外
の
人
物
・
時
代
の
文
献
に
お
け
る
調
査
が

進
展
し
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
範
囲
は
広
く
、
そ
の
作
業
は
膨
大

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
和
歌
や
日
記
、
物
語
と
い
っ
た
所
謂
ジ

ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、
多
く
の
文
献
を
精
査
し
て
い
く
こ
と
が
急
務
で
あ
ろ

う
。 

 

二
、
研
究
の
目
的 

  

本
稿
で
は
、
前
述
し
た
「
定
家
以
外
の
人
物
・
時
代
の
文
献
」
を
調
査

す
る
こ
と
を
目
的
に
、
慶
長
一
六
年
に
玄
菴
三
級
な
る
人
物
に
よ
っ
て
書

写
さ
れ
た
、
蓬
左
文
庫
蔵
『
源
平
盛
衰
記
』（
以
下
、『
盛
衰
記
』
）
を
調
査

対
象
文
献
と
す
る
（
４
）
。
定
家
以
外
の
筆
に
な
る
文
献
の
調
査
に
お
い
て
は
、

歌
集
を
取
り
扱
っ
た
論
考
が
散
見
す
る
が
、
和
歌
が
音
数
律
に
よ
っ
て
語

や
意
味
の
単
位
の
句
切
れ
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
盛
衰
記
』
の
如
き
散
文
で
は
、
仮
名
の
文
字
連
続
を
ど
こ
で
区
切
る
か

を
想
定
す
る
こ
と
が
よ
り
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、



『
盛
衰
記
』
で
は
、
仮
名
の
用
法
に
よ
っ
て
語
や
文
の
句
切
れ
を
示
す
必

要
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、『
盛
衰
記
』
に
は
、

語
や
文
節
と
い
っ
た
意
味
の
句
切
れ
に
お
け
る
字
体
の
使
い
分
け
や
、
小

松
氏
の
指
摘
す
る
行
頭
で
の
変
字
や
隣
接
回
避
な
ど
の
視
覚
的
変
化
を
意

図
し
た
用
法
な
ど
も
見
う
け
ら
れ
、
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
仮

名
の
用
法
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
用
法
が
認
め
ら
れ
た
『
盛
衰
記
』
を
考
察
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
仮
名
の
用
法
の
原
理
に
迫
る
と
共
に
、
書
写
者
乃
至
当

時
の
人
々
の
言
語
が
、
ど
の
よ
う
に
書
記
に
反
映
す
る
か
を
探
っ
て
い
き

た
い
。 

 

な
お
、
本
文
献
に
お
け
る
仮
名
の
用
法
の
考
察
は
、
す
で
に
新
潟
大
学

教
育
人
間
科
学
部
卒
業
生
脇
園
学
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
巻
ご
と

の
仮
名
字
体
表
が
作
成
さ
れ
、
書
写
が
一
人
に
よ
る
も
の
か
な
ど
、
精
緻

な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。 

し
か
し
、
具
体
的
な
用
法
に
つ
い
て
は
全
四
八
巻
中
、
三
巻
分
の
調
査

に
止
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
は
同
氏
の
研
究
の
追
試
さ
ら
に
は
発
展
と
し
て
、

『
盛
衰
記
』
の
仮
名
の
用
法
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
実
は
一
二
巻
分
の
調
査
ま
で
し
か
行
い
得

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
あ
く
ま
で
中
間
ま
と
め
的
な
位
置
付
け
と
な
る

が
、
取
り
扱
っ
た
用
例
数
の
多
さ
か
ら
見
て
、
か
な
り
蓋
然
性
は
高
い
と

考
え
て
い
る
。 

 

三
、
研
究
の
方
法 

 

 

対
象
文
献
の
分
量
が
膨
大
で
あ
る
た
め
、
調
査
対
象
音
節
を
「
オ
」「
カ
」

「
ホ
」
「
ム
」
「
モ
」
「
ヲ
」
「
ン
」
―
音
節
は
片
仮
名
で
表
記
す
る
―
と
す

る
。
選
定
の
基
準
は
字
体
と
字
母
の
種
類
を
数
的
に
勘
案
し
て
選
定
し
た
。 

 

・
字
体
の
種
類 

 
 

 
 

 
 

・
字
母
の
種
類 

一
種
「
ム
」
「
ン
」 

 
 

 
 

 

一
種
「
オ
」
「
ム
」
「
モ
」
「
ン
」 

二
種
「
オ
」
「
ホ
」 

 
 

 
 

 

二
種
「
ホ
」
「
ヲ
」 

三
種
「
カ
」
「
ヲ
」 

 
 

 
 

 

三
種
「
カ
」 

四
種
「
モ
」 

 

殊
に
「
モ
」
は
、
字
母
は
一
種
で
あ
る
が
字
体
は
四
種
と
、
最
も
多
く

の
種
類
が
看
取
さ
れ
た
。
仮
名
の
用
法
の
要
素
が
、
字
母
以
外
に
も
あ
る

こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
調
査
対
象
音
節
と
し
た
。 

こ
れ
ら
の
調
査
対
象
音
節
ご
と
に
、
看
取
さ
れ
る
字
体
を
基
本
字
体
と

補
助
字
体
と
に
選
別
す
る
。
基
本
字
体
と
補
助
字
体
と
い
う
名
称
は
小
松

氏
に
依
拠
し
た
も
の
だ
が
、
機
械
的
に
当
該
音
節
の
中
で
最
も
用
例
数
の

多
い
字
体
を
基
本
字
体
、
そ
れ
以
外
を
補
助
字
体
と
し
た
（
６
）
。 

 

調
査
対
象
字
体
を
基
本
字
体
と
補
助
字
体
と
に
分
類
す
る
と
、
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
な
お
、
筆
者
が
現
行
の
平
仮
名
に
最
も
近
い
と
判
断
し
た

字
体
は
、
現
行
の
平
仮
名
で
表
記
し
た
。
そ
れ
以
外
は
字
母
の
漢
字
で
表

記
し
、
同
字
母
の
字
体
が
複
数
あ
る
場
合
は
用
例
数
の
多
い
順
に
番
号
を

付
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
基
本
字
体
と
補
助
字
体
の
用
法
の
違
い
に
つ
い

て
中
心
に
述
べ
る
た
め
、
字
体
が
一
種
の
「
ム
」「
ン
」
の
考
察
は
省
略
に

従
っ
た
。 



「
オ
」
…
基
本
字
体
「
お
」 

補
助
字
体
「
於
」 

「
カ
」
…
基
本
字
体
「
可
」 

補
助
字
体
「
か
」
「
閑
」 

「
ホ
」
…
基
本
字
体
「
本
」 

補
助
字
体
「
ほ
」 

「
ム
」
…
基
本
字
体
「
む
」 

「
モ
」
…
基
本
字
体
「
毛
①
」
補
助
字
体
「
も
」
「
毛
②
」
「
毛
③
」 

「
ヲ
」
…
基
本
字
体
「
を
」 

補
助
字
体
「
遠
」
「
越
」 

「
ン
」
…
基
本
字
体
「
ん
」 

  

こ
れ
ら
基
本
字
体
と
補
助
字
体
を
使
用
す
る
原
理
に
つ
い
て
、
以
下
語

や
文
節
の
意
識
、
ま
た
視
覚
的
変
化
と
い
っ
た
観
点
か
ら
考
察
し
、
基
本

字
体
と
補
助
字
体
に
ど
の
よ
う
な
用
法
の
相
違
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
。 

 

四
、
語
や
文
節
を
意
識
し
た
用
法 

  

『
盛
衰
記
』
で
は
、
各
字
体
が
「
語
の
中
で
の
位
置
」
―
語
頭
・
語
中
・

語
尾
―
、「
文
節
の
中
で
の
位
置
」
―
文
節
頭
・
文
節
中
・
文
節
末
―
、
に

よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
見
う
け
ら
れ
る
。
何
故
そ
の
よ

う
な
字
体
の
使
い
分
け
が
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
表
記
研
究
の
分
野

に
お
い
て
、
語
や
文
の
始
終
を
示
す
指
標
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ

て
い
る
（
７
）
。
先
ず
は
、
「
語
の
中
で
の
位
置
」
か
ら
見
て
い
く
。 

 

１
．「
語
の
中
で
の
位
置
」
―
語
頭
・
語
中
・
語
尾
― 

 

 

本
文
献
に
お
い
て
も
、
藤
原
定
家
の
表
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
書
写

者
が
語
の
始
終
を
表
記
に
反
映
さ
せ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
書
写
者
が
比
較

的
使
用
し
な
い
字
体
、
つ
ま
り
補
助
字
体
を
語
頭
に
有
標
の
字
体
と
し
て

用
い
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
献
に
看
取
さ
れ
る

補
助
字
体
も
、
同
様
に
語
の
始
ま
り
を
示
す
有
標
の
字
体
と
し
て
用
い
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
対
し
て
、
基
本
字
体
は
そ
う
い
っ
た
有
標
の
効
果

を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
は
、
語
頭
か
ら
考
察
し
て
い
く
。 

 

以
下
に
示
す
〈
表
１
〉
は
、
各
字
体
の
語
頭
に
お
け
る
用
例
数
と
総
用

例
数
で
あ
り
、〈
表
２
〉
は
各
字
体
の
総
用
例
数
に
対
す
る
語
頭
の
使
用
率

で
あ
る
。 

 

〈
表
１
〉
を
見
る
と
、「
モ
」
は
基
本
字
体
「
毛
①
」
に
対
し
て
補
助
字

体
「
も
」「
毛
②
」「
毛
③
」
の
用
例
数
が
上
回
り
、「
ヲ
」
で
は
基
本
字
体

「
を
」
に
対
し
て
補
助
字
体
「
遠
」
の
用
例
数
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
の
補
助
字
体
は
、
語
の
始
ま
り
を
示
す
有
標
の
字
体
と
い
え
よ
う
。

対
し
て
「
オ
」
「
カ
」
「
ホ
」
は
補
助
字
体
「
於
」
「
か
」
「
ほ
」
よ
り
も
、

基
本
字
体
「
お
」
「
可
」
「
本
」
の
方
が
語
頭
で
の
用
例
数
が
多
く
、
補
助

字
体
が
語
の
始
ま
り
を
示
す
有
標
の
字
体
で
あ
っ
た
と
は
判
断
し
難
い
。

ま
た
、「
ヲ
」
の
補
助
字
体
「
越
」
は
語
頭
の
使
用
例
が
一
例
も
な
く
、
何

れ
の
傾
向
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
。 

そ
こ
で
、
問
題
を
整
理
す
る
た
め
に
、
先
ず
「
越
」
に
つ
い
て
考
察
す

語頭 計
お 539 552
於 170 208
可 1887 3901
か 323 387
閑 1 2
本 105 399
ほ 7 23

ム む 159 315
毛① 0 635
も 8 144
毛② 184 323
毛③ 54 85
を 65 105
遠 133 163
越 0 90

ン ん 6 340

表．1

オ

カ

ホ

モ

ヲ

語頭
お 97.6%
於 81.7%
可 48.4%
か 83.5%
閑 50.0%
本 26.3%
ほ 30.4%

ム む 50.5%
毛① 0.0%
も 5.6%
毛② 57.0%
毛③ 63.5%
を 61.9%
遠 81.6%
越 0.0%

ン ん 1.8%

ヲ

表．2

オ

カ

ホ

モ



る
。
「
越
」
が
使
用
さ
れ
る
語
は
、
「
な
を
（
猶
）
」
「
た
を
す
（
倒
）
」
「
た

を
る
（
倒
）
」
「
と
を
す
（
通
）
」
「
と
を
る
（
通
）
」
「
な
を
す
（
直
）
」
「
な

を
し
（
直
衣
）
」「
な
を
さ
り
」「
い
と
を
し
」「
い
き
と
を
り
」
な
ど
、「
越
」

の
上
に
「
た
」
「
と
」
「
な
」
何
れ
か
の
仮
名
が
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
単
に
運
筆
の
問
題
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。 

し
か
し
、
単
に
筆
運
び
と
い
う
自
然
な
要
因
な
ら
ば
、
上
か
ら
も
書
き

や
す
く
、
下
へ
も
書
き
や
す
い
汎
用
性
の
高
い
字
体
を
、
音
節
ご
と
に
一

種
選
択
す
れ
ば
事
足
り
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
字
体
は
数
種
用
い
ら
れ

て
い
て
、
そ
の
内
の
一
種
が
こ
れ
ら
の
語
群
に
全
一
〇
四
例
中
九
三
例
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
定
の
語
群
に
多
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

書
写
者
或
い
は
当
該
社
会
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
語
群
を
表
記

す
る
際
「
越
」
を
用
い
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

筆
者
は
、「
越
」
の
よ
う
に
特
定
の
語
に
特
定
の
字
体
が
当
る
事
象
を
、
以

下
「
字
体
の
固
定
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。「
越
」
は
特
定
の
語
に
多
用

さ
れ
る
字
体
で
あ
る
。
故
に
、
語
頭
で
の
使
用
は
な
く
、
一
概
に
他
の
補

助
字
体
と
は
同
じ
括
り
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

「
越
」
と
い
う
例
外
を
整
理
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
改
め
て
他
の
字
体
の

語
頭
に
お
け
る
使
用
に
つ
い
て
見
て
い
く
。「
オ
」「
カ
」「
ホ
」
に
お
い
て

は
、
基
本
字
体
が
語
頭
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
数
だ
け
み
れ
ば
補

助
字
体
「
於
」
「
か
」
「
ほ
」
は
、
語
の
始
ま
り
を
示
す
有
標
の
字
体
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
、〈
表
２
〉
を
見
る
と
、「
カ
」「
ホ
」
の
語
頭
に
お
け
る
使
用
率

は
、
基
本
字
体
「
可
」
「
本
」
よ
り
も
補
助
字
体
「
か
」
「
ほ
」
の
方
が
高

い
。
語
頭
と
い
う
条
件
下
で
ど
の
字
体
が
多
用
さ
れ
る
か
と
い
う
見
方
を

す
れ
ば
、「
可
」
が
語
頭
で
多
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

が
、
書
写
者
が
各
字
体
を
い
か
な
る
条
件
下
に
選
択
し
た
か
と
い
う
見
方

を
す
れ
ば
、「
か
」
の
方
が
語
頭
で
使
用
す
る
意
識
が
高
か
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
、「
可
」
の
使
用
率
が
非
語
頭
に
五
一
・
六
％
割
か
れ
る
に
対
し
、「
か
」

の
非
語
頭
に
割
か
れ
る
使
用
率
が
一
六
・
五
％
し
か
な
い
こ
と
を
勘
案
す

れ
ば
、
書
写
者
は
「
か
」
を
語
頭
に
使
用
す
る
意
識
が
高
か
っ
た
と
い
え

よ
う
。 

し
た
が
っ
て
、
補
助
字
体
が
語
の
始
ま
り
を
示
す
有
標
の
字
体
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
は
、「
ホ
」
に
お
い
て
も
同
様

の
説
明
が
で
き
る
。 

 

残
る
は
「
オ
」
で
あ
る
が
、
先
ず
「
オ
」
は
歴
史
的
仮
名
遣
に
お
い
て

は
、
語
尾
に
立
つ
こ
と
が
な
い
た
め
、
語
尾
の
用
例
が
看
取
さ
れ
な
い
こ

と
は
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
で
語
中
と
判
断
し
た

用
例
は
、
「
お
」
「
於
」
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
殆
ど
が
「
う
ち
お
と
す
」
や

「
名
残
お
し
」
な
ど
の
接
頭
語
＋
動
詞
や
、
名
詞
＋
動
詞
な
ど
の
複
合
語

で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
一
語
で
は
な
く
二
語
と
考
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

語
中
の
用
例
は
大
半
が
語
頭
の
用
例
へ
と
移
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、「
お
」
と
「
於
」
が
用
い
ら
れ
る
条
件
が
、
語
頭
と
い
う
条
件
で
重
な

り
合
う
以
上
、
基
本
字
体
が
語
頭
で
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。 

と
は
い
え
、「
於
」
の
み
他
の
補
助
字
体
と
同
様
の
説
明
が
で
き
な
い
こ

と
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
こ
こ
で
、「
於
」
が
語
の
始
ま
り
を
示
す
有

標
の
字
体
で
あ
る
か
否
か
を
検
証
す
る
た
め
に
、「
オ
」
に
お
け
る
語
中
の

確
例
と
想
定
さ
れ
る
「
い
と
お
し
」
「
い
と
お
し
ミ
」
「
御
い
と
お
し
ミ
」



―
総
じ
て
、
以
下
「
い
と
お
し
」
系
の
語
―
を
採
り
上
げ
る
。
用
例
の
内

訳
は
「
い
と
お
し
」
が
「
お
」
一
例
、「
於
」
一
三
例
「
い
と
お
し
ミ
」
が

「
於
」
三
例
、
「
御
い
と
お
し
ミ
」
が
「
於
」
一
例
と
な
る
。
「
於
」
が
多

用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
い
と
お
し
」
系
の
語
は
、
前
述
し
た
「
越
」
が
使

用
さ
れ
る
語
群
の
如
く
「
字
体
の
固
定
化
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

仮
名
と
漢
字
表
記
と
の
関
連
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

「
い
と
お
し
」
は
、
中
世
以
後
『
今
昔
物
語
集
』
に
頻
出
す
る
よ
う
に

「
糸
惜
」
と
漢
字
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、『
盛
衰
記
』
に
お
い
て
も
「
い

と
お
し
」
は
「
糸
お
し
」「
糸
惜
」
と
表
記
さ
れ
る
用
例
が
一
例
ず
つ
看
取

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
基
づ
け
ば
、
漢
字
に
還
元
し
た
際
の
語
の
分

割
部
分
を
考
え
、「
い
と
」
と
「
お
し
」
に
分
け
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
於
」
も
語
の
始

ま
り
を
示
す
有
標
の
字
体
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
述
べ
た
こ

と
が
ら
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
面
、「
オ
」
が
語
中
や

語
尾
に
立
つ
語
に
つ
い
て
は
、
他
の
音
節
に
比
べ
て
寡
少
で
あ
る
こ
と
に

起
因
す
る
例
外
的
な
も
の
と
見
な
し
て
お
く
。 

 

一
部
例
外
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
語
頭
に
お
け
る
補
助
字
体
は
語
の
始

ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
基
本
字
体
も
語
頭
に

多
用
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
補
助
字
体
と
の
相
違
が
顕
著
な
の
は
語
尾

で
の
使
用
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
基
本
字
体
の
性
質
を
示
す
た
め
に
語
尾

の
考
察
へ
と
移
り
た
い
と
思
う
。 

 

以
下
に
示
す
〈
表
３
〉
は
、
各
字
体
の
語
尾
に
お
け
る
用
例
数
と
総
用

例
数
で
あ
り
、〈
表
４
〉
は
各
字
体
の
総
用
例
数
に
対
す
る
語
尾
の
使
用
率

で
あ
る
。 

 
 

 

語
尾
で
は
、
基
本
字
体
が
多
用
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
を
示
す
。
〈
表
３
〉

を
見
れ
ば
基
本
字
体
「
可
」
「
本
」
「
毛
①
」
が
補
助
字
体
よ
り
圧
倒
的
に

多
く
用
い
ら
れ
、
「
越
」
を
「
字
体
の
固
定
化
」
で
見
れ
ば
、
「
を
」
も
僅

差
で
あ
る
が
補
助
字
体
よ
り
多
用
さ
れ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、〈
表
４
〉
を
見
る
と
、「
可
」
が
一
七
・
八
％
に
対
し
「
か
」
二
・

三
％
「
閑
」
〇
％
、
「
本
」
三
・
八
％
に
対
し
「
ほ
」
〇
％
、
「
毛
①
」
九

七
・
二
％
に
対
し
「
も
」
八
〇
・
六
％
「
毛
②
」
一
六
・
四
％
「
毛
③
」

一
六
・
五
％
、「
を
」
三
・
八
％
に
対
し
「
遠
」
一
・
二
％
の
如
く
基
本
字

体
が
補
助
字
体
よ
り
も
高
い
使
用
率
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
字
体

は
語
尾
で
多
用
さ
れ
る
傾
向
を
示
す
わ
け
だ
が
、「
可
」「
本
」「
を
」
は
先

に
見
た
よ
う
に
語
頭
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
字
体
で
あ
る
た
め
、
語
頭

に
お
け
る
補
助
字
体
の
如
く
有
標
の
字
体
と
は
い
い
難
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
唯
一
「
毛
①
」
は
、
語
頭
で
全
く
用
い
ら
れ
ず
、
語

尾
で
多
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
語
尾
を
示
す
有
標
の
機
能
を
持
つ
と
考
え

ら
れ
る
。 

で
は
、
何
故
「
毛
①
」
に
は
語
尾
を
示
す
有
標
の
機
能
が
あ
り
、
他
の

基
本
字
体
に
は
そ
れ
が
無
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

後
述
の
「
文
節
の
中
で
の
位
置
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
。 

 

語尾 計
お 0 552
於 0 208
可 696 3901
か 9 387
閑 0 2
本 15 399
ほ 0 23

ム む 96 315
毛① 617 635
も 116 144
毛② 53 323
毛③ 14 85
を 4 105
遠 2 163
越 44 90

ン ん 258 340

表．3

オ

カ

ホ

モ

ヲ

語尾
お 0.0%
於 0.0%
可 17.8%
か 2.3%
閑 0.0%
本 3.8%
ほ 0.0%

ム む 30.5%
毛① 97.2%
も 80.6%
毛② 16.4%
毛③ 16.5%
を 3.8%
遠 1.2%
越 48.9%

ン ん 75.9%

表．4

オ

カ

ホ

モ

ヲ



 
以
下
に
示
す
〈
表
５
〉
は
、
各
字
体
の
語
中
に
お
け
る
用
例
数
と
総
用

例
数
で
あ
り
、〈
表
６
〉
は
各
字
体
の
総
用
例
数
に
対
す
る
語
中
の
使
用
率

で
あ
る
。 

 

 
 

 

語
中
で
は
、
音
節
ご
と
に
多
用
さ
れ
る
字
体
が
基
本
字
体
か
補
助
字
体

か
で
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
語
頭
で
の
考
察
同
様
、
使
用
率
を
中
心
に
見

て
い
く
。 

基
本
字
体
が
多
用
さ
れ
る
場
合
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。「
カ
」
で
は
「
可
」

三
三
・
八
％
に
対
し
「
か
」
一
四
・
二
％
「
閑
」
五
〇
％
と
な
る
が
、「
閑
」

は
僅
か
二
例
中
で
の
一
例
で
あ
る
た
め
、
基
本
字
体
「
可
」
が
多
用
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
。「
ホ
」
で
は
「
本
」
六
九
・
九
％
に
対
し
「
ほ
」
六
九
・

六
％
と
僅
差
で
あ
る
が
、「
ほ
」
の
語
中
の
用
例
中
五
例
は
、
行
頭
の
使
用

で
あ
る
―
補
助
字
体
は
行
頭
で
多
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
―
た
め
、
こ
れ

ら
を
行
頭
と
し
て
判
断
し
除
外
す
る
と
、
「
ほ
」
の
語
中
の
使
用
率
は
四

七
・
八
％
と
い
う
こ
と
に
な
り
「
本
」
が
語
中
で
多
用
さ
れ
る
と
い
え
る
。

「
ヲ
」
で
は
「
を
」
三
四
・
三
％
に
対
し
、「
遠
」
一
七
・
二
％
「
越
」
五

一
・
一
％
で
あ
る
が
、
「
越
」
は
語
頭
・
語
尾
の
考
察
の
如
く
、
「
字
体
の

固
定
化
」
で
見
れ
ば
「
を
」
が
多
用
さ
れ
る
と
い
え
る
。 

補
助
字
体
が
多
用
さ
れ
る
音
節
は
「
オ
」
「
モ
」
で
あ
る
が
、
「
オ
」
に

つ
い
て
は
抑
も
語
中
の
用
例
が
あ
る
か
判
断
し
難
い
。「
モ
」
で
は
「
毛
①
」

二
・
八
％
に
対
し
、「
も
」
一
三
・
九
％
「
毛
②
」
が
二
六
・
六
％
「
毛
③
」

二
〇
％
で
あ
る
た
め
補
助
字
体
「
毛
②
」
「
毛
③
」
「
も
」
が
多
用
さ
れ
る

と
い
え
よ
う
。
殊
に
語
中
で
の
使
用
が
顕
著
な
字
体
は
用
例
数
・
使
用
率

か
ら
見
て
「
毛
②
」
で
あ
る
。
何
故
、「
毛
②
」
は
別
段
有
標
が
必
要
な
い

と
考
え
ら
れ
る
語
中
に
多
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
字
形
と
い
う
観
点
か
ら
要
因
を
探
っ
て
い
き
た
い
。「
モ
」
の
字
形
の

う
ち
語
中
で
最
も
多
く
使
用
さ
れ
る
「
毛
②
」
と
「
も
」
は
類
似
す
る
。

対
し
て
「
毛
①
」
と
類
似
す
る
字
形
は
「
毛
③
」
で
あ
る
。「
モ
」
の
字
形

は
、 

 

「
毛
①
」

「
も
」

「
毛
②
」

「
毛
③
」

 

 

の
如
く
で
あ
る
（
８
）
。 

 

こ
れ
ら
の
字
形
の
運
筆
を
考
察
す
る
と
、「
も
」
と
「
毛
②
」
が
筆
を
上

か
ら
下
へ
と
滑
ら
か
に
カ
ー
ヴ
し
な
が
ら
降
ろ
し
て
い
き
、
一
旦
上
へ
と

反
し
た
後
左
下
へ
と
払
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
上
か

ら
下
へ
と
書
き
続
け
や
す
い
と
い
う
実
用
的
な
要
因
に
よ
っ
て
、
語
中
で

使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
越
」
に
つ
い
て
は
、
語
中
で
の
「
越
」

を
使
用
す
る
要
因
を
、
運
筆
の
問
題
で
は
な
く
「
字
体
の
固
定
化
」
と
し

た
が
、
こ
こ
で
は
上
下
に
書
か
れ
る
文
字
に
特
定
の
規
則
性
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
た
め
、
当
面
運
筆
の
問
題
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
た
の
も

し
」
と
い
う
語
は
、
本
文
中
二
一
例
看
取
さ
れ
、
用
い
ら
れ
る
字
体
は
総

語中 計
お 13 552
於 38 208
可 1318 3901
か 55 387
閑 1 2
本 279 399
ほ 16 23

ム む 60 315
毛① 18 635
も 20 144
毛② 86 323
毛③ 17 85
を 36 105
遠 28 163
越 46 90

ン ん 76 340

表．5

オ

カ

ホ

モ

ヲ

語中
お 2.4%
於 18.3%
可 33.8%
か 14.2%
閑 50.0%
本 69.9%
ほ 69.6%

ム む 19.0%
毛① 2.8%
も 13.9%
毛② 26.6%
毛③ 20.0%
を 34.3%
遠 17.2%
越 51.1%

ン ん 22.4%

オ

カ

ホ

表．6

モ

ヲ



て
「
毛
②
」
で
あ
り
、
他
の
音
節
部
分
も
字
体
に
揺
れ
が
な
い
た
め
、「
字

体
の
固
定
化
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
字
体
の
固
定
化
」
と
は
、
こ
う
い
っ

た
自
然
な
要
因
に
、
端
を
発
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
こ
ま
で
「
語
の
中
で
の
位
置
」
を
観
点
と
し
て
考
察
し
て
き
た
が
、

補
助
字
体
が
語
の
始
ま
り
を
示
す
有
標
の
字
体
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
に
未
だ
止
ま
り
、『
盛
衰
記
』
に
お
け
る
仮
名
の
用
法
の
原
理
に
は
迫

れ
て
は
い
な
い
。 

 

よ
っ
て
、
語
尾
の
考
察
に
お
い
て
保
留
し
た
「
基
本
字
体
は
有
標
の
機

能
を
持
ち
得
る
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
「
文
節
の
中
で
の
位
置
」
と
い

う
観
点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。 

  
 

２
．「
文
節
の
中
で
の
位
置
」
―
文
節
頭
・
文
節
中
・
文
節
末
― 

 

『
源
平
盛
衰
記
』
に
お
い
て
は
、
語
だ
け
で
は
な
く
、
橋
本
進
吉
氏
の

い
う
、
文
節
の
句
切
れ
で
字
体
を
使
い
分
け
る
場
合
が
あ
る
。 

な
お
、
こ
こ
で
い
う
文
節
頭
と
は
、
文
節
頭
に
お
け
る
語
頭
音
節
で
あ

り
、
文
節
末
は
文
節
末
に
お
け
る
最
終
音
節
、
文
節
中
は
そ
れ
以
外
の
音

節
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

以
下
に
示
す
〈
表
７
〉
は
、
各
字
体
の
文
節
頭
・
文
節
中
・
文
節
末
ご

と
の
用
例
数
と
総
用
例
数
で
あ
り
、〈
表
８
〉
は
各
字
体
の
総
用
例
数
に
対

す
る
文
節
頭
・
文
節
中
・
文
節
末
に
お
け
る
使
用
率
で
あ
る
。 

 

 
 

  

文
節
頭
の
用
例
数
は
語
頭
の
用
例
数
と
同
数
に
な
る
た
め
、
そ
の
使
用

の
傾
向
や
要
因
は
、
語
頭
で
使
用
さ
れ
た
よ
う
に
語
の
始
ま
り
の
指
標
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
節
中
の
用
例
数
は
語
中
の
用
例
数
と
多
少
の
変

動
が
見
う
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
助
詞
や
助
動
詞
が
文
節
中
で
使
用
さ
れ

た
用
例
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
用
例
数
の
変
動
は
小
異
で
あ
る
。 

 

注
目
す
べ
き
は
、
文
節
末
で
あ
る
。〈
表
７
〉
に
示
さ
れ
る
基
本
字
体
に

お
け
る
文
節
末
の
用
例
数
と
、
補
助
字
体
に
お
け
る
文
節
末
の
用
例
数
に

懸
隔
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、〈
表
８
〉
に
示
さ
れ
る
如
く
「
可
」
三
一
・
五
％

に
対
し
「
か
」
○
・
三
％
「
閑
」
〇
％
、
「
本
」
〇
・
八
％
に
対
し
「
ほ
」

〇
％
、「
毛
①
」
九
七
・
八
％
に
対
し
「
も
」
九
四
・
七
％
「
毛
②
」
二
〇
・

三
％
「
毛
③
」
五
六
％
、「
を
」
八
九
・
五
％
に
対
し
「
遠
」
七
一
・
三
％

「
越
」
六
四
％
と
、
い
ず
れ
の
音
節
も
基
本
字
体
が
最
も
高
い
使
用
率
を

示
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
文
節
末
に
は
基
本
字
体
が
多
用
さ
れ
る
こ
と

が
示
さ
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
基
本
字
体
が
文
節
の
終
わ
り
を
示
す
字
体
と
位
置
づ
け

文節頭 文節中 文節末 計
お 539 13 0 552
於 170 38 0 208
可 1887 1170 1404 4461
か 323 64 1 388
閑 1 1 0 2
本 106 291 3 400
ほ 8 16 0 24

ム む 159 112 71 342
毛① 0 37 1636 1673
も 8 42 899 949
毛② 184 158 87 429
毛③ 54 20 94 168
を 65 316 3243 3624
遠 133 93 561 787
越 0 63 112 175

ン ん 0 530 362 892

表．7

オ

カ

ホ

モ

ヲ

文節頭 文節中 文節末 計
お 97.6% 2.4% 0.0% 100.0%
於 81.7% 18.3% 0.0% 100.0%
可 42.3% 26.2% 31.5% 100.0%
か 83.2% 16.5% 0.3% 100.0%
閑 50.0% 50.0% 0.0% 100.0%
本 26.5% 72.8% 0.8% 100.0%
ほ 33.3% 66.7% 0.0% 100.0%

ム む 46.5% 32.7% 20.8% 100.0%
毛① 0.0% 2.2% 97.8% 100.0%
も 0.8% 4.4% 94.7% 100.0%
毛② 42.9% 36.8% 20.3% 100.0%
毛③ 32.1% 11.9% 56.0% 100.0%
を 1.8% 8.7% 89.5% 100.0%
遠 16.9% 11.8% 71.3% 100.0%
越 0.0% 36.0% 64.0% 100.0%

ン ん 0.0% 59.4% 40.6% 100.0%

表．8

オ

カ

ホ

モ

ヲ



る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
基
本
字
体
も
文
節
の
終
わ
り
を
示
す
有
標
の

字
体
と
い
え
よ
う
。 

 

こ
う
し
て
語
と
文
節
と
い
う
観
点
を
併
せ
て
見
る
と
、『
盛
衰
記
』
に
お

い
て
も
、
藤
原
定
家
の
表
記
に
指
摘
さ
れ
た
如
き
、
語
や
文
節
に
よ
っ
て

字
体
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
語
や
文
節
に
お
け
る
字
体
の
使
い
分
け

に
基
づ
い
て
、
あ
る
語
群
に
つ
い
て
書
写
者
の
言
語
感
覚
を
再
現
す
る
こ

と
を
試
み
る
。
そ
れ
は
現
今
の
辞
書
類
で
は
一
語
と
み
な
さ
れ
る
「
と
も

か
く
も
」
系
の
語
群
で
あ
る
。
こ
の
語
群
は
、
例
え
ば 

○
て
と
「
毛
①
」「
か
」
く
も
あ
り
大
中
納
言
に
成ナ

リ

た
り
と
も
た
ヽ
夢
な
る
へ
し
と 

（
『
盛
衰
記
』
巻
一
二
・
二
八
丁
表
・
4
行
目
） 

 

の
如
く
表
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
採
り
上
げ
る
「
と
も
か
く
も
」
系
の
語
は
、

本
文
献
中
「
左
右
も
」
「
左
も
右
も
」
「
左
に
も
右
に
も
」
「
と
も
か
う
も
」

「
と
て
も
か
く
て
も
」「
と
に
も
か
く
て
も
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、
観
点
を

仮
名
に
絞
っ
て
い
る
の
で
漢
字
表
記
を
含
む
も
の
は
除
外
す
る
。 

 

こ
の
「
と
も
か
く
も
」
系
の
語
に
お
い
て
、「
モ
」
は
語
中
と
語
尾
に
あ

る
わ
け
だ
が
、
語
中
の
「
モ
」
で
用
い
ら
れ
る
字
体
は
、
一
六
例
中
「
毛

①
」
が
一
三
例
、「
も
」
が
三
例
、「
毛
②
」
が
一
例
で
あ
る
。「
毛
①
」
は

語
尾
や
文
節
末
に
多
用
さ
れ
る
字
体
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
と
も
か
く
も
」

の
「
カ
」
は
、
一
六
例
中
、
「
か
」
が
一
一
例
「
可
」
が
五
例
で
あ
っ
た
。

「
か
」
は
語
頭
に
多
用
さ
れ
る
字
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
尾
や
文
節
末

に
多
用
さ
れ
る
字
体
に
語
頭
で
多
用
さ
れ
る
字
体
が
連
続
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
書
写
者
が
「
と
も
」
と
「
か
く
も
」
の
間
に
意
味
の
句
切
れ
を
意

識
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
字
体
の
傾
向
は
、
そ
の
語
が
一
語
と
考
え
ら
れ
て
い
た

か
否
か
を
検
証
す
る
、
一
つ
の
指
標
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

五
、
視
覚
的
変
化
を
意
図
し
た
用
法 

  

本
文
献
に
は
藤
原
定
家
の
表
記
に
お
い
て
小
松
氏
が
指
摘
す
る
行
頭
や

隣
接
回
避
と
い
っ
た
事
象
が
み
ら
れ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は

本
稿
に
お
い
て
避
板
法
と
呼
称
す
る
視
覚
的
変
化
を
意
図
し
た
用
法
に
つ

い
て
触
れ
て
い
く
。 

  
 
 

避
板
法 

 

避
板
法
と
は
、
本
来
文
章
の
中
で
同
じ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
言
葉
を
使
い
分

け
、
同
じ
言
葉
を
多
用
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
を
指
す
が
、
本
稿
に
お

い
て
は
、
同
じ
字
体
の
使
用
を
避
け
る
こ
と
を
避
板
法
と
呼
称
す
る
。
避

板
法
の
定
義
は
、
一
行
中
に
お
い
て
同
一
音
節
で
何
文
字
か
を
挟
ん
で
あ

る
際
に
、
上
の
字
体
と
同
じ
字
体
に
な
る
こ
と
を
避
け
て
、
下
の
字
体
を

変
え
る
こ
と
で
あ
る
。 

な
お
、
避
板
法
で
挟
ま
れ
る
文
字
数
の
範
囲
を
、
同
一
音
節
で
五
文
字

以
内
の
字
数
を
挟
ん
だ
際
と
仮
に
定
義
す
る
が
、
今
後
調
査
を
進
め
て
い

く
中
で
、
字
数
の
増
減
も
あ
り
得
る
。
ま
た
、
こ
の
定
義
の
条
件
下
に
お

い
て
字
体
を
変
え
な
い
こ
と
を
非
避
板
法
と
呼
称
す
る
。 



避板法 非避板法 計
お 1 3 4
於 0 0 0
可 24 41 65
か 43 0 43
閑 0 0 0
本 3 0 3
ほ 5 0 5
毛① 58 35 93
も 88 17 105
毛② 16 3 19
毛③ 13 0 13
を 28 92 120
遠 45 3 48
越 13 0 13

表.9

オ

カ

ホ

モ

ヲ

避板法 非避板法 計
お 25.0% 75.0% 100.0%
於
可 36.9% 63.1% 100.0%
か 100.0% 0.0% 100.0%
閑
本 100.0% 0.0% 100.0%
ほ 100.0% 0.0% 100.0%
毛① 62.4% 37.6% 100.0%
も 83.8% 16.2% 100.0%
毛② 84.2% 15.8% 100.0%
毛③ 100.0% 0.0% 100.0%
を 23.3% 76.7% 100.0%
遠 93.8% 6.3% 100.0%
越 100.0% 0.0% 100.0%

表.10

オ

カ

ホ

モ

ヲ

具
体
的
に
は
、 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
『
盛
衰
記
』
巻
一
一
・
二
十
五
丁
裏
・
９
行
目
～
10
行
目
） 

 

傍
線
を
付
し
た
部
分
が
「
を
」「
遠
」「
越
」「
遠
」
で
あ
る
如
く
、
上
に
書

か
れ
た
字
体
と
の
同
一
字
体
の
使
用
を
避
け
、
字
体
を
変
え
る
こ
と
を
い

う
。 

 

以
下
の
表
は
、
各
字
体
の
避
板
法
・
非
避
板
法
の
用
例
数
と
使
用
率
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

        

「
オ
」
に
関
し
て
は
、「
於
」
に
お
い
て
未
だ
避
板
法
の
条
件
下
で
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
や
、「
お
」
の
用
例
も
一
例
し
か
看
取
さ
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
同
様
に
「
閑
」
も
考
察
の
対

象
か
ら
除
外
す
る
。 

避
板
法
に
お
い
て
〈
表
９
〉
で
は
、
補
助
字
体
の
用
例
数
が
基
本
字
体

の
用
例
数
を
上
回
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
ま
た
〈
表
10
〉
で
は
、
基
本

字
体
「
可
」
三
六
・
九
％
に
対
し
補
助
字
体
「
か
」
一
〇
〇
％
、
基
本
字

体
「
本
」
一
〇
〇
％
に
対
し
補
助
字
体
「
ほ
」
一
〇
〇
％
、
基
本
字
体
「
毛

①
」
六
二
・
四
％
に
対
し
補
助
字
体
「
も
」
八
三
・
八
％
「
毛
②
」
八
四
・

二
％
「
毛
③
」
一
〇
〇
％
、
基
本
字
体
「
を
」
二
三
・
三
％
に
対
し
補
助

字
体
「
遠
」
九
三
・
八
％
「
越
」
一
〇
〇
％
と
い
う
数
値
を
示
す
。
「
ホ
」

に
お
い
て
は
、「
本
」「
ほ
」
ど
ち
ら
も
一
〇
〇
％
だ
が
、「
ほ
」
の
用
例
数

が
多
い
こ
と
か
ら
、
補
助
字
体
「
ほ
」
の
方
が
避
板
法
に
多
く
用
い
ら
れ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
避
板
法
に
は
補
助
字
体
が
多
用
さ
れ
る
と
い

え
よ
う
。
や
は
り
、
視
覚
的
変
化
を
与
え
る
た
め
に
は
、
補
助
字
体
の
使

用
が
効
果
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
こ
で
「
越
」
に
つ
い
て
再
度
触
れ
る
が
、「
越
」
の
避
板
法
一
三
例
中

七
例
は
「
字
体
の
固
定
化
」
と
判
断
さ
れ
る
用
例
で
あ
り
、
避
板
法
の
用

例
と
は
い
い
難
い
。
し
か
し
、
残
り
六
例
は
格
助
詞
「
ヲ
」
の
用
例
で
あ

り
、
格
助
詞
「
ヲ
」
に
多
く
用
い
ら
れ
る
字
体
は
「
を
」
で
あ
る
た
め
、

こ
れ
は
避
板
法
の
用
例
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
越
」
に
お
け
る
避
板

法
の
使
用
率
は
変
動
し
な
い
。 

こ
う
し
て
、『
盛
衰
記
』
に
お
い
て
は
避
板
法
と
い
う
用
法
が
あ
り
、
補
助

字
体
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
で
は
、
避
板
法
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
、
本
文
献
が
書

写
さ
れ
る
際
や
読
み
手
を
意
識
し
て
用
い
た
な
ら
ば
、
先
に
挙
げ
た
用
例

「
不
出
月
を
得
て
月
を
不
出
日
を
え
て
日
を
不
出
不
得
ハ
時
は
／
か
り
と



見
え
た
り
其
中
に
此
ハ
日
を
得
て
日
を
不
出
と
候
へ
ハ
遠
ハ
」
―
ル
ビ
と

返
点
は
省
略
に
従
っ
た
―
の
如
く
、
同
一
の
文
字
が
連
続
す
る
場
合
、
同

一
字
体
を
単
調
に
用
い
る
よ
り
も
誤
写
を
防
ぐ
効
果
は
高
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
書
写
に
お
い
て
底
本
と
白
紙
に
目
を
往
復
さ
せ
る
の
に
対

し
、
読
む
際
に
は
上
か
ら
下
へ
と
目
を
移
し
て
い
く
の
み
で
あ
る
か
ら
、

「
目
移
り
に
よ
る
飛
ば
し
」
を
防
ぐ
も
の
で
あ
る
か
は
慎
重
に
判
断
す
る

べ
き
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、
美
的
な
観
点
に
よ
る
も
の
と
見
る
の
が
穏
当

で
あ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、『
盛
衰
記
』
の
書
写
者
、
玄
菴
三
級
が
同
一
字

体
の
使
用
を
避
け
る
こ
と
を
か
な
り
意
識
し
て
い
た
こ
と
の
裏
付
け
と
は 

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

と
こ
ろ
で
、
今
野
真
二
氏
は
、
同
様
の
用
法
が
嘉
禄
二
年
本
『
古
今
和

歌
集
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
９
）
。
そ
れ
は
、
次
の

例
の
如
く
で
あ
る
。 

 

○
神
か
き
「
乃
」
み
む
ろ
「
能
」
山
「
の
」
さ
か
き
は
ヽ
神
の
み
ま
へ
に

し
け
り
あ
ひ
／
に
け
り 

（
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
二
十
・
大
歌
所
御
歌
・
一
〇
七
四
） 

 

こ
こ
で
は
、「
ノ
」
が
「
乃
」「
能
」「
の
」
と
複
数
の
字
体
を
用
い
て
お

り
、
本
稿
で
述
べ
た
避
板
法
と
酷
似
す
る
事
象
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

今
野
氏
が
挙
げ
る
用
例
は
こ
の
一
例
の
み
で
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て

こ
の
よ
う
な
用
法
が
多
く
見
ら
れ
る
か
否
か
は
定
か
で
な
い
。
そ
う
は
い

っ
て
も
、
こ
の
用
例
は
、『
盛
衰
記
』
が
書
写
さ
れ
た
慶
長
一
六
年
よ
り
ず

っ
と
以
前
か
ら
、
避
板
法
の
如
き
用
法
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
避
板
法
の
よ
う
な
用
法
が
広
く
行
わ
れ
た
も
の

だ
と
し
て
、
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
他

時
代
の
文
献
を
調
査
す
る
必
要
性
を
痛
感
す
る
。 

 

六
、
ま
と
め 

  

本
稿
で
は
、
「
語
の
中
で
の
位
置
」
「
文
節
の
中
で
の
位
置
」
に
関
わ
る

観
点
と
、
避
板
法
と
い
う
視
覚
的
変
化
を
意
図
す
る
用
法
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
。
語
や
文
節
と
い
う
観
点
で
は
、
基
本
字
体
と
補
助
字
体
の
傾
向

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
、
書
写
者
或
い
は
当
該
社
会
の

人
々
の
言
語
感
覚
を
再
現
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
し
得
た
か
と
思
う
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
仮
名
に
お
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

避
板
法
の
如
き
用
法
を
採
り
上
げ
て
み
た
も
の
の
、
そ
れ
が
文
章
を
書
記

す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
解
明
す

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
今
後
も
、
本
文
献
の
調
査
を
進
め
る
と
共
に
、

他
文
献
に
お
け
る
仮
名
の
用
法
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
原
理
に
迫
っ

て
い
き
た
い
。 

 

注 （
１
）
こ
の
指
摘
は
、
小
松
英
雄
著
『
日
本
語
書
記
史
原
論
』
補
訂
版
・
新
装
版

（
二
〇
〇
六
年
、
笠
間
書
院
）
に
詳
述
さ
れ
る
。 

（
２
）
加
藤
良
徳
「
藤
原
定
家
の
仮
名
用
法
」
（
『
國
語
と
國
文
學
』
第
七
六
巻
第

七
号
、
一
九
九
九
年
）、
今
野
真
二
「
定
家
以
前
―
藤
末
鎌
初
の
仮
名
文
献

の
表
記
に
つ
い
て
―
」（
『
国
語
学
』
第
五
二
巻
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）
、
伊



坂
淳
一
「
仮
名
文
の
表
記
原
理
へ
の
軌
跡
」（『
千
葉
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

第
五
三
巻
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
が
、
小
松
氏
の
指
摘
を
承
け
て
い
る
。

ま
た
、
注
（
７
）
論
も
同
様
で
あ
る
。 

（
３
）
こ
の
指
摘
は
、
今
野
真
二
注
（
２
）
論
に
詳
述
さ
れ
る
。 

（
４
）
テ
ク
ス
ト
は
『
源
平
盛
衰
記
』
（
一
九
七
三
～
一
九
七
四
年
、
汲
古
書
院
）

を
使
用
し
た
。
本
稿
に
掲
げ
た
影
印
本
文
は
、
総
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
依

っ
た
。
こ
れ
に
は
、
渥
美
か
を
る
氏
に
よ
る
詳
細
な
解
題
が
あ
る
。
書
写

者
・
書
写
年
時
に
つ
い
て
は
、
こ
の
解
題
に
依
っ
た
。 

（
５
）
脇
園
学
「
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
『
源
平
盛
衰
記
』
に
お
け
る
仮
名
の
用

法
に
つ
い
て
の
研
究
」（
新
潟
大
学
教
育
人
間
科
学
部
、
平
成
二
二
年
度
卒

業
論
文
） 

（
６
）
小
松
氏
の
基
本
字
体
・
補
助
字
体
の
定
義
は
、
注
（
１
）
書
に
よ
れ
ば
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

基
本
字
体
…
特
別
の
制
約
が
加
わ
ら
な
い
場
合
に
使
用
さ
れ
る
字
体
。 

現
行
の
平
仮
名
と
類
似
し
、
あ
る
い
は
一
致
す
る
も
の
も 

多
い
。 

補
助
字
体
…
同
一
字
体
の
隣
接
を
避
け
た
り
、
語
頭
で
使
用
さ
れ
た
り
、

あ
る
い
は
、
一
つ
の
語
が
行
末
／
行
頭
に
別
れ
る
場
合
に

ハ
イ
フ
ン
と
同
じ
機
能
で
行
頭
に
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
視

覚
的
変
化
を
与
え
る
目
的
で
使
用
さ
れ
る
字
体
。
基
本
字

体
と
の
差
異
を
き
わ
立
た
せ
る
た
め
に
、
別
字
源
で
、
行

書
体
、
な
い
し
、
そ
れ
に
近
い
書
体
の
も
の
が
多
い
。
条

件
に
よ
っ
て
は
二
次
的
補
助
字
体
も
使
用
さ
れ
る
。 

本
稿
に
お
い
て
は
、
補
助
字
体
が
先
の
定
義
の
条
件
下
で
使
用
さ
れ
る
字

体
な
ら
ば
、
そ
の
用
例
数
は
基
本
字
体
よ
り
も
少
な
く
な
る
の
が
自
然
で
あ

る
と
考
え
、
基
本
字
体
と
補
助
字
体
の
定
義
を
用
例
数
の
多
少
に
基
づ
く
も

の
と
し
た
。 

（
７
）
こ
の
見
解
は
、
注
（
１
）
書
、
注
（
２
）
論
に
詳
述
さ
れ
る
。 

（
８
）
「
モ
」
は
字
形
と
「
語
の
中
で
の
位
置
」
「
文
節
の
中
で
の
位
置
」
が
全
く
異

な
る
傾
向
を
示
す
。
こ
れ
は
、
字
形
の
両
極
に
あ
る
字
体
を
同
じ
条
件
下
に

お
い
て
使
用
す
る
こ
と
で
、
視
覚
的
変
化
を
与
え
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
が
で
き
る
の
は
、「
モ
」
の
字
体
の

種
類
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
他
の
音
節
と
字
体
の
種
類
に
違
い
が
生
じ
る

の
は
、
小
松
氏
の
注
（
１
）
書
に
お
け
る
「
書
記
は
、
読
ま
れ
る
た
め
／
読

ま
せ
る
た
め
の
記
録
で
あ
る
か
ら
、
識
字
階
級
の
人
た
ち
な
ら
、
だ
れ
で
も

間
違
い
な
く
読
み
取
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
指
摘
を
踏

ま
え
れ
ば
、『
盛
衰
記
』
が
書
写
さ
れ
た
慶
長
一
六
年
に
お
い
て
、
識
字
階
級

が
一
般
的
に
用
い
て
い
た
字
体
の
種
類
が
反
映
し
た
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
、

と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

（
９
）
こ
の
指
摘
は
、
今
野
真
二
「
も
う
一
つ
の
変
字
法
―
分
節
機
能
か
ら
み
て
―
」

（
『
國
學
院
雑
誌
』
第
九
七
巻 

第
八
号 

一
九
九
六
年
）
に
詳
述
さ
れ
る
。 

 

［
付
記
］ 

 
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
新
潟
大
学
・
鈴
木
恵
先
生
よ
り
ご
指
導
を
い
た
だ
い

た
ほ
か
、
広
島
大
学
・
佐
々
木
勇
先
生
よ
り
貴
重
な
ご
助
言
を
賜
っ
た
。
記
し
て

深
謝
申
し
上
げ
る
。 

 
 

 
 

 

（
新
潟
大
学
大
学
院
修
士
課
程
一
年
次
在
学
） 


