
九
〜
一〇
世
紀
の
仮
名
の
書
体
ひ
ら
が
な
を
中
心
と
し
て

O
G

U
R

A
 Shigeji
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研
究
ノ
ー
ト

W
riting Style of K

ana in the N
inth to Tenth Centuries : A

 Study w
ith Focus on H

iragana

小
倉
慈
司

は
し
が
き

　

近
年
、「
仮
名
」
を
記
し
た
九
世
紀
後
半
の
墨
書
土
器
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
、

仮
名
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
八
世
紀
に
万
葉
仮
名
が
使
用
さ
れ
た

後
は
、
九
世
紀
後
半
、
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
に
記
さ
れ
た
讃
岐
国
司
解
端
書
に
お

い
て
「
草
仮
名
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
〇
世
紀
の
連
綿
体
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
一
九
九
一
年
に
は
多
賀
城
跡
で
九
世

紀
中
頃
の
仮
名
漆
紙
文
書
が
発
見
さ
れ
〔
築
島
c
〕、
次
第
に
九
世
紀
の
「
草
仮
名
」

「
平
仮
名
」
資
料
も
増
加
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
二
年
に
は
富
山
県
射
水
市

赤
田
Ⅰ
遺
跡
で
九
世
紀
後
半
の
仮
名
墨
書
土
器
が
出
土
し
、
二
〇
一
二
年
に
は
平
安

京
右
京
三
条
一
坊
六
町
跡
（
藤
原
良
相
西
三
条
第
）
よ
り
貞
観
初
年
頃
と
考
え
ら
れ

る
「
平
仮
名
」
を
記
し
た
墨
書
土
器
が
発
見
公
表
さ
れ
て
話
題
を
呼
ん
だ
。
さ
ら
に

二
〇
一
三
年
に
は
以
前
に
京
都
市
堀
河
院
跡
よ
り
出
土
し
た
一
二
世
紀
末
な
い
し

一
三
世
紀
初
め
の
墨
書
土
器
に
再
調
査
の
結
果
、
い
ろ
は
歌
全
文
が
記
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
公
表
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る

）
1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
の
草
体
仮
名
に
関
す
る
資
料
が
増
大
し
、
様
々
な
言
及
が

な
さ
れ
る
一
方
で
、
仮
名
そ
れ
自
体
の
概
念
が
充
分
に
深
め
ら
れ
ず
、
論
者
に
よ
っ

て
「
草
仮
名
」「
平
仮
名
」
な
ど
関
連
用
語
の
理
解
・
使
用
が
様
々
で
あ
る
こ
と
が
、

研
究
進
展
の
上
で
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
仮
名
に

関
わ
る
用
語
に
主
と
し
て
同
時
代
史
料
に
基
づ
い
て
検
討
を
加
え
、
平
安
前
期
仮
名

資
料
の
書
体
の
整
理
を
試
み
た
い
。

一
　
漢
字
と
仮
名
・
ひ
ら
が
な

　

ま
ず
、「
仮
名
」
の
定
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。「
仮
名
」
は
「
仮

字
」
と
も
記
さ
れ
、「
真
名
」「
真
字
」
に
対
す
る
語
で
あ
る
。
一
般
に
は
真
名
は
漢

字
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
、
仮
名
と
は
真
名
＝
漢
字
に
対

す
る
「
仮
」
の
文
字
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
〔
た
と
え
ば
森
岡
二
頁
、
石
川
一
八

頁
〕。
こ
れ
は
仮
名
を
漢
字
と
並
ぶ
文
字
種
と
理
解
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
確
か

に
花
山
院
長
親
撰
と
さ
れ
る
『
倭
片
仮
字
反
切
義
解
』
序
に
「
真
字
対
二
仮
字
一
正
也
、

仮
字
対
二
真
字
一
権
也
、」
と
見
え
て
お
り
、
古
代
に
も
真
名
と
仮
名
を
対
比
的
に
使
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用
し
て
い
る
事
例
を
見
出
せ
る
〔
枕
草
子
九
九
段
等
〕
か
ら
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う

に
思
え
る
。

　

し
か
し
仮
名
と
真
名
の
関
係
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
別
の
捉
え
方
が
あ
る
。『
倭

片
仮
字
反
切
義
解
』
序
に
は
「
都
不
レ
過
下
於
以
レ
義
為
二
真
字
一、音
為
中
仮
字
上
而
已
、」

と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
仮
名
の
「
仮
」
は
一
音
表
記
の
た
め
に
漢
字
の

音
（
訓
）
を
「
仮
」
り
た
こ
と
に
由
来
す
る
文
字
と
解
す
る
考
え
方
で
あ
る

）
2
（

。
こ
の

考
え
方
は
必
ず
し
も
特
異
な
説
で
は
な
く
、
大
矢
透
氏
が
「
仮
名
と
は
我
が
国
固
有

の
言
語
を
記
す
に
、
漢
字
の
音
訓
を
其
の
意
義
に
拘
わ
ら
ず
に
仮
借
せ
る
も
の
に
し

て
、
字
音
の
そ
の
ま
ゝ
用
ゐ
ら
る
ゝ
文
字
、
若
く
は
音
尾
を
省
き
て
用
ゐ
ら
る
ゝ
文

字
、
又
は
一
音
の
訓
を
有
す
る
文
字
を
選
び
、
す
べ
て
一
の
漢
字
を
我
が
単
音
に
当

て
た
る
も
の
な
り
。」
と
述
べ
て
い
る
〔
大
矢
一
頁
〕
よ
う
に
、
機
能
に
よ
っ
て
区
分

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

前
者
の
立
場
を
と
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
仮
名

）
3
（

は
仮
名
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
、

後
者
の
立
場
を
と
れ
ば
、
漢
字
と
真
名
と
は
別
で
あ
っ
て
万
葉
仮
名
も
仮
名
に
含
ま

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
万
葉
仮
名
を
仮
名
か
ら
切
り
離
し
、
漢
字
と
し
て
捉
え

る
と
い
う
前
者
の
視
点
で
は
、「
仮
名
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
外
見
の
書
体
や
字
体

）
4
（

だ
け
で
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

）
5
（

。
そ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
仮
名
」
研
究
の

曖
昧
さ
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
後
者
の
立
場
を
と

る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
は
機
能
分
類
と
し
て
仮
名
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
仮
名

と
真
名
の
相
違
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

）
6
（

。

　

こ
う
し
て
仮
名
は
、漢
字
の
字
体
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
万
葉
仮
名
に
始
ま
っ
て
、

そ
れ
を
省
画
化
し
た
り
草
体
化
し
た
り
す
る
こ
と
が
進
め
ら
れ
た
。
省
画
化
は
主
に

片
仮
名

）
7
（

へ
発
展
し
て
い
く
も
の
で
、
近
年
で
は
そ
の
源
流
が
朝
鮮
半
島
に
求
め
ら
れ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
小
林
a 

b 

c
等

）
8
（

〕。
そ
れ
に
対
し
草
体
化
が
主
に
ひ
ら

が
な

）
9
（

を
生
み
出
し
た
流
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る

）
10
（

。
真
名
が
省
画
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
草
体
は
そ
も
そ
も
漢
字
の
一
書
体
で
も
あ
っ
た
が
、
万
葉
仮
名
の
省
画
化

や
草
体
化
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
字
本
来
の
音
や
字
義
か
ら
離
れ
、
表
意
性
が

払
拭
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
〔
犬
飼
a
、
川
端
、
澤
﨑
参
照
〕。
し
た
が
っ
て
省
画
仮

名
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
も
、
万
葉
仮
名
と
草
体
仮
名
と
の
境
界
は
、
ま

ず
は
そ
れ
を
読
む
側
が
表
意
性
を
感
じ
る
か
否
か
（
最
初
に
漢
字
と
認
識
す
る
か
否

か
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
草
体
化
（
く
ず
し
）
の
度
合
い
に

線
引
き
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
書
か
れ
た
当
時
に
そ
れ
を
目
に
し
た
人
々

の
感
覚
と
現
代
の
人
間
の
感
覚
と
の
間
に
、
ず
れ
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
も

そ
も
個
々
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
問
題
点
は
残
る
も

の
の
、
そ
れ
で
も
従
来
よ
り
は
判
断
基
準
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。

　

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
草
体
仮
名
と
ひ
ら
が
な
と
の
関
係
で
あ
る
。
従
来
、
あ

る
文
字
を
ひ
ら
が
な
と
見
做
す
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
文
字
を
続
け
て

記
す
連
綿
体
で
あ
る
か
否
か
が
判
断
材
料
と
し
て
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
〔
た

と
え
ば
森
岡
一
九
二
・
一
九
四
頁
等
〕。
し
か
し
そ
れ
は
連
綿
体
を
ひ
ら
が
な
の
完
成
形

態
と
見
る
視
点
に
縛
ら
れ
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
と
い
っ
て
草
体
仮
名
自

体
は
朝
鮮
半
島
に
も
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
（
註（
10
）参
照
）、
草
体
仮
名
＝

ひ
ら
が
な
と
し
た
の
で
は
、
日
本
に
お
け
る
文
字
文
化
発
展
の
独
自
性
が
不
明
瞭
に

な
っ
て
し
ま
う
。
と
す
れ
ば
、
草
体
仮
名
を
補
助
的
に
で
は
な
く
中
心
的
に
用
い
る

よ
う
に
な
っ
た
段
階
を
も
っ
て
ひ
ら
が
な
の
成
立
と
見
る
の
が
良
い
の
で
は
な
い

か
。
ち
な
み
に
仮
名
が
補
助
的
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
仮
名
が
か
な
り
く
ず

れ
て
い
て
も
文
脈
か
ら
そ
の
音
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
続
け
て
記
さ

れ
る
場
合
に
は
文
字
そ
の
も
の
か
ら
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
に
、
ひ
ら
が
な
が

字
種
と
し
て
確
立
す
る
以
前
に
お
い
て
は
く
ず
し
が
ゆ
る
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
部
分
的
な
草
体
化
で
は
な
く
文
章
全
体
で
の
草
体

化
を
も
っ
て
ひ
ら
が
な
の
成
立
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
ひ
ら
が
な
の
成
立
後
に
は
上
述
し
た
こ
と
と
は
別
の
動
き
も
生
じ
た
。
伝

小
野
道
風
筆
『
秋
萩
帖
』（
一
〇
世
紀
）
は
一
般
に
「
草
仮
名

）
11
（

」
の
代
表
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
資
料
（
図
1
）
で
あ
る
が
、
早
く
築
島
裕
氏
が
同
資
料
に
お
け
る
複
雑
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図 1　秋萩帖第 1紙（画像提供：東京国立博物館）　

図 2　続修正倉院古文書別集 48 第 11 紙　複製

な
字
画
の
多
用
が
平
安
中
期
以
降
の
仮
名
書
道
の
産
物
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
〔
築
島
a
三
九
五
頁
〕、
さ
ら
に
矢
田
勉
氏
が
、
ひ
ら
が
な
の
完
成
以
後
に
よ
り

装
飾
的
な
書
記
を
実
現
す
る
た
め
、
文
字
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
す
こ
と
を
試

み
、
仮
名
字
体
を
完
全
に
は
漢
字
字
母
か
ら
乖
離
さ
せ
ず
、
還
元
可
能
な
と
こ
ろ
ま

で
で
草
体
化
を
止
め
て
お
く
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
仮
名
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
〔
矢
田
九
五
〜
九
六
頁
〕。
こ
の
『
秋
萩
帖
』
の
仮
名
は
、
表
意
性
が

感
じ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前
の
万
葉
仮
名
・
草
体
仮
名
と
は
区
別
す
べ
き
で

あ
る
。

　

以
上
の
点
に
留
意
し
て
八
〜
九
世
紀
の
仮
名
資
料
を
見
る
と
、
八
世
紀
に
は
万
葉

仮
名
で
記
さ
れ
た
正
倉
院
文
書
続
修
別
集
四
八
中
の
八
世
紀
の
万
葉
仮
名
文
書
（
図

2
）
や
木
簡
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
も
と
の
漢
字
の
字
形
を
残
し

た
形
で
記
さ
れ
て
お
り
、
万
葉
仮
名
と
判
断
し
て
問
題
は
な
い
。
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次
に
九
世
紀
中
葉
の
仮
名
資
料
を
見
る
と
、
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
の
讃
岐
国
司

解
に
添
え
て
記
さ
れ
た
藤
原
有
年
の
端
書
（
円
珍
関
係
文
書
の
内
）（
図
3
）
は
部

分
的
に
仮
名
の
み
で
記
さ
れ
た
箇
所
も
存
在
す
る
が
、
全
体
と
し
て
は
真
名
と
仮
名

を
混
用
し
て
お
り
、
ま
た
も
と
の
漢
字
の
字
形
の
推
測
が
容
易
な
箇
所
が
大
部
分
で

あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
は
、
草
体
仮
名
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
ひ
ら
が
な
と
見
做
す

段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
ほ
ぼ
同
時
期
と
見
ら
れ
る
多
賀
城
跡
出
土
仮
名
漆
紙
文
書
（
図

4
）〔
築
島
c
〕
は
判
読
し
づ
ら
い
箇
所
が
多
い
が
、
若
干
真
名
が
混
じ
る
も
の
の
、

有
年
端
書
に
比
較
し
て
全
体
的
に
草
体
化
の
度
合
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
有
年
端
書
よ
り
も
草
体
化
が
さ
ら
に
進
ん
だ
段
階
と
言
え
る
。
内
容
は
書
状

と
考
え
ら
れ
る
〔
築
島
c
〕。
次
に
や
は
り
同
時
期
の
藤
原
良
相
の
西
三
条
第
跡
か

ら
出
土
し
た
仮
名
墨
書
土
器
（
図
5
）〔
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
〕
に
お
い
て
は

さ
ら
に
全
面
的
な
草
体
化
が
指
摘
で
き
、
ま
た
仮
名
ば
か
り
で
記
さ
れ
て
い
る
も
の

が
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
ひ
ら
が
な
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
仮
名
墨
書
土
器
に
つ
い
て
は
鈴
木
景
二
氏
の
検
討
が
あ
り
、

西
三
条
第
跡
出
土
仮
名
墨
書
土
器
の
中
で
の
書
風
・
字
体
の
多
様
性
が
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
有
年
端
書
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
「
流
麗
な
連
綿
体
の
平
仮
名
に
近
い
書
風
が
併

存
し
て
い
た
」
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
鈴
木
c
一
八
九
頁
〕。
確
か
に
そ
れ
ら

の
仮
名
墨
書
土
器
に
は
放
ち
書
き
（
文
字
を
連
続
さ
せ
な
い
で
一
字
一
字
離
し
て
書

く
書
き
方
）
で
書
か
れ
た
も
の
か
ら
連
綿
体
で
書
か
れ
た
も
の
（
墨
六
六
）
ま
で
大

き
く
書
体
の
異
な
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
西
三
条
第
跡
出
土
の
仮
名
墨
書
土
器

に
つ
い
て
は
そ
の
書
か
れ
た
内
容
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
習
書
で
は
な
い
か
と

見
ら
れ
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る

）
12
（

が
、
九
世
紀
後
半
の
射
水
市
赤
田
Ⅰ
遺
跡
よ
り
出

土
し
た
仮
名
墨
書
土
器
に
は
難
波
津
の
歌
の
冒
頭
部
分
か
と
み
ら
れ
る
文
字
が
習
書

図 4　多賀城跡出土仮名漆紙文書（築島 c 論考より転載）

図 3　藤原有年端書（画像提供：東京国立博物館）
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さ
れ
（
図
6
）、
大
隅
国
府
と
推
定
さ
れ
る
霧
島
市
気
色
の
杜
遺
跡
か
ら
は
和
歌
と

見
ら
れ
る
ひ
ら
が
な
を
一
部
連
綿
体
で
内
面
に
墨
書
し
た
一
〇
世
紀
中
頃
の
土
師
器

坏
が
出
土
し
、
国
府
に
お
け
る
饗
宴
の
場
に
お
い
て
寿
ぎ
の
和
歌
が
詠
ま
れ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る〔
鈴
木
a 

b
〕。
土
器
に
和
歌
を
書
い
た
こ
と
は『
万
葉
集
』や『
う

つ
ほ
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
て
い
る
〔
藤
岡
、
鈴
木
a 

b
〕
が
、

私
的
な
書
状
の
他
に
和
歌
の
贈
答
に
も
早
く
か
ら
ひ
ら
が
な
が
用
い
ら
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
九
世
紀
中
葉
段
階
に
お
け
る
仮
名
書
体
の
多
様
性
は
、
ひ
ら

が
な
が
連
綿
性
の
獲
得
に
進
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
発
想
に
と
ら
わ
れ
な
け

れ
ば
、
ご
く
自
然
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
成
立
当
初
も
し
く
は
成
立

後
ま
も
な
く
の
段
階
に
お
い
て
、
既
に
ひ
ら
が
な
は
様
々
な
書
体
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
連
綿
体
で
あ
る
か
否
か
は
書
風
・
書
体
の
問
題
で
あ
っ
て
、

ひ
ら
が
な
の
本
質
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
国
唐
代
に
は
狂
草
体
が
生
ま
れ
、

漢
字
を
連
綿
に
記
す
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
空
海
の
書
に
連
綿
が
見
ら
れ
る
こ

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
天
石
、
宮
本
な
ど
〕。
し
た
が
っ
て
ひ
ら
が
な
の
成
立
後
そ

れ
ほ
ど
間
を
置
か
ず
に
連
綿
体
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。

　

こ
こ
で
仏
教
経
典
の
訓
点
と
し
て
用
い
ら
れ
た
仮
名
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た

い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
近
年
、
八
世
紀
の
新
羅
伝
来
経
に
角
筆
で
新
羅
語
に
よ
る

省
画
仮
名
・
草
体
仮
名
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
こ
の
仮
名
字

体
と
『
成
実
論
』
天
長
五
年
（
八
二
八
）
点
な
ど
の
平
安
初
期
に
東
大
寺
関
係
僧
が

白
点
に
使
用
し
た
仮
名
字
体
の
体
系
に
共
通
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
〔
小
林
b 

c
〕。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
仮
名
字
体
の
な
か
に
は
「
ち
」「
ぬ
」「
ゐ
」

な
ど
現
在
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
字
体
の
も
の
が
見
え
て
も
い
る（
図
7
）。で
あ
れ
ば
、

ひ
ら
が
な
成
立
の
前
段
階
と
し
て
は
、
訓
点
に
使
用
さ
れ
た
略
体
仮
名
の
存
在
も
無

視
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
訓
点
は
「
漢
文
の
行
間
に
国
語
の
助
詞
・
助
動
詞
・
活
用

言
の
語
尾
を
送
つ
た
り
、
文
字
の
音
訓
を
施
し
た
り
す
る
の
で
あ
つ
て
、
字
形
の
な

る
べ
く
小
な
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
多
く
は
講
義
を
聴
き
つ
ゝ
記
入
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
字
画
の
簡
易
な
る
こ
と
を
要
す
る
」〔
春
日
八
〇
〜
八
一
頁
〕
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
読
み
取
り
や
す
さ
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
で
私
的

な
書
状
に
用
い
ら
れ
た
り
和
歌
を
記
す
も
の
と
し
て
登
場
し
た
ひ
ら
が
な
と
は
大
き

な
相
違
点
が
あ
る
。
ひ
ら
が
な
は
訓
点
仮
名
で
は
充
分
に
果
た
せ
な
い
機
能
を
持
つ

字
体
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
訓
点
仮
名
は
そ
の
特
性
を
純

化
さ
せ
て
片
仮
名
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

図 6　赤田Ⅰ遺跡出土仮名墨書土器
（射水市パンフレットより転載）

図 7　九世紀前期の訓点に見える
ひらがな類似字体

（築島ｂ書より抜粋）
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成
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天
長
五
年
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天
長
五
年
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天
長
五
年
点

レ 

妙
法
蓮
華
経
方
便
品
天
長
五
年
頃
点

ヰ 

成
実
論
天
長
五
年
点

ヱ 

成
実
論
天
長
五
年
点
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二
　
一
〇
世
紀
の
仮
名
の
諸
形
態（
一
）│『
宇
津
保
物
語
』国
譲
上
の
記
述

　

前
節
で
見
た
よ
う
に
ひ
ら
が
な
が
誕
生
し
た
の
は
九
世
紀
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
書
体
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
、
残

念
な
が
ら
、
同
時
代
的
に
ひ
ら
が
な
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
出
現

し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
一
〇
世
紀
後
半
の
成
立
と
さ
れ
る
『
宇
津
保
物
語
』

国
譲
上
に
お
け
る
記
述
を
掲
げ
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
同
史
料
は
古
写
本
が

な
く
諸
本
に
誤
写
・
脱
落
・
錯
簡
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
参
照
し
つ
つ
最
善
本
と
さ
れ
る
尊
経
閣
文
庫
本
を
底
本
と

し
た
宇
津
保
物
語
研
究
会
翻
刻
（
古
典
文
庫
本
覆
刻
）
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

か
ゝ
る
ほ
ど
に
、「
右
大
将
ど
の
よ
り
」
と
て
、
て
本
四
く
わ
ん
、
い
ろ
〳
〵

の
し
き
し
に
か
き
て
、
花
の
え
だ
に
つ
け
て
、
そ
ん
わ
う
の
き
み
の
も
と
に
、

御
文
し
て
あ
り
、

身
づ
か
ら
も
て
ま
い
る
べ
き
を
、
お
ほ
せ
ご
と
侍
し
宮
の
御
て
ほ
ん
、
も
て

ま
い
る
と
て
な
ん
、
こ
れ
は
、
わ
か
宮
の
御
れ
う
に
と
て
の
給
は
せ
し
か
ば
、

な
ら
は
せ
給
ひ
つ
べ
く
も
侍
ら
ね
ど
、
め
し
侍
り
し
か
ば
な
ん
い
そ
ぎ
ま
い

ら
す
る
、
と
き
こ
え
さ
せ
給
へ
、
さ
て
御
わ
た
く
し
に
は
、
な
に
の
ほ

（
本
）か

御

え
う
あ
る
、
こ
ゝ
に
は
、
よ
の
た
め
し
に
な
ん
、

と
て
た
て
ま
つ
れ
給
へ
り
、
御
ぜ
ん
に
も
て
ま
い
り
た
り
、
み
給
へ
ば
、
き
ば

み
た
る
し
き
し
に
か
き
て
、や
ま
ぶ
き
に
つ
け
た
る
は
、し

（
真
）の

ひ
（
衍
）て

、は
る
の
し
、

あ
を
き
し
き
し
に
か
き
て
、
松
に
つ
け
た
る
は
さ
う
に
て
な
つ
の
し
、
あ
か
き

し
き
し
に
か
き
て
、
う
の
は
な
に
つ
け
た
る
は
か
な
、
は
じ
め
に
は
お
と
こ
に

て
も
あ
ら
ず
、
を
ん
な
に
て
も
あ
ら
ず
、
あ
め
つ
ち
ぞ
、
そ
の
つ
ぎ
に
を
と
こ

で
、
は
な
ち
が
き
に
か
き
て
、
お
な
じ
も
じ
を
さ
ま
〴
〵
に
か
へ
き

（
衍
）て

か
け
り
、

　

わ
が
ゝ
き
て　

は
る
に
つ
た
ふ
る　

み
づ
せ
き

〔
く
〕も　

す
み
か
は
り
て
や　

み

え
ん
と
す
ら
ん

女
で
に
て
、

　

ま
だ
し
ら
ぬ　

も
み
ぢ
と
ま
ど
ふ　

う（

とマ

マ
ふ
う
し）　

ち
ど
り
の
あ
と
も　

と

ま
ら
ざ
り
け
り

さ
し
つ
ぎ
に
、

　

と
ぶ
と
り
に　

あ
と
あ
る
も
の
と　

し
ら
す
れ
ば　

雲
ぢ
は
ふ
か
く　

ふ
み

か
よ
ひ
け
ん

つ
ぎ
に
か
た
か
な
、

　

い
に
し
へ
も　

い
ま
ゆ
く
さ
き
も　

み
ち
〳
〵
に　

思
ひ

〔
ふ
〕心

あ
る

〔
り
〕　

わ
す
る

な
よ
き
み

あ
し
で
、

　

そ
こ
き
よ
く　

す
む
と
も
み
え
で　

行
水
の　

袖
に
も
め
に
も　

た
え
ず
も

あ
る
哉

と
、
い
と
お
ほ
き
に
か
き
て
、
ひ
と
ま
き
に
し
た
り
、

　

藤
壺
（
あ
て
宮
）
よ
り
若
宮
（
東
宮
と
藤
壺
と
の
間
に
生
ま
れ
た
王
子
）
の
た
め

の
書
の
手
本
を
所
望
さ
れ
た
仲
忠（
右
大
将
）は
、手
本
四
巻
を
色
々
の
色
紙
に
書
き
、

花
の
枝
に
つ
け
て
贈
る
。
そ
れ
は
「
し
（
真
）
の
て
（
手
）」「
さ
う
（
草
）」「
か
な

（
仮
名
）」
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
四
巻
と
あ
り
な
が
ら
、
三
種
し
か

記
さ
れ
て
い
な
い

）
13
（

が
、
そ
の
三
種
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

色　

紙

つ
け
た
枝

書　

体

内　

容

黄
ば
み
た
る
色
紙

山
吹

し（
真
）の
て（
手
）
春
の
詩

青
き
色
紙

松

さ
う
（
草
）

夏
の
詩

赤
き
色
紙

卯
の
花

か
な
（
仮
名
）

（
和
歌
な
ど
）

　

対
応
か
ら
考
え
れ
ば
、
三
番
目
が
「
仮
名
」
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
詩
が
記
さ
れ
た

と
い
う
点
か
ら
考
え
て
、
一
番
目
の
「
真
の
手
」
と
二
番
目
の
「
草
」
は
真
名
と
い

う
こ
と
に
な
り
、「
真
の
手
」が（
真
名
の
）楷
書
体
も
し
く
は
行
書
体
、「
草
」が（
真
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名
の
）
草
書
体
と
見
做
せ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
真
の
手
」
の
「
手
」
と
は
字
の
書

き
方
や
書
風
・
筆
跡
の
意
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
書
体
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
赤
い
色
紙
に
記
さ
れ
た
仮
名
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
様
々
な
書
体
で
記
さ
れ

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
言
及
し
た
先
行
研
究
は
、
伴
信
友
『
仮
字
本
末
』
以
来
、
数
多

く
存
す
る
が
、
充
分
な
論
拠
を
示
さ
ず
に
論
じ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
た
め
、
本

稿
で
は
通
説
と
し
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
現
代
語
訳
、
ま
た
当
該
史
料
を

深
く
読
み
込
ん
だ
原
田
芳
起
氏
お
よ
び
山
田
健
三
氏
の
説
〔
原
田
、
山
田
健
三
a 

d
〕

を
中
心
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
他
の
諸
説
は
必
要
に
応
じ
て
言
及
す
る
こ
と
に
と
ど

め
て
お
く
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　

初
め
が
①「
男
に
て
も
あ
ら
ず
、女
に
て
も
あ
ら
ず
」と
い
う
書
体
で「
あ
め
つ
ち
」

を
、
次
が
②
「
男
手
、
放
ち
書
き
」
に
て
「
同
じ
文
字
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
へ
て
」「
わ

が
か
き
て
春
に
伝
ふ
る
水
茎
も
す
み
か
は
り
て
や
見
え
ん
と
す
ら
ん
」と
い
う
歌
を
、

三
番
目
が
③
「
女
手
に
て
」「
ま
だ
知
ら
ぬ
紅
葉
と
ま
ど
ふ
う（

マ

マ

）

と
ふ
う
し
千
鳥
の
跡

も
と
ま
ら
ざ
り
け
り
」
と
い
う
歌
を
、
四
番
目
が
④
「
さ
し
つ
ぎ
に
」「
飛
ぶ
鳥
に

跡
あ
る
も
の
と
知
ら
す
れ
ば
雲
路
は
深
く
ふ
み
通
ひ
け
む
」
と
い
う
歌
を
、
五
番
目

が
⑤
「
片
仮
名
」
に
て
「
い
に
し
へ
も
い
ま
行
く
さ
き
も
道
々
に
思
ふ
心
あ
り
忘
る

な
よ
君
」
と
い
う
歌
を
、
六
番
目
が
⑥
「
葦
手
」
で
「
底
清
く
す
む
と
も
見
え
で
行

く
水
の
袖
に
も
目
に
も
絶
え
ず
も
あ
る
か
な
」
と
い
う
歌
を
、
順
に
大
き
く
書
い
て

一
巻
と
し
た
と
い
う
。

　

⑤
片
仮
名
は
現
在
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
大
部
分
が
漢
字
の
字
形
の
一
部
分
を
用
い

た
省
画
の
仮
名
書
体
で
あ
り
（
な
お
註（
7
）も
参
照
）、
⑥
葦
手
は
文
字
を
一
部
葦

な
ど
の
絵
に
似
せ
て
絵
画
化
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。『
延
喜
廿
一
年
京
極
御
息

所
褒
子
歌
合
』
十
巻
本
に
「
青
鈍
の
裾
濃
の
裳
に
雌
黄
し
て
葦
手
か
け
り
」
と
見
え

る
〔
平
安
朝
歌
合
大
成
新
訂
増
補
版
一
―
二
二
七
頁
〕
の
が
史
料
上
の
初
見
で
、
書
体

と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
明
確
な
事
例
と
し
て
は
、
天
禄
四
年
（
九
七
三
）
の
『
天

禄
四
年
円
融
院
・
資
子
内
親
王
乱
碁
歌
合
』
に
「
七
月
七
日
、（
○
中
略
）
さ
ま
ざ
ま

に
蒔
絵
し
た
る
蓋
に
書
き
た
る
葦
手
の
歌
」
と
見
え
る
〔
平
安
朝
歌
合
大
成
新
訂
増

補
版
一
―
五
五
〇
頁
〕
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
歌
の
内
容
よ
り
推
し
て
、
お
そ

ら
く
は
水
辺
に
葦
手
が
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
（
葦
手
の
例
は
図
8
参
照
）。

④
「
さ
し
つ
ぎ
に
」
は
、「
連
綿
体
の
こ
と
か
」
と
す
る
解
釈
も
あ
る
〔
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
等
〕
が
、「
さ
し
つ
ぎ
」
は
「
そ
の
す
ぐ
次
に
続
く
も
の
。
ま
た
、
次
の

位
置
。」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
〔
小
学
館
日
本
国
語
大
辞
典
〕
か
ら
、
③
と
同
じ
女

手
で
続
け
て
、
と
い
っ
た
意
味
〔
古
典
文
学
大
系
等
〕
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る

）
14
（

。

　

次
に
①
「
男
に
て
も
あ
ら
ず
、
女
に
て
も
あ
ら
ず
」、
②
「
男
手
」、
③
「
女
手
」

に
つ
い
て
の
検
討
に
移
り
た
い
。
①
は
「
男
手
」
で
も
「
女
手
」
で
も
な
い
仮
名
の

書
体
で
あ
り
、
仮
名
の
書
体
の
中
で
一
番
最
初
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
そ
れ
は
仮

名
に
お
け
る
最
初
の
手
本
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
）、
そ
の
内
容
が
「
あ
め
つ
ち
」

す
な
わ
ち
「
あ
め
つ
ち
の
詞
」（「
あ
め
つ
ち
」
で
始
ま
る
仮
名
の
字
母
表
）
で
あ
っ

た
）
15
（

と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
初
心
者
向
け
の
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
書
体
で
記
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
山
田
健
三
氏
は
、「
論
理
的
に
は
、
男
手
・
女
手
・
X
を
鼎
立
さ

図 8　葦手の例（本館蔵 H-743-361『あしで考』より）
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せ
た
内
の
一
つ
の
頂
点
X
と
見
る
か
、
男
手
と
女
手
を
二
項
対
立
さ
せ
た
上
で
、
両

者
を
連
続
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
極
と
し
て
理
解
し
た
時
の
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
上
の

中
間
点
を
X
と
す
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
」
が
、「
X
が
三
項
対
立
点
の
一

つ
で
あ
る
と
し
た
ら
、「
男
手
に
も
あ
ら
ず
、
女
手
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、

そ
こ
に
特
別
な
呼
称
が
な
い
こ
と
に
極
め
て
不
自
然
さ
が
残
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は

第
二
の
解
釈
を
採
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
〔
山
田
健
三
a
四
八
一
頁
〕
が
、

そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う

）
16
（

。

　

そ
の
次
に
は
②
「
男
手
、
放
ち
書
き
」
と
③
「
女
手
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
男

手
・
女
手
に
つ
い
て
は
近
年
刊
行
さ
れ
た
古
語
辞
典
で
あ
る
『
古
語
大
鑑
』
に
お
い

て
も
男
手
が
「
男
文
字
、
即
ち
漢
字
」
で
あ
り
、
女
手
が
「
漢
字
（
男
手
）
に
対
し

て
平
仮
名
の
称
。
女
文
字
。」
と
説
明
さ
れ
る
〔
築
島
d
〕
な
ど
過
去
の
研
究
成
果

が
一
般
に
広
く
共
有
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
男
手
・
女
手
と
も
に
仮
名
の

一
書
体
で
あ
る
こ
と
は
、
今
、
検
討
し
て
い
る
国
譲
上
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

〔
原
田
二
〇
二
頁
、山
田
健
三
a
四
八
七
頁
〕。
男
手
と「
放
ち
書
き
」の
関
係
に
つ
い
て
、

国
譲
上
が
わ
ざ
わ
ざ
「
放
ち
書
き
」
と
断
っ
て
い
る
の
は
「
多
少
字
と
字
と
の
間
で

筆
を
続
け
た
草
が
な
の
書
風
も
男
手
と
呼
ん
で
い
た
」〔
原
田
二
〇
一
頁
〕
か
ら
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
が
、
放
ち
書
き
と
い
う
男
手
の
特
性
を
強
調
し
て
述
べ
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
取
り
敢
え
ず
男
手
に
は
放
ち
書
き
で
書
か
れ
た
も
の
が

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
続
い
て
「
同
じ
文
字
を
さ
ま
ざ
ま
に

変
へ
て
」
書
い
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
男
手
だ
け
で
な
く
、
以
下

に
記
さ
れ
る
女
手
や
片
仮
名
・
葦
手
を
含
ん
で
「
さ
ま
ざ
ま
」
と
記
し
た
挿
入
的
表

現
で
あ
る
と
の
解
釈
も
提
出
さ
れ
て
い
る
〔
山
田
健
三
a
四
八
六
〜
四
八
七
頁
〕
が
、

文
の
乱
れ
を
想
定
し
な
い
限
り
そ
の
解
釈
に
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
。
山
田
健
三
氏

は
、
異
体
仮
名
利
用
が
通
常
で
あ
る
時
代
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
多
く
の
異
体
仮
名
を

駆
使
し
た
こ
と
に
言
及
す
る
ほ
ど
の
意
義
を
見
出
せ
な
い
と
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は

成
立
期
の
草
体
仮
名
・
ひ
ら
が
な
の
字
種
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
〔
春
日
七
九
頁
、
築
島
c
三
九
九
頁
等
〕。
で
あ
れ
ば
、
通
説
通
り

男
手
の
歌
に
お
い
て
多
く
の
異
体
仮
名
を
駆
使
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
し
て
問

題
は
な
か
ろ
う
。

　

男
手
の
語
に
つ
い
て
は
、国
譲
上
の
記
述
の
他
、『
蜻
蛉
日
記
』上（
三
四
段
）に「
女

手て

に
か
き
給
へ
り
、
お
と
こ
の
手て

に
て
こ
そ
く
る
し
け
れ
、」
と
見
出
せ
る
。
こ
れ

は
章
明
親
王
と
兼
家
と
の
消
息
の
や
り
と
り
の
中
で
、
章
明
親
王
が
女
手
で
消
息
を

送
っ
て
き
た
の
に
対
し
、
兼
家
側
か
ら
は
、
兼
家
が
自
分
で
消
息
（
返
歌
）
を
書
い

た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
（
あ
る
い
は
実
際
は
道
綱
母
が
書
い
て
い
た
の
だ
が
、
男

性
で
あ
る
兼
家
が
書
い
た
か
の
よ
う
に
装
お
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ

な
い
）
に
男
手
で
書
い
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
返
歌
と
し
て
『
蜻
蛉

日
記
』
に
記
さ
れ
る
の
は
「
う
ら
が
く
れ　

み
る
こ
と
か
た
き　

あ
と
な
ら
ば　

し

ほ
ひ
を
ま
た
ん　

か
ら
き
わ
ざ
か
な
」
と
い
う
和
歌
で
あ
る
。
こ
れ
を
異
体
仮
名
を

多
用
し
て
書
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
異
体
仮
名
を
多
用
し
て
書
か
れ
た
資
料
の
実
例
と
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
「
草
仮
名
」
の
実
例
と
さ
れ
て
き
た
〔
古
谷
五
三
頁
、
吉
澤
a
一
九
〇
頁
、
小
松

八
五
・
八
八
頁
、築
島
a
三
九
五
頁
等
〕
伝
小
野
道
風
筆
『
秋
萩
帖
』（
一
〇
世
紀
）（
図

1
、
前
掲
）
が
思
い
浮
か
ぶ
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
矢
田
勉
氏
は
、
ひ
ら
が
な
成
立

後
に
文
字
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
す
こ
と
を
試
み
た
も
の
と
し
て
『
秋
萩
帖
』

を
評
価
し
た
〔
矢
田
九
六
頁
〕。
こ
の
『
秋
萩
帖
』
の
特
徴
は
男
手
に
一
致
す
る
。
男

手
の
語
は
『
宇
津
保
物
語
』
と
『
蜻
蛉
日
記
』
に
見
え
る
だ
け
で
以
後
は
見
え
な
く

な
る
。
一
方
、『
秋
萩
帖
』
的
な
仮
名
書
体
は
、
装
飾
性
と
い
う
こ
と
以
外
に
ひ
ら

が
な
を
越
え
る
利
点
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
す
ぐ
に
ひ
ら
が
な
に
包
摂
さ
れ
短
命
に

終
わ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
矢
田
九
七
頁
〕。
だ
と
す
れ
ば
、
男
手
と
は
ま

さ
に
『
秋
萩
帖
』
的
な
書
体
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

最
後
に
残
っ
た
③「
女
手
」も
ま
た
論
者
に
よ
っ
て
概
念
が
異
な
る
語
で
あ
る
〔
藤

本
参
照
〕。
史
料
に
即
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
女
手
は
男
性
（
仲
忠
）
が
男
性
（
孫

王
）
の
た
め
に
書
い
た
仮
名
の
手
本
で
あ
り
、
ま
た
少
な
く
と
も
放
ち
書
き
が
含
ま

れ
る
男
手
と
対
極
的
な
書
体
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
通
説
通
り
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連
綿
体
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
使
用
者
は
女
性
に
限

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

以
上
、『
宇
津
保
物
語
』
国
譲
上
に
記
さ
れ
た
仲
忠
作
成
の
書
の
手
本
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
て
き
た
。
一
つ
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
の
手
本
が
真
名
つ
い
で
仮
名
、

仮
名
の
な
か
で
は
「
男
に
て
も
あ
ら
ず
、
女
に
て
も
あ
ら
ず
」、
男
手
、
女
手
、
片

仮
名
、
葦
手
と
い
っ
た
順
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
ど
こ
ま
で

重
き
を
置
い
て
よ
い
か
ど
う
か
は
難
し
い
が
、し
か
し
男
手
↓
「
男
に
て
も
あ
ら
ず
、

女
に
て
も
あ
ら
ず
」
↓
女
手
と
い
う
順
序
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
学

習
過
程
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
よ
う
。『
堤
中
納

言
物
語
』
の
虫
め
づ
る
姫
君
に
「
か
な
ハ
ま
た
か
き
給
ハ
さ
り
け
れ
ハ
、
か
た
か
ん

な
に
」
て
和
歌
を
記
し
た
と
見
え
る
こ
と
や
後
世
の
感
覚
か
ら
、（
ま
ず
片
仮
名
を

学
び
、つ
い
で
）
ひ
ら
が
な
か
ら
学
習
を
始
め
漢
字
に
進
む
よ
う
に
思
い
が
ち
だ
が
、

ひ
ら
が
な
は
漢
字
を
踏
ま
え
て
成
立
し
た
字
体
で
あ
る
か
ら
、
ひ
ら
が
な
成
立
当
初

の
段
階
で
は
、
漢
字
を
学
ん
だ
者
が
ひ
ら
が
な
の
使
用
を
始
め
た
は
ず
で
あ
る
。
ひ

ら
が
な
・
片
仮
名
を
最
初
に
学
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
完
全
に
社
会
に
定

着
し
て
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。　

三
　
一
〇
世
紀
の
仮
名
の
諸
形
態（
二
）│『
宇
津
保
物
語
』蔵
開
中
と『
源
氏
物
語
』

　

本
節
で
は
『
宇
津
保
物
語
』
国
譲
上
以
外
の
史
料
を
取
り
上
げ
て
検
討
の
幅
を
広

げ
て
み
た
い
。『
宇
津
保
物
語
』
蔵
開
中
に
は
仮
名
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
載
が

見
え
て
い
る
。

ゐ
の
時
ば
か
り
よ
り
は
、
こ
れ
（
○
俊
蔭
の
詩
集
）
は
し
ば
し
と
ゞ
め
さ
せ
給
て
、

こ
か
ら
び
つ
あ
け
さ
せ
て
御
ら
ん
ず
れ
ば
、
か
ら
の
し
き
し
を
、
な
か
よ
り
を

し
お
り
て
、
大
の
さ
う
し
に
つ
く
り
て
。
あ
つ
さ
三
寸
ば
か
り
に
て
一
に
は
れ

い
の
女
の
て
、
ふ
た
く
だ
り
に
ひ
と
か〔

う
ヵ
〕た

か
き
、
一
に
は
さ
う
、
く
だ
り
お
な

じ
ご
と
、
一
に
は
か
た
か
ん
な
、
ひ
と
つ
に
は
あ
し
で
。
ま
づ
れ
い
の
て
を
よ

ま
せ
給
、

　

天
皇
と
東
宮
、
五
の
宮
（
東
宮
の
弟
）、
仲
忠
の
四
人
で
、
仲
忠
の
曾
祖
母
に
あ

た
る
俊
蔭
母
（
天
皇
の
父
嵯
峨
院
の
姉
で
も
あ
る
）
の
歌
集
を
見
る
と
い
う
筋
で
あ

る
が
、
そ
の
俊
蔭
母
歌
集
は
「
れ
い
（
例
）
の
女
の
て
（
手
）」「
さ
う
（
草
）」「
か

た
か
ん
な
（
片
仮
名
）」「
あ
し
で
（
葦
手
）」
の
四
種
か
ら
な
っ
て
い
た
と
い
う
。「
例

の
女
の
手
」
と
は
一
般
的
な
女
手
の
意
で
あ
ろ
う
か

）
17
（

、「
れ
い
（
例
）
の
て
（
手
）」

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
手
と
「
草
」
と
は
一
つ
の
歌
を
二
行
で
記
す
形
式
で

書
き
表
わ
さ
れ
て
い
た
。
蔵
開
中
の
冒
頭
に
は
俊
蔭
と
俊
蔭
父
の
詩
集
を
講
書
す
る

こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
が
「
そ
の
て
に
て
こ文

字
ぶ
み
に
か
け

り
、」「
さ
う
に
か
け
り
、」
と
形
容
さ
れ
て
お
り
、
前
者
が
自
筆
の
古
文
（
古
様
の

漢
字
体
を
意
味
す
る
か
）、
後
者
が
「
さ
う
（
草
）」
で
あ
っ
た
と
形
容
さ
れ
る
。
詩

集
で
あ
る
か
ら
こ
の
「
草
」
は
真
名
が
草
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
「
草
」
に
は
仮
名
の
草
と
真
名
の
草
と
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

仮
名
の
草
と
真
名
の
草
が
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
仮

名
の
草
は
女
手
と
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
た
書
体
で
あ
り
、
真
名
の
草
に
近
似
す
る
存

在
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
や
や
時
代
が
下
る
が
、『
源
氏
物
語
』
梅
枝
に
は
仮
名
に
つ
い
て
の
議
論
が

記
さ
れ
て
い
る
。

「
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
む
か
し
に
は
劣お

と
り
ざ
ま
に
、
浅あ

さ
く
な
り
ゆ
く
世よ

の
末す

ゑ
な
れ

ど
、
仮か

む
な名

の
み
な
ん
、
い
ま
の
世よ

は
い
と
際き

は
な
く
な
り
た
る
、
古ふ

る
き
跡あ

と
は
定さ

だ
ま

れ
る
や
う
に
は
あ
れ
ど
、
広ひ

ろ
き
心
ゆ
た
か
な
ら
ず
、
一ひ

と
す
ぢ筋

に
通か

よ
ひ
て
な
ん
あ
り

け
る
、
妙た

へ
に
お
か
し
き
こ
と
は
、
と
よ
り
て
こ
そ
書か

き
出い

づ
る
人
々
あ
り
け
れ

ど
、
女
手で

を
心
に
入い

れ
て
習な

ら
ひ
し
盛さ

か
り
に
、
こ
と
も
な
き
手て

本
お
ほ
く
集つ

ど
へ
た

り
し
な
か
に
、
中
宮
の
母は

ゝ
御み

や
す息

所
の
、
心
に
も
入い

れ
ず
走は

し
り
書か

い
給
へ
り
し
一ひ

と

く
だ
り
ば
か
り
、
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
を
得え

て
、
際き

は
こ
と
に
お
ぼ
え
し
は
や
、（
○

中
略
）」
と
う
ち
さ
ゝ
め
き
て
聞き

こ
え
給
ふ
、

「
故こ

入
道
の
宮
の
御
手て

は
、
い
と
気
色
深ふ

か
う
な
ま
め
き
た
る
筋す

ぢ
は
あ
り
し
か
ど
、

よ
は
き
所
あ
り
て
、
に
ほ
ひ
ぞ
少す

く
な
か
り
し
、
院
の
内

な
い
し
の
か
み

侍
こ
そ
い
ま
の
世
の
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上
手ず

に
お
は
す
れ
ど
、
あ
ま
り
そ
ぼ
れ
て
癖く

せ
ぞ
添そ

ひ
た
め
る
、
さ
は
あ
り
と
も
、

か
の
君
と
、
前
斎
院
と
、
こ
ゝ
に
と
こ
そ
は
書か

き
給
は
め
」
と
ゆ
る
し
聞き

こ
え

給
へ
ば
、「
こ
の
数か

ず
に
は
ま
ば
ゆ
く
や
」
と
聞き

こ
え
給
へ
ば
、「
い
た
う
な
過す

ぐ

し
給
そ
、に
こ
や
か
な
る
方
の
な
つ
か
し
さ
は
こ
と
な
る
も
の
を
、真ま

ん
な名

の
す
ゝ

み
た
る
ほ
ど
に
、
仮か

名な

は
し
ど
け
な
き
文も

じ字
こ
そ
ま
じ
る
め
れ
」
と
て
、
ま
だ

書か

か
ぬ
草さ

う
し子

ど
も
つ
く
り
加く

わ
へ
て
、表へ

う
し紙

・
紐ひ

も
な
ど
い
み
し
う
せ
さ
せ
給
ふ
、「
兵

部

の
宮
、
さ
へ
も
ん
の
督
な
ど
に
も
の
せ
ん
、
み
づ
か
ら
一ひ

と
よ
ろ
ひ
は
書か

く

べ
し
、
け
し
き
ば
み
い
ま
す
が
り
と
も
、
え
書か

き
な
ら
べ
じ
や
」
と
我
ぼ
め
を

し
た
ま
ふ
、

　

墨す
み

、
筆ふ

で
な
ら
び
な
く
選え

り
出い

で
て
、
例れ

い
の
、
所
〳
〵
に
、
た
ゞ
な
ら
ぬ
御

消せ
う
そ
こ息

あ
れ
ば
、
人ひ

と
び
と
難か

た
き
こ
と
に
お
ぼ
し
て
、
か
へ
さ
ひ
申
給
も
あ
れ
ば
、

ま
め
や
か
に
聞き

こ
え
給
ふ
、
高こ

ま麗
の
紙か

み
の
薄う

す
や
う様

だ
ち
た
る
が
、
せ
め
て
な
ま
め

か
し
き
を
、「
こ
の
も
の
好ご

の
み
す
る
若わ

か
き
人
々
心
み
ん
」
と
て
、
宰
相
の
中
将
、

式
部

の
宮
の
兵
衛
督
、
内う

ち
の
大

お
ほ
い
と
の殿

の
頭と

う
の
中
将
な
ど
に
、「
葦あ

し
で手

、
歌う

た
ゑ絵

を
、

思
く
に
書か

け
」
と
の
給
へ
ば
、
み
な
心
〳
〵
に
い
ど
む
べ
か
め
り
、

　

例れ
い

の
寝し

ん

殿
に
離は

な
れ
お
は
し
ま
し
て
書か

き
給
ふ
、
花
さ
か
り
過
て
、
浅あ

さ
み
ど
り緑

な

る
空
う
ら
ゝ
か
な
る
に
、
古ふ

る
き
言こ

と
ど
も
な
ど
思お

も
ひ
す
ま
し
給
ひ
て
、
御
心
の
ゆ

く
か
ぎ
り
、草さ

う
の
も
た
ゞ
の
も
女
手で

も
、い
み
じ
う
書か

き
尽つ

く
し
給
ふ
、御
前ま

へ
に
、

人
し
げ
か
ら
ず
、
女
房
二
三
人
ば
か
り
、
墨す

み
な
ど
す
ら
せ
給
て
、
ゆ
へ
あ
る
古ふ

る

き
し（

集
）う

の
歌
な
ど
、
い
か
に
ぞ
や
な
ど
選え

り
出い

で
給
ふ
に
、
く
ち
お
し
か
ら
ぬ

か
ぎ
り
さ
ぶ
ら
ふ
、（
○
中
略
）

「
兵
部

の
宮
渡わ

た
り
給
」と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、お
ど
ろ
き
て
御
な
を
し
た
て
ま
つ
り
、

御
褥し

と
ねま

い
り
添そ

へ
さ
せ
給
て
、や
が
て
待ま

ち
と
り
入い

れ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
、（
○

中
略
）

　

や
が
て
御
覧
ず
れ
ば
、
す
ぐ
れ
て
し
も
あ
ら
ぬ
御
手て

を
、
た
ゞ
片か

た
か
ど
に
、

い
と
い
た
う
筆ふ

で

澄す

み
た
る
け
し
き
あ
り
て
、
書か

き
な
し
給
へ
り
、
歌う

た
も
こ
と

さ
ら
め
き
、
そ
ば
め
た
る
古ふ

る
こ
と言

ど
も
を
選え

り
て
、
た
ゞ
三み

く
だ
り
ば
か
り
に
、

文も

じ字
少す

く
な
に
、
好こ

の
ま
し
く
ぞ
書か

き
給
へ
る
、（
○
中
略
）

　

書か

き
給
へ
る
草さ

う
し子

ど
も
も
、
隠か

く
し
給
べ
き
な
ら
ね
ば
、
取と

う
出で

給
て
、
か
た

み
に
御
覧
ず
、
唐か

ら
の
紙か

み
の
い
と
す
く
み
た
る
に
、
草さ

う
書か

き
給
へ
る
、
す
ぐ
れ
て

み
で
た
し
と
見み

給
に
、
高こ

ま麗
の
紙か

み
の
、
肌は

だ
こ
ま
か
に
和な

ご
う
な
つ
か
し
き
が
、
色

な
ど
は
は
な
や
か
な
ら
で
な
ま
め
き
た
る
に
、
お
ほ
ど
か
な
る
女
手て

の
、
う
る

は
し
う
心
と
ゞ
め
て
書か

き
給
へ
る
、
た
と
う
べ
き
方か

た
な
し
、
見み

給
ふ
人
の
涙な

み
ださ

へ
水
茎く

き
に
流な

が
れ
添そ

ふ
心
地
し
て
、
飽あ

く
世よ

あ
る
ま
じ
き
に
、
ま
た
こ
ゝ
の
紙か

ん
や屋

の
色し

き
し紙

の
色
あ
ひ
は
な
や
か
な
る
に
、
乱み

だ
れ
た
る
さ
う
の
歌う

た
を
、
筆ふ

で
に
ま
か
せ

て
乱み

だ
れ
書か

き
給
へ
る
、
見み

ど
こ
ろ
限か

ぎ
り
な
し
、

　

源
氏
が
、
明
石
姫
君
の
輿
入
れ
の
料
と
し
て
選
ば
れ
た
草
子
を
前
に
し
て
仮
名
に

つ
い
て
語
り
、
諸
人
の
筆
跡
を
論
評
し
た
後
、
兵
部

宮
や
左
衛
門
督
ら
に
草
子
の

執
筆
を
依
頼
し
、自
ら
も
執
筆
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。万
事
が
昔
に
比
べ
て
劣
っ

て
い
く
な
か
で
仮
名
だ
け
は
今
の
世
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
し
て
、
か
つ
て
女
手
を

熱
心
に
習
っ
て
い
た
と
き
に
は
手
本
を
多
く
集
め
た
こ
と
、
そ
の
な
か
で
も
六
条
御

息
所
（
中
宮
の
母
御
息
所
）
の
筆
跡
が
優
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
藤
壺
宮
や
朧
月

夜
、
紫
の
上
ら
の
筆
跡
を
褒
め
、
真
名
が
上
達
し
て
も
仮
名
に
整
わ
な
い
文
字
が
混

じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
兵
部

宮
や
左
衛
門
督
ら
に
草
子

の
執
筆
を
依
頼
し
、
自
ら
も
書
く
こ
と
と
す
る
。
源
氏
は
古
歌
な
ど
思
い
起
こ
し
て

満
足
の
い
く
ま
で
、「
草
の
も
た
ゞ
の
も
女
手
も
」
書
き
尽
く
し
た
。
そ
こ
に
兵
部

宮
が
出
来
上
が
っ
た
草
子
を
持
参
し
て
や
っ
て
来
た
が
、
そ
れ
は
変
わ
っ
た
古
歌

を
選
ん
で
一
首
三
行
に
字
数
少
な
め

）
18
（

に
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
源

氏
が
記
し
た
草
子
は
、
固
い
唐
紙
に
「
草
」
を
書
い
た
も
の
や
、
き
め
細
か
い
高
麗

紙
に
お
っ
と
り
し
た
女
手
を
麗
し
く
記
し
た
も
の
、
ま
た
国
産
の
紙
屋
紙
の
色
紙
に

「
さ
う
の
歌
」
を
筆
に
ま
か
せ
て
書
き
散
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
し
た
。

　

こ
こ
で
は
源
氏
が
書
い
た
と
い
う
「
草
」「
た
だ
」「
女
手
」
と
い
う
三
種
の
書
体

が
示
さ
れ
て
い
る

）
19
（

が
、
そ
れ
は
「
唐
の
紙
の
い
と
す
く
み
た
る
に
」
書
い
た
「
草
」

や
「
高
麗
の
紙
の
、
肌
こ
ま
か
に
和
う
な
つ
か
し
き
」
に
麗
し
く
書
い
た
「
お
ほ
ど
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か
な
る
女
手
」、「
こ
ゝ
の
紙
屋
の
色
紙
」
に
筆
に
ま
か
せ
て
乱
れ
書
い
た
「
さ
う
の

歌
」
で
も
あ
っ
た

）
20
（

。
共
に
三
種
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
単
純
に
一
対
一
対
応
す
る
か

ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
も
の
の
、
ま
ず
両
者
に
見
え
る
「
女
手
」
は
同
じ
と
見
做

し
て
問
題
な
か
ろ
う
。「
お
ほ
ど
か
な
る（
お
っ
と
り
し
て
い
る
、お
お
ら
か
で
あ
る
）」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
連
綿
体
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
「
唐
の
紙
の
い
と
す
く
み
た

る
に
（
こ
わ
ば
っ
て
い
る
も
の
に
）」
書
か
れ
た
「
草
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
も

そ
も
が
明
石
姫
君
に
贈
ら
れ
る
草
子
で
あ
り
、
物
語
の
展
開
も
仮
名
の
話
と
し
て
進

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
仮
名
の
一
書
体
と
考
え
ら
れ
る

）
21
（

。
そ
れ
は
固
い
唐
紙
に
記
す

に
ふ
さ
わ
し
い
書
体
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
女
手
と
対
極
的
な
位
置
に
あ
る
書
体
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
常
夏
で
は
「
い
と
草さ

う
が
ち
に
、い
か
れ
る
手て

の
、

そ
の
筋す

ぢ
と
も
見み

え
ず
漂た

ゞ
よひ

た
る
書か

き
ざ
ま
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
近
江
君
の

筆
跡
が
流
麗
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

草
が
女
手
と
対
立
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。男
手
の
書
体
が
消
え
た
後
は
、

草
が
そ
の
代
わ
り
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
れ
ば
、
草
と
は
、
草
体
で
は
あ
る
と
い
っ
て
も
連
綿
性
の
弱
い
書
体
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
残
念
な
が
ら
、「
草
」「
た
だ
」
が
現
存
す
る
遺
例
の
中
に
存
在
す
る

の
か
、
ま
た
ど
こ
ま
で
が
女
手
な
の
か
を
見
極
め
る
の
は
現
状
で
は
難
し
く
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

む
す
び

　

平
安
中
期
ま
で
の
資
料
を
中
心
に
、
ひ
ら
が
な
成
立
期
の
仮
名
書
体
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
て
き
た
。
従
来
の
研
究
は
必
ず
し
も
史
料
上
の
用
語
と
概
念
上
の
用
語
と

が
充
分
に
区
別
せ
ず
に
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
連
綿
体
を
ひ
ら
が
な
の
完

成
形
態
と
と
ら
え
る
観
点
に
立
ち
、
万
葉
仮
名
か
ら
「
草
仮
名
」
を
経
て
女
手
に
至

る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
実
際
に
は
九
世
紀
中
葉
段
階
で
早
く
も
連

綿
体
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
連
綿
体
は
ひ
ら
が
な
誕
生
後
、
そ
れ
ほ
ど

間
を
置
か
ず
に
生
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
一
〇
世
紀
段
階
で
「
男
に
も
あ

ら
ず
、
女
に
て
も
あ
ら
ず
」
と
表
現
さ
れ
た
書
体
は
、
仮
名
の
最
初
の
手
習
い
の
手

本
と
さ
れ
た
書
体
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
初
心
者
向
け
の
仮
名
の
書
体
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
梅
枝
に
お
い
て
「
た
だ
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
書
体
で
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
〇
世
紀
段
階
で
は
、
続
い
て
男
手
・
女

手
の
学
習
が
行
な
わ
れ
た
。
男
手
は
『
秋
萩
帖
』
の
よ
う
な
異
体
仮
名
を
多
用
し
た

草
体
の
書
体
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
ま
も
な
く
衰
え
、
一
一
世
紀
の
段
階
で

は
草
と
呼
ば
れ
る
書
体
が
そ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
ひ
ら
が
な
の
成
立

後
、
省
画
を
主
体
と
す
る
片
仮
名
も
そ
の
形
を
整
え
て
い
く
。
ひ
ら
が
な
は
、
基
本

的
に
個
人
間
の
や
り
と
り
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
生
ま
れ

）
22
（

、
受
け
取
っ
た
側
が

筆
者
を
特
定
で
き
る
ま
で
に
書
体
や
書
風
ま
で
も
含
め
て
様
々
な
個
人
の
情
報
や
心

情
を
込
め
る
こ
と
が
可
能
な
伝
達
手
段
と
し
て
発
達
し
た

）
23
（

。
そ
れ
が
成
立
後
ま
も
な

く
様
々
な
書
体
が
発
達
し
た
こ
と
の
理
由
で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
は
必
ず
し

も
伝
達
の
正
確
性
は
重
視
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
片
仮
名
は
文
字
情
報
そ
の
も

の
の
正
確
な
伝
達
と
い
う
点
に
主
眼
が
置
か
れ

）
24
（

、
発
達
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

（
1
）　

二
〇
一
三
年
六
月
二
七
日
発
表
。
な
お
、
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て
の
仮
名
資

料
に
つ
い
て
は
鈴
木
a 

b 

c
論
文
で
整
理
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

与
謝
野
寛
氏
は
「
漢
字
の
音
を
仮
用
し
て
国
語
の
音
を
写
す
文
字
を
総
称
し
て
「
カ
ナ
」（
仮

名
）と
云
ふ
。」「
漢
字
を
仮
用
し
た
る
文
字
の
義
で
あ
る
」と
す
る〔
与
謝
野
一
三
九
頁
〕。
な
お
、

『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
三
月
庚
辰
条
に
は
「
此
国
乃
本
詞
尓
逐
倚
天
、
唐
乃
詞

乎
不
レ
仮
良
須
書
記
須
、」と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
そ
こ
で
は
語
そ
の
も
の
を「
仮
り
る
」と
言
っ

て
い
る
の
で
意
味
が
異
な
る
が
、
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
3
）　
「
万
葉
仮
名
」
と
い
う
学
術
用
語
の
成
立
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
山
田
健
三
c
論
考
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
万
葉
集
に
用
い
ら
れ
て
い
る
仮
名
」

と
の
理
解
で
混
乱
は
生
じ
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
こ
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
4
）　

書
体
・
字
体
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
答
申
の
第
二
二
期
国
語
審
議
会
表
外
漢
字

字
体
表
Ⅰ
前
文
三（
1
）で
示
さ
れ
て
い
る
「
字
体
に
つ
い
て
は
、
常
用
漢
字
表
に
示
さ
れ
て

い
る
「
字
体
は
文
字
の
骨
組
み
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
踏
襲
す
る
。
文
字
の
骨
組
み
と
は
、

註
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（
9
）　
「
平
仮
名
」
の
語
は
連
綿
体
で
記
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
使
用
す
る
な
ど
論
者
に
よ
っ
て
そ

の
定
義
が
異
な
る
。
し
か
も
「
平
仮
名
」
の
語
が
出
現
す
る
の
は
一
四
七
〇
年
頃
で
あ
り
〔
山

内
〕、
古
代
で
の
使
用
例
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
古
代
に
「
平
仮
名
」
の
語
を
使
用
す

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
〔
名
児
耶
等
〕。
名
児
耶
明
氏
は
、
あ
く
ま
で
も
「
平
仮

名
」
は
、
現
在
使
用
し
て
い
る
四
十
八
文
字
に
限
定
し
て
使
用
す
べ
き
で
、「
草
仮
名
」
を
さ

ら
に
簡
略
化
し
た
「
仮
名
」
い
わ
ゆ
る
「
変
体
仮
名
」
を
含
む
と
き
を
狭
義
の
「
仮
名
」
と
す

べ
き
だ
と
さ
れ
る
〔
名
児
耶
三
八
頁
〕
が
、「
狭
義
の
「
仮
名
」」
と
い
う
語
の
使
用
は
煩
雑

と
な
る
恐
れ
が
あ
る
（「
草
仮
名
」
に
つ
い
て
は
註（
11
）参
照
）
の
で
、
本
稿
で
は
、
近
世
以

降
現
代
に
い
た
る
ま
で
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
、
連
綿
体
に
限
定
さ
れ
な
い
意
味
で
「
ひ

ら
が
な
」
と
表
記
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
10
）　

新
羅
で
記
さ
れ
た
角
筆
に
よ
る
訓
に
は
省
画
の
み
な
ら
ず
草
書
で
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
り

〔
小
林
a
九
四
〜
九
五
・
九
七
頁
等
〕、
草
体
仮
名
そ
の
も
の
が
日
本
で
発
明
さ
れ
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。

（
11
）　
「
草
仮
名
」
も
論
者
に
よ
っ
て
概
念
が
異
な
る
学
術
用
語
で
あ
る
〔
鈴
木
c
参
照
〕。
史
料
上

の
語
と
し
て
は
、
平
安
期
に
は
『
宇
津
保
物
語
』『
枕
草
子
』『
栄
花
物
語
』
に
一
例
ず
つ
見

え
る
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
本
稿
で
は
検

討
の
対
象
外
と
し
、
学
術
用
語
と
し
て
「
草
仮
名
」
の
語
の
使
用
を
避
け
た
。
史
料
上
の
「
草

仮
名
」
に
つ
い
て
は
取
り
敢
え
ず
山
田
健
三
b
論
考
参
照
。

（
12
）　

墨
一
五
の
「
か
つ
ら
き
へ
」
に
つ
い
て
は
、催
馬
楽
の
一
句
と
見
る
説
が
あ
る
〔
鈴
木
c
〕
が
、

常
住
の
名
な
ど
と
考
え
る
説
な
ど
も
あ
る
〔
乾
〕。

（
13
）　

行
書
の
手
本
の
脱
落
を
推
測
す
る
説
〔
吉
澤
b
四
一
頁
〕
も
あ
る
。

（
14
）　

山
田
健
三
氏
は
、「
女
手
を
さ
し
つ
ぎ
で
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「「
さ
し
つ
ぎ
」
と
は
「
書

き
さ
し
」
な
ど
の
「
さ
し
」、
差
声
な
ど
の
「
さ
す
」
で
あ
り
、
連
綿
の
連
続
性
に
対
し
て
、

差
し
て
は
継
ぎ
、
差
し
て
は
継
ぎ
、
と
い
う
こ
と
で
、
ポ
ツ
ポ
ツ
と
断
続
的
に
書
く
と
い
う

様
子
で
あ
ろ
う
」
と
解
釈
す
る
〔
山
田
健
三
a
四
九
二
頁
〕。
そ
の
背
景
に
は
、
女
手
に
よ
る

和
歌
と
「
さ
し
つ
ぎ
」
に
よ
る
和
歌
と
が
対
比
的
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

「
さ
し
つ
ぎ
」
そ
の
も
の
の
一
般
的
な
意
味
に
よ
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
対
に
な
る
和
歌
で
あ
る

こ
と
も
問
題
な
く
解
釈
で
き
る
と
考
え
る
。

（
15
）　

な
お
、『
千
字
文
』
も
「
天
地
玄
黄
」
で
始
ま
る
こ
と
か
ら
、「
あ
め
つ
ち
」
と
は
漢
字
学
習

書
で
あ
る
『
千
字
文
』
を
指
す
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、こ
こ
で
は
そ
の
前
に
「
か

な
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
可
能
性
は
除
外
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
16
）　

た
だ
し
山
田
健
三
氏
は
「
男
手
」「
女
手
」
を
書
体
と
正
し
く
認
識
す
る
〔
山
田
健
三
a

四
八
二
頁
〕
一
方
で
、
文
字
概
念
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
〔
山
田
健
三
a
四
八
三
頁
〕、
そ
こ

か
ら
四
八
文
字
か
ら
な
る
「「
あ
め
つ
ち
」
を
記
す
に
相
応
し
い
仮
名
セ
ッ
ト
、
も
し
く
は
仮

名
書
体
の
存
在
」
が
確
認
さ
れ
る
と
し
て
お
り
〔
山
田
健
三
a
四
八
六
頁
〕、
記
述
に
混
乱
が

見
ら
れ
る
。
私
見
で
は
、「
男
手
」「
女
手
」
は
文
字
種
・
文
字
概
念
で
は
な
く
書
体
と
考
え
る
。

あ
る
文
字
を
あ
る
文
字
た
ら
し
め
て
い
る
点
画
の
抽
象
的
な
構
成
の
在
り
方
の
こ
と
で
、
他
の

文
字
と
の
弁
別
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
字
体
は
抽
象
的
な
形
態
上
の
観
念
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
可
視
的
に
示
そ
う
と
す
れ
ば
、
一
定
の
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
具
体
的
な
文
字
と
し
て
出

現
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
字
体
の
具
体
化
に
際
し
、
視
覚
的
な
特
徴
と
な
っ
て
現
れ
る

一
定
の
ス
タ
イ
ル
の
体
系
が
書
体
で
あ
る
。
例
え
ば
、書
体
の
一
つ
で
あ
る
明
朝
体
の
場
合
は
、

縦
画
を
太
く
横
画
を
細
く
し
て
横
画
の
終
筆
部
に
ウ
ロ
コ
と
い
う
三
角
形
の
装
飾
を
付
け
た

ス
タ
イ
ル
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
文
字
は
、
例
外
な
く
、
骨
組
み
と
し
て

の
字
体
を
具
体
的
に
出
現　

さ
せ
た
書
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
書
体
に
は
、

印
刷
文
字
で
言
え
ば
、
明
朝
体
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
、
正
楷
書
体
、
教
科
書
体
等
が
あ
る
。」
に
従
う
。

（
5
）　

た
だ
し
山
田
俊
雄
氏
が
文
字
を
「
素
材
と
し
て
の
文
字
」
と
「
用
法
に
お
け
る
文
字
」
と
の

二
面
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
を
提
言
し
、
池
上
禎
造
氏
が
「
材
料
と
し
て
の
」
文
字
と
「
用
法

と
し
て
見
た
」
文
字
を
区
別
さ
れ
た
こ
と
〔
山
田
俊
雄
、
池
上
〕
を
参
照
し
て
、
犬
飼
隆
氏

が
、
万
葉
仮
名
が
「
用
法
上
、
日
本
語
を
あ
ら
わ
す
表
音
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
な
が
ら
も
、

system
 

の
上
で
は
漢
字
に
所
属
し
、
表
語
文
字
と
し
て
の
性
質
を
失
っ
て
い
な
い
と
い
う
特

殊
な
存
在
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
〔
犬
飼
b
一
五
〜
一
六
頁
〕
よ
う
に
、
万

葉
仮
名
が
「
仮
名
」
以
外
の
用
法
を
持
つ
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
こ
の
点
に
も
留
意
し
て
お

き
た
い
。

（
6
）　

山
田
健
三
氏
は
「
万
葉
仮
名
」
と
い
う
用
語
に
検
討
を
加
え
、
視
覚
的
な
漢
字
と
機
能
的
な

漢
字
を
区
別
し
、「「
万
葉
集
は
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
説
は
、
歴
史
主
義
に
立

つ
限
り
誤
り
」
と
さ
れ
る
〔
山
田
健
三
c
二
九
頁
。
山
田
健
三
d
五
四
〜
五
五
頁
も
参
照
〕。

そ
の
趣
旨
は
理
解
で
き
る
が
、
か
え
っ
て
混
乱
を
招
く
の
で
は
な
い
か
。
機
能
的
な
「
漢
字
」

に
つ
い
て
は
「
真
名
」
の
語
を
用
い
た
方
が
良
い
と
思
う
。

（
7
）　
『
倭
片
仮
字
反
切
義
解
』
に
「
省
二
偏
旁
点
画
一
作
二
片
仮
字
一
」
と
見
え
、
ま
た
全
長
『
伊
呂

波
字
考
録
』
上
に
「
片
仮
字
と
は
全
字
に
音
を
か
り
其
字
の
片
傍
を
略
書
す
る
故
に
片
仮
字
と

云
」
と
あ
る
〔
全
長
九
頁
〕。「
片
」
は
不
完
全
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、「
不
正
確
に
書
か
れ

た
平
仮
名
」
も
指
し
得
た
と
い
う
説
も
あ
る
〔
坪
井
a
六
九
頁
〕
が
、『
宇
津
保
物
語
』
国
譲

上
に
お
い
て
「
片
仮
名
」
が
一
書
体
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
従
え
な
い
。

な
お
、『
堤
中
納
言
物
語
』
虫
め
づ
る
姫
君
に
「
か
な
ハ
ま
た
か
き
給
ハ
さ
り
け
れ
ハ
、
か
た

か
ん
な
に
」
と
見
え
る
よ
う
に
、片
仮
名
と
そ
れ
以
外
の
「
か
な
」
と
を
区
別
す
る
用
法
も
あ
っ

た
（
坪
井
a
論
考
は
こ
の
記
述
を
も
と
に
先
の
論
を
展
開
す
る
が
、「
か
な
ハ
ま
た
か
き
給
ハ

さ
り
け
れ
ハ
」
を
「
き
ち
ん
と
し
た
仮
名
は
ま
だ
お
書
き
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
」
と
解
す

る
の
は
無
理
が
あ
る
）。
こ
れ
は
片
仮
名
が
他
の
仮
名
の
書
体
と
は
異
な
り
、
原
則
的
に
草
体

化
の
方
向
へ
進
ま
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
片
仮
名
に
つ
い
て
は
そ
の
す
べ
て
を
省
画
と

考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
な
ど
と
い
っ
た
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
踏

み
込
ん
で
は
論
じ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
8
）　

真
名
の
省
画
化
自
体
は
中
国
に
さ
か
の
ぼ
る
〔
築
島
a
三
六
三
頁
〕。
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（
17
）　

こ
れ
以
前
に
俊
蔭
母
の
筆
跡
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
え
な
い
。

（
18
）　
「
文
字
」
を
真
名
と
限
定
解
釈
し
て
仮
名
を
多
用
し
た
こ
と
を
指
す
と
す
る
説
も
あ
る
が
、

そ
う
で
は
な
く
漢
字
を
多
用
し
て
字
数
を
少
な
め
に
し
た
と
解
釈
す
る
説
〔
新
日
本
古
典
文

学
大
系
等
〕
に
従
い
た
い
。

（
19
）　
「
草
の
も
、
た
だ
の
仮
名
も
、
す
な
わ
ち
女
手
も
」
と
解
釈
す
る
説
も
あ
る
〔
日
本
古
典
文

学
大
系
、
小
松
八
一
頁
、
古
谷
五
五
頁
〕
が
、
三
種
の
書
体
を
並
べ
た
も
の
と
解
釈
す
べ
き

で
あ
る
〔
原
田
二
〇
五
頁
〕。

（
20
）　

唐
紙
に
書
い
た
「
草
」
も
紙
屋
紙
に
書
い
た
「
さ
う
」
も
底
本
は
「
さ
う
」
で
あ
っ
て
、
漢

字
と
ひ
ら
が
な
に
使
い
分
け
た
の
は
本
稿
で
底
本
と
し
た
新
日
本
古
典
文
学
大
系
校
注
者
の

判
断
で
あ
る
。「
さ
う
の
歌
」
も
注
で
は
「
草
仮
名
の
歌
」
と
説
明
し
て
お
り
、な
ぜ
「
草
の
歌
」

と
し
な
か
っ
た
の
か
は
不
詳
。

（
21
）　

原
田
氏
は
漢
詩
な
ど
を
草
書
風
に
書
い
た
真
名
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る〔
原
田
二
〇
六
頁
〕

が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
考
え
る
の
で
従
え
な
い
。

（
22
）　

別
府
節
子
氏
は
、「
表
側
の
文
化
で
ど
ん
な
に
技
巧
的
な
漢
詩
文
が
盛
ん
で
あ
ろ
う
と
、
私

の
思
い
を
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
言
葉
の
ひ
び
き
も
そ
の
ま
ま
に
伝
え
る
と
い
う
用
に
足
る

の
は
和
歌
で
あ
り
、
そ
れ
を
忠
実
に
表
わ
す
文
字
が
仮
名
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
〔
別
府
一
九
六
頁
〕。
補
足
す
れ
ば
、
和
歌
だ
け
で
な
く
書
状
も

含
め
て
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
23
）　
『
宇
津
保
物
語
』
で
は
筆
跡
を
見
て
筆
者
を
判
断
し
て
い
る
場
面
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
（
た

と
え
ば
国
譲
上
で
、
実
忠
は
筆
跡
か
ら
藤
壺
の
手
紙
で
あ
る
こ
と
を
判
断
し
て
い
る
）。
ま
た

大
坪
併
治
氏
は『
源
氏
物
語
』に
見
え
る
仮
名
書
道
の
考
え
方
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る〔
大

坪
二
九
四
〜
二
九
七
頁
〕。『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
は
難
波
津
の
歌
と
浅
香
山
の
歌
の
二
首

に
つ
い
て
「
歌う

た
の
父ち

ゝ
は母ゝ

の
様や

う
に
て
ぞ
、手て

習な
ら

ふ
人
の
、初は

じ
め
に
も
し
け
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
は
、
こ
の
仮
名
序
が
作
ら
れ
た
一
〇
世
紀
初
頭
の
段
階
で
は
、
和
歌
が
書
か
れ
る

も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
（
だ
か
ら
「
歌
の
父
母
」
が
手
習
い
の
初

め
の
歌
で
も
あ
る
）。

（
24
）　

し
た
が
っ
て
片
仮
名
に
は
草
書
体
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。

天
石
東
村　
「
風
信
帖
、
灌
頂
記
の
技
法
に
つ
い
て
」
空
海
の
書
刊
行
委
員
会
編
『
空
海
の
書　

弘

法
大
師
書
蹟
大
成
』
鑑
賞
篇　

東
京
美
術　

一
九
七
九
年

池
上
禎
造　
「
文
字
論
の
位
置
」『
国
語
・
国
文
』
一
五
│
三
・
四　

一
九
四
六
年

石
川
九
楊　
『
ひ
ら
が
な
の
美
学
』
新
潮
社　

二
〇
〇
七
年　

初
出
二
〇
〇
六
年

乾　

善
彦　
「
仮
名
の
用
途
か
ら
み
た
万
葉
仮
名
と
ひ
ら
が
な
」『
日
本
語
学
』
三
二
│
一
一　

二
〇

一
三
年

犬
飼　

隆
a
「
万
葉
仮
名
に
内
含
さ
れ
て
い
た
片
仮
名
・
平
仮
名
へ
の
連
続
面
」『
上
代
文
字
言
語

の
研
究
』
笠
間
書
院　

一
九
九
二
年
（
増
補
版
二
〇
〇
五
年
）　

も
と
に
な
っ
た
論
考

一
九
七
三
年

　
　
　
　

b
「
文
字
表
語
機
能
観
」
同
書
所
収

大
坪
併
治　
「
片
仮
名
・
平
仮
名
」『
岩
波
講
座
日
本
語
』
八
文
字　

岩
波
書
店　

一
九
七
七
年

大
矢　

透　
「
仮
名
の
研
究
」『
音
図
及
手
習
詞
歌
考
』
勉
誠
社
出
版
部　

一
九
六
九
年　

初
出
一
九

二
六
年

春
日
政
治　
「
仮
名
発
達
史
序
説
」『
春
日
政
治
著
作
集
』
一　

勉
誠
社　

一
九
八
二
年　

初
出
一
九

三
三
年

川
端
善
明　
「
万
葉
仮
名
の
成
立
と
展
開
」
上
田
正
昭
編
『
日
本
古
代
文
字
文
化
の
探
求　

文
字
』

社
会
思
想
社　

一
九
七
五
年　

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
編
・
発
行　
『（
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
発
掘
調
査
報
告
二
〇
一
一

│
九
）
平
安
京
右
京
三
条
一
坊
六
・
七
町
跡
│
西
三
条
第
（
百
花
亭
）
跡
│
』
二
〇
一

三
年

小
林
芳
規
a
「
文
字
の
交
流
│
片
仮
名
の
起
源
│
」
青
山
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
編
・
発
行

『
文
字
と
こ
と
ば
│
古
代
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
』
二
〇
〇
五
年

　
　
　
　

b
「
角
筆
に
よ
る
新
羅
語
加
点
の
華
厳
経
」『
南
都
仏
教
』
九
一　

二
〇
〇
八
年

　
　
　
　

c
「
角
筆
で
書
い
た
新
羅
語
の
発
見
」『
角
筆
の
ひ
ら
く
文
化
史
』
岩
波
書
店　

二
〇
一

四
年

小
松
茂
美　
『
か
な
』
岩
波
新
書　

一
九
六
八
年

澤
﨑　

文　
「
万
葉
仮
名
の
字
義
を
意
識
さ
せ
な
い
字
母
選
択
」『
日
本
語
の
研
究
』
八
│
一　

二
〇

一
二
年

鈴
木
景
二
a
「
平
安
前
期
の
草
仮
名
墨
書
土
器
と
地
方
文
化
」『
木
簡
研
究
』
三
一　

二
〇
〇
九
年

　
　
　
　

b
「
気
色
の
杜
遺
跡
出
土
の
仮
名
墨
書
土
器
」
霧
島
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
一

二
『
気
色
の
杜
遺
跡
』
霧
島
市
教
委　

二
〇
一
一
年

　
　
　
　

c
「
平
安
京
右
京
三
条
一
坊
六
町
（
藤
原
良
相
西
三
条
第
）
出
土
の
仮
名
墨
書
土
器
」
京

都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
編
・
発
行
『（
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
発
掘
調
査
報
告

二
〇
一
一
│
九
）
平
安
京
右
京
三
条
一
坊
六
・
七
町
跡
│
西
三
条
第
（
百
花
亭
）
跡
│
』

二
〇
一
三
年

　
　
　
　

d
「
平
安
時
代
の
仮
名
の
出
土
資
料
」『
歴
史
と
地
理
』
六
六
五　

二
〇
一
三
年

全
長　

　
　

『
伊
呂
波
字
考
録
』
福
井
久
蔵
編
『
国
語
学
大
系
』
文
字
一　

厚
生
閣　

一
九
三
九
年

　

初
刊
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

築
島　

裕
a
「
古
代
の
文
字
」
中
田
祝
夫
編
『
講
座
国
語
史
』
二　

大
修
館
書
店　

一
九
七
二
年

　
　
　
　

b
『
平
安
時
代
訓
点
本
論
考
』
ヲ
コ
ト
点
図
仮
名
字
体
表　

汲
古
書
院　

一
九
八
六
年

　
　
　
　

c
「
多
賀
城
跡
漆
紙
仮
名
文
書
に
つ
い
て
」『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
』
一

九
九
一　

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所　

一
九
九
二
年
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編
d
『
古
語
大
鑑
』
一　

東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
一
一
年

坪
井
美
樹
a
「〈
片
仮
名
〉
で
書
か
れ
た
和
歌
」『
文
芸
言
語
研
究
』
言
語
篇
二
九　

一
九
九
六
年

　
　
　
　

b
「
男
手
・
女
手
」『
筑
波
日
本
語
研
究
』
八　

二
〇
〇
三
年

名
児
耶
明　
「
書
に
親
し
む
」
14
『
茶
道
の
研
究
』
六
八
七　

二
〇
一
三
年

原
田
芳
起　
「
男
手
女
手
名
義
考
」『
平
安
時
代
文
学
語
彙
の
研
究
』
続
編　

風
間
書
房　

一
九
七
三

年　

初
出
一
九
七
一
年

伴　

信
友　
「
仮
字
本
末
」『
伴
信
友
全
集
』三　

国
書
刊
行
会　

一
九
〇
七
年　

初
刊
嘉
永
三
年（
一

八
五
〇
）

藤
岡
忠
美　
「
平
安
京
跡
出
土
墨
書
土
器
和
歌
を
読
む
」『
王
朝
文
学
の
基
層
』
和
泉
書
院　

二
〇
一

一
年　

初
出
二
〇
〇
五
年

藤
本
憲
信　
「
女
手
考
」『
国
語
国
文
学
研
究
』
三
二　

一
九
九
七
年

古
谷　

稔　
『
日
本
の
美
術
』
五　

平
安
時
代
の
書　

至
文
堂　

一
九
八
一
年

別
府
節
子　
「
書
と
書
物
」
院
政
期
文
化
研
究
会
編
『
院
政
期
文
化
論
集
』
四
宗
教
と
表
象　

森
話

社　

二
〇
〇
四
年

宮
本
竹
逕　
「
仮
名
の
根
源
と
な
る
空
海
の
連
綿
体
」
空
海
の
書
刊
行
委
員
会
編
『
空
海
の
書
』
弘

法
大
師
書
蹟
大
成　

鑑
賞
篇　

東
京
美
術　

一
九
七
九
年

森
岡　

隆　
『
図
説　

か
な
の
成
り
立
ち
事
典
』
教
育
出
版　

二
〇
〇
六
年

矢
田　

勉　
「
文
字
史
研
究
に
お
け
る
「
片
仮
名
」「
平
仮
名
」「
草
仮
名
」」『
白
百
合
女
子
大
学
研

究
紀
要
』
三
六　

二
〇
〇
〇
年

山
内
洋
一
郎
「
こ
と
ば
「
平
仮
名
」
の
出
現
と
仮
名
手
本
」『
国
語
国
文
』
八
〇
│
二　

二
〇
一
一

年

山
田
健
三
a
「「
男
手
」
考
」
田
島
毓
堂
編
『
日
本
語
学
最
前
線
』
和
泉
書
院　

二
〇
一
〇
年

　
　
　
　

b
「「
草
仮
名
」
名
義
考
」
国
語
語
彙
史
研
究
会
編
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』
三
二　

二

〇
一
三
年

　
　
　
　

c
「
書
記
用
語
「
万
葉
仮
名
」
を
め
ぐ
っ
て
」『（
信
州
大
学
）
人
文
科
学
論
集
』
文
化
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
編
四
七　

二
〇
一
三
年

　
　
　
　

d
「
仮
名
を
め
ぐ
る
歴
史
上
の
書
記
用
語
・
再
考
」『
日
本
語
学
』
三
二
│
一
一　

二
〇

一
三
年

山
田
俊
雄　
「
国
語
学
に
お
け
る
文
字
の
研
究
に
つ
い
て
」『
国
語
学
』
二
〇　

一
九
五
五
年

与
謝
野
寛　
「
日
本
語
原
考
」（
其
十
一
）『
明
星
』
五
│
二　

一
九
二
四
年

吉
澤
義
則
a
「
平
仮
名
の
研
究
」『
国
語
科
学
講
座
』
八　

明
治
書
院　

一
九
三
四
年

　
　
　
　

b
「
平
仮
名
の
発
達
」『
日
本
書
道
随
攷
』
白
水
社　

一
九
四
三
年　

初
出
一
九
三
七
年

『
宇
津
保
物
語
』　

宇
津
保
物
語
研
究
会
編
『
宇
津
保
物
語 

本
文
と
索
引
』
笠
間
書
院 

一
九
七
三
年

資
料
依
拠
テ
キ
ス
ト

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
四
年
一
月
七
日
受
付
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
七
日
審
査
終
了
）

（
底
本
尊
経
閣
文
庫
本
）

『
延
喜
廿
一
年
京
極
御
息
所
褒
子
歌
合
』
十
巻
本　

平
安
朝
歌
合
大
成
新
訂
増
補
版
（
底
本
陽
明
文

庫
本
）

『
蜻
蛉
日
記
』　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
底
本
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
本
）

『
源
氏
物
語
』　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
底
本
大
島
本
）

『
古
今
和
歌
集
』　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
底
本
今
治
市
河
野
美
術
館
本
）

『
続
日
本
後
紀
』　

新
訂
増
補
国
史
大
系

『
堤
中
納
言
物
語
』　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
貴
重
典
籍
叢
書
（
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
）

『
天
禄
四
年
円
融
院
・
資
子
内
親
王
乱
碁
歌
合
』 

平
安
朝
歌
合
大
成
新
訂
増
補
版（
底
本
陽
明
文
庫
本
）

『
倭
片
仮
字
反
切
義
解
』　

群
書
類
従
（
続
群
書
類
従
完
成
会
訂
正
三
版
）




