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倉
遺
文
』
五
巻
三
四
頁
〉

用
例
１
の
「
せ
」
は
直
音
表
記
で
あ
り
、「
じ
や
」
は
開
拗
音
の
表
記
、

用
例
２
の
「
く
わ
」
は
合
拗
音
の
表
記
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
三
種
の
拗
音
表
記
の
う
ち
、「
じ
や
」
や
「
く
わ
」

の
よ
う
な
開
拗
音
と
合
拗
音
の
二
種
の
表
記
を
中
心
に
扱
い
、
鎌
倉
時
代

の
自
筆
資
料
に
お
け
る
書
記
の
一
端
を
考
察
す
る２。

鎌
倉
時
代
に
お
い
て/CV

/

構
造
を
と
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
開
拗
音
と

合
拗
音
は
、
撥
音
の/N

/

、
促
音
の/Q

/

、
長
音
の/R/

と
音
の
構
造

上
同
様
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

一
、
は
じ
め
に

鎌
倉
遺
文１に
は
、
次
の
よ
う
な
拗
音
の
表
記
が
見
ら
れ
る
。

１
． 

せ
う
も
ん
（
証
文
）
の
じ
や
う
（
状
）、
く
だ
ん
の
ご
と
し
。

〈
建
暦
二
年
二
月
二
日 

清
原
氏
女
譲
状 

東
寺
百
合
文
書
『
鎌
倉

遺
文
』
四
巻
二
〇
頁
〉

２
． 

く
わ
ん
を
ん
だ
う
（
観
音
堂
）
あ
り
。

〈
承
久
三
年
八
月
六
日 

尼
し
く
わ
ん
譲
状 

東
寺
百
合
文
書
『
鎌

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
仮
名
文
書
の
拗
音
表
記

堀
川
宗
一
郎
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堀
川
宗
一
郎
（
二
〇
一
五
）
で
は
、
鎌
倉
遺
文
に
お
い
て
撥
音
と
促
音

が
表
記
さ
れ
る
場
合
、
と
も
に
「
ん
」
で
表
記
さ
れ
、
前
接
す
る
仮
名
と

連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
書
記
方
法
は
鎌

倉
時
代
の
自
筆
資
料
に
お
い
て
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
書
記
者
の
性
別

や
居
住
地
域
・
身
分
と
い
っ
た
位
相
差
に
左
右
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、/CV

/

構
造
を
と
ら
な
い
撥
音
「
ん
」
の/N

/

と
促
音
「
ん
」

の/Q
/

が
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
と
い
う
書
記
方

法
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る３。
言
い
換

え
れ
ば
、/CV

/

構
造
を
と
ら
な
い
撥
音
「
ん
」
の/N

/

と
促
音
「
ん
」

の/Q
/

の
表
記
は
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

そ
の
存
在
を
表
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
本
稿
で
扱
う
開
拗

音
と
合
拗
音
の
表
記
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
開
拗
音
を
表
す
「
―
や
」「
―
ゆ
」「
―
よ
」
と
合
拗

音
を
表
す
「
―
わ
」「
―
ゐ
」「
―
ゑ
」
が
、
撥
音
や
促
音
と
同
様
に
前
接

す
る
仮
名
と
連
綿
を
す
る
か
に
つ
い
て
調
査
を
す
る
。
そ
し
て
、
開
拗
音

と
合
拗
音
が
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
実
際
に/CV

/

構
造
を
と
ら
な
い
も
の

で
あ
っ
た
の
か
を
表
記
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
。
以
降
、
開
拗
音
を
表
す

「
―
や
」「
―
ゆ
」「
―
よ
」
は
、
開
拗
音
「
―
や
」・
開
拗
音
「
―
ゆ
」・

開
拗
音
「
―
よ
」
と
し
、
合
拗
音
を
表
す
「
―
わ
」「
―
ゐ
」「
―
ゑ
」

は
、
合
拗
音
「
―
わ
」・
合
拗
音
「
―
ゐ
」・
合
拗
音
「
―
ゑ
」
と
す
る
。

二
、
調
査
方
法

本
調
査
で
は
、
自
筆
資
料
で
あ
る
鎌
倉
遺
文
を
対
象
に
行
う
。
対
象
と

な
る
開
拗
音
「
―
や
」「
―
ゆ
」「
―
よ
」
の
う
ち
、
最
も
多
く
見
ら
れ
る

「
や
う
」「
ゆ
う
」「
よ
う
」
の
文
字
連
続
に
限
定
し
た
。
そ
し
て
、
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
編
『
Ｃ
Ｄ 

― 

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版 

鎌
倉
遺
文
』（
東
京
堂
出
版
）

を
用
い
て
文
字
列
検
索
を
し
た
後
、
該
当
す
る
文
書
の
原
本
の
影
写
・
写

真
本
に
あ
た
り
、
確
認
で
き
た
も
の
で
考
察
を
行
っ
た
。

本
調
査
で
は
、「
綸
旨
」
や
「
御
教
書
」
と
い
っ
た
事
実
上
の
発
信
者

と
実
際
の
書
記
者
が
異
な
る
可
能
性
の
高
い
も
の
は
対
象
外
と
し
、
上
申

文
・
証
文
・
書
状
な
ど
を
対
象
と
し
た
。
そ
し
て
、
差
出
人
名
の
箇
所
が

連
署
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
ど
の
人
物
に
よ
る
書
記
な
の
か
が
不
明
瞭

な
た
め
対
象
外
と
し
た
。
こ
れ
は
確
実
な
自
筆
資
料
に
限
定
す
る
こ
と

で
、
資
料
の
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
書
記
の
変
遷
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
用
例
の
濁
点
・
句
読
点
は
私
に
施
し

た
。



鎌倉時代における仮名文書の拗音表記— 21 —

三
、
開
拗
音
の
表
記

三
―
一
、
開
拗
音
「
―
や
」
の
連
綿
表
記

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
Ｃ
Ｄ 

― 

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版 

鎌
倉
遺
文
』（
東
京
堂

出
版
）
に
お
い
て
「
や
う
」
を
文
字
列
検
索
し
た
後
、
文
書
の
原
本
の
影

写
・
写
真
本
で
確
認
で
き
た
も
の
は
、
六
二
七
通
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の

開
拗
音
の
例
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
１
で
あ
る４。
ま
た
、
開
拗
音
「
―

や
」
の
使
用
例
を
挙
げ
る
。

表
１

き
や
う

し
や
う

ち
や
う

ひ
や
う

み
や
う

り
や
う

用例数

373

791

159

28

168

535

３
．
こ
の
じ
や
う
（
状
）
を
も
、
む
め
く
ろ
の
ぬ
し
（
梅
黒
の
主
）

に
つ
け
て
、
ち
ぎ
や
う
（
知
行
）
す
べ
し
。

〈
寛
元
四
年
二
月
九
日 

室
町
尼
名
田
譲
状 

内
閣
文
庫
所
蔵
大

和
国
古
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』
九
巻
二
五
六
頁
〉

４
．
そ
う
り
や
う
（
僧
侶
）
の
は
か
ら
ひ
に
て
候
は
ん
ず
る
也
。

〈
弘
安
九
年
八
月
二
日 

覚
西
那
須
資
長
譲
状 

結
城
小
峯
文
書

『
鎌
倉
遺
文
』
二
一
巻
一
二
六
頁
〉

表
１
か
ら
、
開
拗
音
「
―
や
」
の
前
接
す
る
仮
名
に
特
定
の
も
の
が
く

る
と
い
っ
た
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
開
拗
音
「
―
や
」
が
前

接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て
い
る
か
に
注
目
す
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た

も
の
が
表
２
で
あ
る５。

表
２　
※
（ 

）
内
の
数
値
は
、
開
拗
音
「
―
や
」
と
前
接
す
る
仮
名
と
の
間
が
改
行

し
て
い
る
例
数
で
あ
る
。

開
拗
音
き
や
う
し
や
う
ち
や
う
ひ
や
う
み
や
う
り
や
う

合
計

用例数
連綿

353

775

158

26

162

511

1985

非連綿

20(7)

16(10)

1

2

6

24(9)

69(26)

表
２
の
結
果
か
ら
、
開
拗
音
「
―
や
」
は
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し

て
表
記
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
。

実
際
の
字
形
を
見
て
み
る
と
開
拗
音
「
―
や
」
は
、
図
１
・
２
で
示
す

よ
う
に
現
行
の
字
形
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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図
１
「〈
志
〉
や
う
」

図
２
「
ち
や
う
」

ま
た
、
開
拗
音
「
―
や
」
に
前
接
す
る
仮
名
に
お
い
て
、
特
定
の
字
母

に
非
連
綿
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
傾
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
例
え

ば
、「
り
や
う
」
と
い
う
文
字
連
続
に
お
い
て
、
リ６を
表
す
仮
名
字
母
に

は
〈
里
〉７

を
字
母
と
し
た
字
形
と
、〈
利
〉
を
字
母
と
し
た
現
行
の
「
り
」

の
字
形
の
二
種
類
の
表
記
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
字
形

に
お
い
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
非
連
綿
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と

い
っ
た
傾
向
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

連
綿
・
非
連
綿
の
数
値
を
見
て
み
る
と
、
全
体
の
約
三
％
が
非
連
綿
で

あ
る
と
い
う
表
２
の
結
果
か
ら
、
開
拗
音
「
―
や
」
は
前
接
す
る
仮
名
と

連
綿
を
す
る
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
非
連
綿
の
六
九
例
の
う
ち

二
六
例
は
、
開
拗
音
「
―
や
」
と
前
接
す
る
仮
名
の
間
が
改
行
さ
れ
て
書

記
さ
れ
て
い
た
。
改
行
さ
れ
た
二
七
例
と
い
う
数
値
を
踏
ま
え
る
と
、
純

粋
に
非
連
綿
と
言
え
る
割
合
は
約
二
％
と
な
る
。

し
か
し
、「
や
」
と
い
う
仮
名
が
そ
も
そ
も
連
綿
し
や
す
い
仮
名
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
本
調
査
対
象
の
六
二
七
通
中
に
お
い
て
、
開
拗

音
「
―
や
」
以
外
の
ヤ
を
表
記
し
た
仮
名
が
、
前
接
す
る
仮
名
と
ど
の
程

度
連
綿
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
が
表
３
で
あ

る
。

表
３

ヤ

連綿

354

非連綿

315

表
３
の
結
果
か
ら
、
開
拗
音
「
―
や
」
と
は
異
な
り
、
ヤ
を
表
す
仮
名

が
前
接
す
る
仮
名
と
非
連
綿
で
あ
る
割
合
は
、
約
五
三
％
と
高
い
数
値
で

あ
っ
た
。
開
拗
音
「
―
や
」
で
は
約
二
％
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
明
ら
か
な
差
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
開
拗
音
「
―
や
」
が
表
記
さ

れ
る
際
は
、
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て
書
記
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と

言
え
る
。
ち
な
み
に
、
開
拗
音
「
―
や
」
を
含
む
表
２
の
よ
う
な
文
字
連



鎌倉時代における仮名文書の拗音表記— 23 —

続
に
お
い
て
、
ヤ
を
表
す
仮
名
を
含
ん
だ
同
様
の
文
字
連
続
に
お
い
て

は
、
ど
の
よ
う
な
表
記
が
見
ら
れ
る
か
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
４
で
あ

る
。

表
４

き
や

し
や

ち
や

ひ
や

み
や

り
や

開拗音「―や」

連綿

353

775

158

26

162

511

非連綿

20(7)

16(10)

1

2

6

24(9)

キ
＋
ヤ

シ
＋
ヤ

チ
＋
ヤ

ヒ
＋
ヤ

ミ
＋
ヤ

リ
＋
ヤ

ヤ

連綿

8

6

0

0

2

13

非連綿

18

9

4

0

0

4

表
４
か
ら
、
開
拗
音
「
―
や
」
を
含
む
文
字
連
続
が
、
ヤ
を
表
す
仮
名

を
含
ん
だ
同
様
の
文
字
連
続
に
お
い
て
も
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
す
る

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
用
例
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
確
か
な
こ
と

は
言
え
な
い
。
た
だ
、
ミ
・
リ
を
表
す
仮
名
が
前
接
す
る
場
合
は
連
綿
の

割
合
が
高
い
一
方
で
、
キ
・
シ
・
チ
を
表
す
仮
名
が
前
接
す
る
場
合
は
非

連
綿
の
割
合
が
高
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
開
拗
音
「
―
や
」
は
い
ず

れ
も
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
少
な
く
と
も
開
拗
音
「
―
や
」
が
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
す
る
理
由

が
、
特
定
の
文
字
連
続
に
よ
る
連
綿
の
し
や
す
さ
等
の
み
に
由
来
す
る
も

の
で
は
な
い
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
調
査
か
ら
開
拗
音
「
―
や
」
は
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て

表
記
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
つ
ま
り
、
前
接
す
る

仮
名
と
連
綿
を
す
る
開
拗
音
「
―
や
」
は
、
撥
音
や
促
音
と
同
様
に/

CV
/

構
造
を
と
ら
な
い
も
の
で
、
連
綿
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
体
現

し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、
次
節
で
は
開
拗
音
「
―
ゆ
」
と
開
拗
音
「
―
よ
」
に
お
い

て
も
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
る
か
を
調
査
す
る
。

三
―
二
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」
と
開
拗
音
「
―
よ
」
の
連
綿
表
記

「
ゆ
う
」「
よ
う
」
を
文
字
列
検
索
し
た
後
、
文
書
の
原
本
の
影
写
・
写

真
本
で
確
認
で
き
た
も
の
は
、「
ゆ
う
」
八
通
と
「
よ
う
」
四
一
通
の
み

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
か
ら
、
開
拗
音
の
例
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
５
・
６

で
あ
る８。
ま
た
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」
と
開
拗
音
「
―
よ
」
の
使
用
例
を
挙
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げ
る
。

表
５

表
６

し
ゆ
う

き
よ
う

し
よ
う

に
よ
う

り
よ
う

用例数

4

用例数

3

17

4

4

５
．
し
ゆ
う
そ
（
愁
訴
）
の
き
よ
じ
や
う
（
挙
状
）
を
申
候
へ
ば
、

…
…

〈
弘
安
一
一
年
五
月
二
二
日 
田
中
後
家
書
状 

志
賀
文
書
『
鎌

倉
遺
文
』
二
二
巻
二
二
頁
〉

６
．
か
の
う
り
け
ん
を
し
よ
う
も
ん
（
証
文
）
と
し
て
、
り
や
う
ち

（
領
地
）
せ
ら
れ
た
て
ま
つ
る
べ
く
候
。

〈
応
長
元
年
一
二
月
三
日 

藤
原
氏
女
田
地
売
券 
武
雄
神
社
文

書
『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
巻
九
〇
頁
〉

字
形
に
つ
い
て
は
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」
と
開
拗
音
「
―
よ
」
は
、
図

３
・
４
で
示
す
よ
う
に
現
行
の
字
形
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。

図
３
「〈
志
〉
ゆ
う
」

図
４
「〈
志
〉
よ
う
」

開
拗
音
「
―
や
」
と
異
な
り
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」
と
開
拗
音
「
―
よ
」

は
明
ら
か
に
用
例
数
が
少
な
い
。
ま
た
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」
で
は
「
し
ゆ

う
」
の
み
の
例
で
は
あ
る
が
、
開
拗
音
「
―
よ
」
に
は
四
種
の
文
字
連
続

が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
接
す
る
仮
名
に
特
定
の
も
の
が
く
る
と
い
っ

た
こ
と
は
言
え
な
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
用
例
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら

断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
に
開
拗
音
「
―
ゆ
」
と
開
拗
音
「
―
よ
」
に
お
い
て
、
前
接
す
る
仮

名
と
連
綿
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
も

の
が
表
７
・
８
で
あ
る
。
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表
７

表
８　
※
（ 

）
内
の
数
値
は
、
開
拗
音
「
―
よ
」
と
前
接
す

る
仮
名
と
の
間
が
改
行
し
て
い
る
例
数
で
あ
る
。

開
拗
音

し
ゆ

開
拗
音

き
よ

し
よ

に
よ

り
よ

合
計

用例数
連綿

4

用例数
連綿

0

10

1

4

15

非連綿

0

非連綿

3(1)

7

3

0

13

ま
ず
、
表
７
の
結
果
を
見
て
み
る
と
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」
は
前
接
す
る

仮
名
と
連
綿
し
て
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
表
８
の
結
果

を
見
て
み
る
と
、
開
拗
音
「
―
よ
」
で
は
連
綿
と
非
連
綿
が
ほ
ぼ
同
数
見

ら
れ
、
開
拗
音
「
―
や
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
結
果
を
示
し
て
い
る
。

開
拗
音
「
―
ゆ
」
と
開
拗
音
「
―
よ
」
は
、
ど
ち
ら
も
用
例
数
が
少
な
く

結
論
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
合
拗
音
の
結
果
を
踏
ま
え
て
改
め
て

考
察
す
る
。
た
だ
、
こ
の
結
果
が
連
綿
の
し
や
す
さ
如
何
に
よ
る
も
の
な

の
か
を
検
証
す
る
た
め
、
表
７
・
８
で
示
し
た
文
字
連
続
に
お
い
て
、

ユ
・
ヨ
を
表
す
仮
名
を
含
ん
だ
同
様
の
文
字
連
続
に
お
け
る
連
綿
・
非
連

綿
の
状
況
を
示
す
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
９
・
10
で
あ
る
。

表
９

表
10　
※
（ 

）
内
の
数
値
は
、
開
拗
音
「
―
よ
」
と
前
接

す
る
仮
名
と
の
間
が
改
行
し
て
い
る
例
数
で
あ

る
。

開
拗
音

し
ゆ

開
拗
音

き
よ

し
よ

に
よ

り
よ

開拗音「―ゆ」
連綿

4

開拗音「―よ」
連綿

0

10

1

4

非連綿

0

非連綿

3(1)

7

3

0

キ
＋
ヨ

シ
＋
ヨ

ニ
＋
ヨ

リ
＋
ヨ

ユ
連綿

0

ヨ
連綿

2

1

0

0

非連綿

0

非連綿

5

9

38

4

ユ
を
表
す
仮
名
に
前
接
し
た
シ
、
つ
ま
り
「
し
ゆ
」
と
い
う
文
字
連
続

は
な
く
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」
が
連
綿
の
し
や
す
さ
に
よ
る
結
果
な
の
か
判

然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
表
10
を
見
る
と
「
し
よ
」
や
「
り
よ
」
と
い
う

文
字
連
続
が
連
綿
し
に
く
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
開
拗
音
「
―
よ
」
に
前
接

す
る
場
合
に
お
い
て
は
連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
も

解
釈
で
き
る
。
対
象
の
「
ゆ
う
」
八
通
と
「
よ
う
」
四
一
通
に
お
い
て
表
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９
・
10
で
示
し
た
文
字
連
続
以
外
の
ユ
と
ヨ
を
表
す
仮
名
に
前
接
す
る
も

の
と
の
連
綿
・
非
連
綿
に
注
目
す
る
と
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。

表
11

表
12

ユ

ヨ

連綿

1

連綿

10

非連綿

12

非連綿

100

表
11
・
12
か
ら
、
ユ
や
ヨ
を
表
す
仮
名
は
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
し
に

く
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
開
拗
音
「
―
ゆ
」
に
前
接
す
る
シ
や

開
拗
音
「
―
よ
」
に
前
接
し
た
シ
や
リ
が
連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
結
果
は
、
単
純
に
連
綿
の
し
や
す
さ
如
何
に
よ
っ
て
一
概

に
判
断
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

開
拗
音
の
表
記
を
俯
瞰
し
た
結
果
、
開
拗
音
「
―
や
」
に
よ
る
表
記

は
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
用
例
数
の

多
さ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」

と
開
拗
音
「
―
よ
」
は
圧
倒
的
に
用
例
数
が
少
な
く
、
こ
れ
ら
二
つ
の
表

記
は
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
一
般
的
な
書
記
法
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る 

。

鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
一
般
的
な
表
記
法
で
は
な
か
っ
た
開
拗
音
「
―

ゆ
」
と
開
拗
音
「
―
よ
」
に
関
し
て
は
、
合
拗
音
の
結
果
を
踏
ま
え
て
改

め
て
考
察
す
る
。

四
、
合
拗
音
の
表
記

四
―
一
、
合
拗
音
「
―
わ
」
の
表
記

前
節
ま
で
の
調
査
結
果
か
ら
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
開
拗
音
「
―

や
」
に
よ
る
表
記
は
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
一
般
的
な
書
記
法
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
れ
ら
は
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

本
節
で
は
、
前
節
と
同
様
の
調
査
方
法
で
合
拗
音
表
記
を
検
証
し
て
み

た
い
。
原
典
の
確
認
の
で
き
た
合
拗
音
「
―
わ
」
は
、
二
八
一
通
三
三
二

例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
連
綿
・
非
連
綿
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
13
で
あ

る
。
ま
た
、
合
拗
音
「
―
わ
」
の
使
用
例
を
併
せ
て
挙
げ
る
。
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表
13

合
拗
音

く
わ

用例数
連綿

308

非連綿

24

７
．
ぜ
に
（
銭
）
十
五
く
わ
ん
（
貫
）
と
り
候
ぬ
。

〈
正
嘉
二
年
三
月
一
日 

辰
御
前
借
銭
証
文 
東
寺
百
合
文
書

『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
巻
二
六
三
頁
〉

８
．
い
や
き
り
（
岩
切
）
の
む
ら
な
ん
ぐ
う
（
南
宮
）
の
内
、
く
わ

う
や
（
荒
野
）
七
丁
な
ら
び
に
、
…
…

〈
弘
安
六
年
一
一
月
一
二
日 

留
守
家
政
譲
状 

余
目
文
書
『
鎌

倉
遺
文
』
一
一
巻
二
六
三
頁
〉

表
13
の
結
果
を
見
る
と
、
連
綿
が
非
連
綿
よ
り
も
多
い
こ
と
が
わ
か

る
。「
く
わ
」
と
い
う
表
記
は
、
図
５
で
示
す
よ
う
に
現
行
の
字
形
と
類

似
し
た
も
の
で
、
異
体
字
に
よ
る
表
記
の
差
異
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

図
５
「
く
わ
ん
」

次
に
、
調
査
対
象
の
二
八
一
通
内
に
お
け
る
ワ
を
表
す
仮
名
と
前
接
す

る
仮
名
と
の
連
綿
・
非
連
綿
の
状
況
を
見
て
み
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
も

の
が
表
14
で
あ
る
。
ま
た
表
14
の
う
ち
、
ク
を
表
す
仮
名
を
前
接
し
た
ワ

の
文
字
連
続
「
ク
＋
ワ
」
の
連
綿
・
非
連
綿
を
示
し
た
も
の
が
表
15
で
あ

る
。ワ

を
表
す
仮
名
は
二
八
一
通
四
七
三
例
見
ら
れ
た
。



國學院雜誌  第 117 巻第 10 号（2016年） — 28 —

表
14

ワ

連綿

121

非連綿

352
　
　

表
15

く
わ

合拗音「―わ」
連綿

308

非連綿

24
ク
＋
ワ

ワ
連綿

55

非連綿

27

表
14
に
示
し
た
よ
う
に
、
ワ
を
表
す
仮
名
は
二
八
一
通
四
七
三
例
見
ら

れ
た
。
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
・
非
連
綿
の
割
合
は
、
全
体
の
七
四
％
が

非
連
綿
で
あ
り
、
連
綿
よ
り
も
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
、
合
拗
音

「
―
わ
」
に
お
け
る
非
連
綿
七
％
と
い
う
結
果
と
対
照
的
で
、
合
拗
音

「
―
わ
」
に
お
い
て
も
開
拗
音
「
―
や
」
と
同
様
に
前
接
す
る
仮
名
と
連

綿
を
す
る
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
表
15
に
注
目
す
る
と
開
拗
音

に
お
け
る
「
く
わ
」
の
非
連
綿
は
全
体
の
七
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ク

を
表
す
仮
名
を
前
接
し
た
ワ
の
文
字
連
続
「
ク
＋
ワ
」
の
非
連
綿
は
全
体

の
三
三
％
で
あ
っ
た
。
表
14
に
お
け
る
非
連
綿
の
割
合
ほ
ど
高
く
は
な
い

も
の
の
、
ク
を
表
す
仮
名
を
前
接
し
た
ワ
の
文
字
連
続
「
ク
＋
ワ
」
に
お

い
て
は
連
綿
を
し
に
く
い
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

以
上
の
結
果
か
ら
、
開
拗
音
「
―
や
」
と
同
様
に
合
拗
音
「
―
わ
」
は

前
接
す
る
「
く
」
と
連
綿
を
し
た
か
た
ち
表
記
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

四
―
二
、
合
拗
音
「
―
ゐ
」
と
合
拗
音
「
―
ゐ
」
の
表
記

原
典
の
確
認
の
で
き
た
合
拗
音
「
―
ゐ
」
は
九
通
三
例
見
ら
れ
、
合
拗

音
「
―
ゑ
」
で
は
二
六
通
二
〇
例
見
ら
れ
た
。
合
拗
音
「
―
ゐ
」
と
合
拗

音
「
―
ゑ
」
は
、
合
拗
音
「
―
わ
」
に
比
べ
用
例
数
が
少
な
い
。
こ
れ
ら

の
連
綿
・
非
連
綿
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
16
・
17
で
あ
る
。
ま
た
、
合
拗

音
「
―
ゐ
」
と
合
拗
音
「
―
ゑ
」
の
使
用
例
を
挙
げ
る
。
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表
16

表
17

合拗音

ゐ

合拗音

ゑ

連綿

2

連綿

16

非連綿

1

非連綿

4

９
．
く
ゐ
や
う
だ
い
（
兄
弟
）
そ
ん
し
（
孫
子
）
な
ら
び
に
一
も
ん

の
な
か
に
、
…
…

〈
永
仁
五
年
一
〇
月
二
二
日 

荒
木
宗
心
大
間
帳
案 
近
藤
文
書

『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
巻
三
七
頁
〉

10
．
こ
し
ん
ら
ん
上
人
の
御
は
か
の
地
の
本
く
ゑ
ん
て
つ
き
を
、
ゐ

中
の
御
同
行
の
御
中
へ
ま
い
ら
す
べ
し
と
い
ゑ
ど
も
、
…
…

〈
弘
安
三
年
一
〇
月
二
五
日 

尼
覚
信
置
文
案 

本
願
寺
文
書

『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
巻
一
〇
六
頁
〉

「
く
ゐ
」「
く
ゑ
」
の
表
記
は
、
図
６
・
７
で
示
す
よ
う
に
現
行
の
字
形

と
類
似
し
た
も
の
で
、
異
体
字
に
よ
る
表
記
の
差
異
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
。

図
６
「
く
ゐ
〈
可
〉」

図
７
「
く
ゑ
を
」

表
16
・
17
か
ら
合
拗
音
「
―
ゐ
」
と
合
拗
音
「
―
ゑ
」
は
、
前
接
す
る

仮
名
と
連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
が
用
例
数
が
少
な

い
た
め
、
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
合
拗
音
「
―
ゐ
」
に

お
け
る
調
査
対
象
の
九
通
と
合
拗
音
「
―
ゑ
」
に
お
い
て
調
査
対
象
の
二

六
通
内
に
お
け
る
ヰ
と
ヱ
を
表
す
仮
名
と
前
接
す
る
仮
名
と
の
連
綿
・
非

連
綿
の
状
況
を
見
て
み
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
18
・
19
で
あ

る
。
ま
た
表
18
・
19
の
う
ち
、
ク
を
表
す
仮
名
を
前
接
し
た
ヰ
・
ヱ
の
文

字
連
続
「
ク
＋
ヰ
」
と
「
ク
＋
ヱ
」
の
連
綿
・
非
連
綿
を
示
し
た
も
の
が

表
20
・
21
で
あ
る
。
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表
18

表
19

ヰ

ヱ

連綿

2

連綿

23

非連綿

17

非連綿

12

ヰ
を
表
す
仮
名
は
九
通
一
九
例
見
ら
れ
た
。
表
18
の
結
果
を
見
る
と
、

ヰ
を
表
す
仮
名
は
、
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
に
く
い
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
結
果
か
ら
合
拗
音
「
―
ゐ
」
は
三
例
中
二
例
と
用
例
数
は
少
な

い
も
の
の
、
こ
の
二
例
は
合
拗
音
「
―
わ
」
と
同
様
に
前
接
す
る
仮
名
と

連
綿
を
す
る
と
い
う
傾
向
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
ヱ
を
表
す
仮
名
は
二
六
通
三
五
例
見
ら
れ
、
表
19
に
示
し
た
よ
う

に
非
連
綿
よ
り
連
綿
の
数
が
多
い
。

こ
の
点
は
、
表
20
・
21
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
表
20
の

「
ク
＋
ヰ
」
と
い
う
文
字
連
続
に
お
い
て
は
非
連
綿
で
表
記
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
表
21
の
「
ク
＋
ヱ
」
と
い
う
文
字
連
続
に
お
い
て
は
連
綿
が

非
連
綿
を
上
回
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
表
17
に
よ
る
合
拗
音
「
―
ゑ
」
の

連
綿
は
、
連
綿
の
し
や
す
さ
如
何
に
よ
る
も
の
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。

表
20

表
21

く
ゐ

く
ゑ

合拗音「―ゐ」
連綿

2

合拗音「―ゑ」
連綿

16

非連綿

1

非連綿

4

ク
＋
ヰ

ク
＋
ヱ

ヰ
連綿

0

ヱ
連綿

8

非連綿

8

非連綿

3

以
上
の
結
果
か
ら
、
合
拗
音
「
―
わ
」
に
お
け
る
表
記
は
、
用
例
数
の

多
さ
か
ら
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
は
前
接

す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
た
か
た
ち
で
表
記
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
え

る
。
そ
の
一
方
で
、
合
拗
音
「
―
ゐ
」
と
合
拗
音
「
―
ゑ
」
は
表
記
す
る

際
、
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
も
言
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え
そ
う
で
は
あ
る
が
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」
や
開
拗
音
「
―
よ
」
と
同
様
に

用
例
数
が
少
な
く
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
合
拗
音
「
―
ゐ
」
と
合
拗
音

「
―
ゑ
」
の
表
記
に
お
い
て
も
用
例
数
の
少
な
さ
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
お

い
て
一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

開
拗
音
と
合
拗
音
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
る
と
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
一

般
的
な
表
記
で
あ
っ
た
開
拗
音
「
―
や
」
と
合
拗
音
「
―
わ
」
に
お
い
て

は
、
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
撥
音
や
促
音
に
お
け
る
書
記
法
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
開
拗

音
「
―
や
」
と
合
拗
音
「
―
わ
」
は
鎌
倉
時
代
に
お
い
て/CV

/

構
造
を

と
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
鎌
倉
時
代

に
お
い
て
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
表
記
の
う
ち
開
拗
音
「
―
ゆ
」
と
合
拗

音
「
―
ゐ
」
に
お
い
て
は
、
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
す
る
傾
向
に
あ
る

と
言
え
そ
う
で
は
あ
る
が
用
例
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
判
然
と
し
な
い
。

そ
し
て
、
合
拗
音
「
―
ゑ
」
に
お
い
て
は
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て

い
る
理
由
が
、
連
綿
の
し
や
す
さ
如
何
に
よ
る
可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま

り
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」・
合
拗
音
「
―
ゐ
」・
合
拗
音
「
―
ゑ
」
に
お
け
る

表
記
は
、
一
見
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
開
拗
音

「
―
や
」
や
合
拗
音
「
―
わ
」
と
同
様
に
、/CV

/

構
造
を
と
ら
な
い
も

の
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
が
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
開
拗
音
「
―
よ
」
に
お
い
て
は
、
連
綿
と
非
連
綿

が
同
数
見
ら
れ
明
ら
か
に
異
な
る
結
果
が
得
ら
れ
た
。
次
節
で
は
、
開
拗

音
「
―
よ
」
に
つ
い
て
再
度
検
討
を
し
て
み
る
。

五
、
開
拗
音
「
―
よ
」
は
一
音
節
相
当
か

開
拗
音
「
―
や
」
や
合
拗
音
「
―
わ
」
そ
し
て
開
拗
音
「
―
ゆ
」・
合

拗
音
「
―
ゐ
」・
合
拗
音
「
―
ゑ
」
の
結
果
に
対
し
て
、
表
８
や
表
10
の

結
果
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
表
８
や
表
10
の
結
果
か
ら
判

断
す
る
な
ら
ば
、
開
拗
音
「
―
よ
」
は/CV

/

構
造
の
も
の
で
あ
る
と
も

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
開
拗
音
「
―
よ
」
の

使
用
例
を
見
る
と/CV

/

構
造
の
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

11
．
か
く
の
事
く
、
ほ
ん
し
よ
う
も
ん
（
証
文
）
を
も
ち
た
る
よ
し

を
も
て
も
、
…
…

〈
寛
元
四
年
八
月
一
三
日 

さ
い
ね
ん
譲
状
案 

伊
万
里
文
書

『
鎌
倉
遺
文
』
九
巻
三
一
七
頁
〉

用
例
11
は
「
証
文
」
を
開
拗
音
「
―
よ
」
で
仮
名
表
記
し
た
例
で
あ

る
。
鎌
倉
遺
文
に
お
い
て
「
証
文
」
の
仮
名
表
記
は
、
開
拗
音
「
―
よ
」

以
外
に
開
拗
音
「
―
や
」
で
表
記
さ
れ
た
「
し
や
う
も
ん
」
と
直
音
表
記
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の
「
さ
う
も
ん
」「
せ
う
も
ん
」
の
三
種
が
存
在
す
る
。

12
．
さ
う
て
ん
（
相
伝
）
ち
き
や
う
（
知
行
）
さ
う
い
（
相
違
）
な

き
地
な
り
。
て
つ
き
し
や
う
も
ん
（
証
文
）
お
（
を
）
あ
い
そ

へ
て
、
…
…

〈
元
徳
二
年
三
月
一
八
日 

万
劫
女
田
地
譲
状 

東
寺
百
合
文
書

『
鎌
倉
遺
文
』
四
〇
巻
一
六
頁
〉

13
．
い
ら
ん
申
事
あ
る
ま
し
く
候
。
も
し
子
細
を
申
も
の
候
は
ん
時

は
、
こ
の
さ
う
も
ん
（
証
文
）
を
も
ち
て
、
御
も
ん
た
う
（
問

答
）
候
べ
く
候
。

〈
建
治
二
年
五
月 

め
い
し
女
代
官
ほ
う
れ
ん
名
田
譲
状
案 

大

東
家
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
巻
二
六
八
頁
〉

14
．
い
づ
れ
の
御
せ
う
も
ん
（
証
文
）
に
も
、
そ
の
や
う
は
、
み
な

の
せ
ら
る
ゝ
な
ら
ひ
に
て
候
。

〈
文
永
六
年
八
月
九
日 

快
真
書
状
案 

高
野
山
文
書
又
続
宝
簡

集
『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
巻
三
一
頁
〉

仮
に
開
拗
音
「
―
よ
」
で
表
記
さ
れ
た
「
し
よ
う
も
ん
」
が
割
っ
て
発

音
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
用
例
12
～
14
の
「
し
や
う
も
ん
」「
さ
う

も
ん
」「
せ
う
も
ん
」
と
は
異
な
る
発
音
で
同
一
の
語
を
表
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
鎌
倉
時
代
と
い
う
同
一
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
開
拗
音
「
―
よ
」
の
み
が/CV

/

構
造
の

も
の
で
あ
り
、「
し
・
よ
」
な
ど
を
割
っ
て
発
音
し
て
い
た
と
す
る
仮
説

は
成
り
立
た
な
い
と
考
え
る
）
（（
（

。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
開
合
に
お
け
る
表
記

と
も
密
接
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ

以
上
の
言
及
を
控
え
る
こ
と
と
す
る
。

そ
こ
で
、
開
拗
音
「
―
よ
」
に
お
い
て
、
前
接
す
る
仮
名
と
非
連
綿
と

し
た
例
を
再
検
証
し
て
み
た
い
。

こ
れ
ま
で
、
非
連
綿
と
し
た
開
拗
音
「
―
よ
」
を
見
る
と
、
ヨ
と
前
接

す
る
仮
名
と
非
連
綿
で
あ
る
と
し
た
も
の
と
比
べ
、
異
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
。
次
に
示
し
た
図
は
非
連
綿
と
し
た
例
の
実

際
の
表
記
で
あ
る
。

図
８　

開
拗
音
「
き
よ
」

図
９
「
キ
＋
ヨ
」

少
々
、
客
観
性
に
欠
け
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
図
７
と
図
８
で
は
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「
き
」
と
「
よ
」
と
の
間
隔
に
若
干
の
差
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ

た
例
は
他
に
も
多
く
見
ら
れ
、
開
拗
音
「
―
や
」
に
も
見
ら
れ
た
。

図
10　

開
拗
音
「
き
や
」

図
11
「
キ
＋
ヤ
」

連
綿
・
非
連
綿
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
た
も
の
が/CV

/

構
造
の
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
の
識
別
は
、
実
線
と
し
て
現
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
み
で

は
な
く
、
仮
名
ど
う
し
の
間
隔
に
差
異
が
な
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
点
を
考
慮

に
入
れ
れ
ば
、
開
拗
音
「
―
よ
」
に
お
け
る
結
果
も
変
わ
っ
て
く
る
可
能

性
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
は
紙
の
大
き
さ
や
一
枚
あ
た
り
の
文
字
数

と
い
っ
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、

図
８
～
11
に
示
し
た
よ
う
な
仮
名
ど
う
し
の
間
隔
の
差
異
が
存
在
す
る
こ

と
の
み
を
指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。

本
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
一
般
的
な
書
記
法
で
は

な
い
開
拗
音
「
―
よ
」
で
は
、
撥
音
・
促
音
・
開
拗
音
「
―
や
」・
合
拗

音
「
―
わ
」
の
よ
う
な
鎌
倉
時
代
の
一
般
的
な
書
記
法
で
あ
る
「
前
接
す

る
仮
名
と
連
綿
を
す
る
」
が
見
ら
れ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

結
果
は
開
拗
音
「
―
よ
」
が/CV

/

構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
は
な
い
。

六
、
ま
と
め

以
上
の
考
察
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。

① 

開
拗
音
「
―
や
」
と
合
拗
音
「
―
わ
」
に
よ
る
表
記
は
、
鎌
倉

時
代
に
お
け
る
一
般
的
な
書
記
法
で
あ
る
。

② 

撥
音
・
促
音
に
お
け
る
表
記
と
同
様
に
、
開
拗
音
「
―
や
」
と

合
拗
音
「
―
わ
」
は
、
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿
を
し
て
表
記
さ

れ
る
傾
向
が
あ
る
。

③ 

撥
音
と
促
音
に
お
け
る
表
記
と
同
様
に
、
前
接
す
る
仮
名
と
連

綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
開
拗
音

「
―
や
」
と
合
拗
音
「
―
わ
」
は
、/CV

/

構
造
を
と
ら
な
い

も
の
で
あ
る
。

④ 
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
一
般
的
な
書
記
法
で
は
な
い
開
拗
音
「
―

ゆ
」
と
合
拗
音
「
―
ゐ
」「
ゑ
」
に
お
い
て
は
、
前
接
す
る
仮
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名
と
連
綿
を
し
て
表
記
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
は
言
え
そ
う
だ

が
、
判
然
と
し
な
い
。

⑤ 
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
一
般
的
な
書
記
法
で
は
な
い
開
拗
音
「
―

よ
」
の
表
記
に
は
、
開
拗
音
「
―
や
・
―
ゆ
」
と
合
拗
音
と
は

異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

拗
音
表
記
に
は
、
直
音
表
記
が
あ
る
。
ま
た
拗
音
の
他
に/CV

/

構
造

を
と
ら
な
い
も
の
に
「
や
う
」
や
「
よ
う
」
と
い
っ
た
長
音
表
記
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
表
記
に
お
い
て
も
調
査
を
し
、「
前
接
す
る
仮
名
と
連
綿

を
す
る
」
と
い
う
書
記
方
法
が/CV

/
構
造
を
と
ら
な
い
も
の
を
表
記
す

る
際
、
す
べ
て
に
用
い
ら
れ
た
も
の
な
の
か
を
、
今
後
考
察
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。

【
注
】

１ 

竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文 

― 

古
文
書
編
』
全
四
二
巻
と
『
鎌
倉
遺
文 
― 
古
文
書
編 

補
遺
』
全
四
巻
所
収
の
文
書
を
指
し
、
以
下
こ
れ
ら
二
つ
の
資
料
を
総
括
し
て
鎌

倉
遺
文
と
す
る
。

２ 

本
稿
が
自
筆
資
料
を
対
象
に
し
た
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
表
記
研
究
で
は
、

写
本
資
料
を
中
心
に
考
察
さ
れ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
写
本
資
料
か
ら
得
ら
れ
た
書
記
方
法
は
、
確
か
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ

り
、
書
記
史
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
書
記
方
法
が
書
写
者
に
帰
納
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
は
書
写
す
る

本
に
帰
納
す
る
も
の
な
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
写
本
資
料
か
ら
得
ら
れ

た
書
記
方
法
が
芸
術
的
な
要
素
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
実
用
的
な
書
記
方
法
と

異
な
る
可
能
性
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
問
題
点
を
解
消
す
る

一
つ
の
試
み
と
し
て
、
写
本
資
料
を
対
象
と
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
示
さ
れ
た

書
記
方
法
と
は
別
に
、
自
筆
資
料
の
み
を
対
象
と
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
書
記

方
法
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
写
本
資
料
と
自
筆
資
料
と
で
共

通
に
見
ら
れ
る
書
記
方
法
の
有
無
を
見
出
す
こ
と
で
、
各
時
代
の
特
徴
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３ 

鎌
倉
時
代
の
自
筆
資
料
に
見
ら
れ
る
連
綿
の
実
態
は
、
こ
れ
ま
で
写
本
資
料
に
お

い
て
見
出
さ
れ
て
き
た
連
綿
の
実
態
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
小
松
英
雄
（
二

〇
〇
六
）
で
は
、
連
綿
範
囲
が
語
や
文
節
と
い
っ
た
意
味
の
単
位
に
対
応
し
た
表

記
に
、
表
語
性
と
い
っ
た
機
能
を
見
出
し
て
い
る
。
他
に
も
伊
坂
淳
一
（
一
九
八

八
ａ
ｂ
・
一
九
九
〇
・
一
九
九
一
・
一
九
九
二
）
な
ど
が
写
本
資
料
に
お
い
て
同

様
な
機
能
性
を
見
出
し
て
い
る
。

４ 

対
象
の
六
二
七
通
中
に
は
、
開
拗
音
「
―
や
」
の
例
と
し
て
、「
し
や
く
」
一
一
例

や
「
し
や
み
」
二
九
例
、「
ち
や
く
」
三
五
例
な
ど
表
１
で
示
し
た
も
の
以
外
に
一

八
種
一
二
四
例
見
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、「
や
う
」
と
い
う
文
字
連
続
に
限
定
し
た

た
め
、
考
察
の
対
象
外
と
し
た
。

５ 

注
１
で
示
し
た
一
八
種
一
二
四
例
で
は
、
連
綿
表
記
が
一
二
〇
例
で
非
連
綿
表
記

は
四
（
一
）
例
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

６ 

本
稿
の
リ
な
ど
の
片
仮
名
表
記
は
、
音
韻
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

７ 

平
仮
名
の
字
母
を
示
す
際
は
、〈
里
〉
や
〈
利
〉
の
よ
う
に
す
る
。

８ 

表
５
・
６
で
示
し
た
も
の
以
外
に
、
開
拗
音
「
―
ゆ
」
で
は
「
し
ゆ
に
」
が
一
例

見
ら
れ
た
。
ま
た
、
開
拗
音
「
―
よ
」
は
「
き
よ
せ
」
二
例
、「
に
よ
し
」
七
例
な

ど
、
計
一
五
種
三
二
例
見
ら
れ
た
。
注
１
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
例
も
本

稿
の
考
察
対
象
外
と
し
た
。

９ 
例
え
ば
、
表
５
・
６
で
示
し
た
「
し
ゆ
う
」「
き
よ
う
」「
し
よ
う
」「
に
よ
う
」
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「
り
よ
う
」
に
対
応
す
る
直
音
表
記
を
鎌
倉
遺
文
に
お
い
て
見
て
み
る
と
、
次
の
よ

う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。

「
し
ゆ
う
」
→
「
し
う
」
…
…
一
三
例

「
き
よ
う
」
→
「
け
う
」
…
…
一
〇
七
例

「
し
よ
う
」
→
「
せ
う
」
…
…
三
六
八
例

「
に
よ
う
」
→
「
ね
う
」
…
…
二
三
例

「
り
よ
う
」
→
「
れ
う
」
…
…
三
九
例

鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
右
の
五
種
は
直
音
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

10 

古
代
の
人
々
に
お
け
る
拗
音
へ
の
捉
え
方
を
考
え
る
上
で
、『
古
本
説
話
集
』
の

「
貫
之
事
」
に
は
次
の
よ
う
な
和
歌
が
見
ら
れ
る
。

あ
な
照
り
や
虫
の
し
や
尻
に
火
の
つ
き
て
小
人
魂
と
も
見
え
わ
た
る
か
な

「
虫
の
し
ゃ
尻
に
」
が
七
音
節
相
当
と
考
え
る
と
、「
し
や
」
で
一
音
節
相
当
と
解

釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
や
」
は/CV

/

で
は
な
く
、
拗
音
の/jV

/

を

表
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
高
山
倫
明
（
二
〇
一
二
）
で
も
同
様
の

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
開
拗
音
「
―
よ
」
が/CV

/

で

は
な
く
、
拗
音
の/jV

/

を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
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