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寛
永
五
年
刊

「
韻
鏡
」
の
巻
頭
に

「
五
音
五
位
之
次
第
」
と
題
し
て
五
十
音
図
な
ら
び
に

「
反
音
」
叉
は

一‐拗
音
」
と
呼
ば
れ
る
細
記
が
掲

げ
て
あ
り
、
そ
れ
は
即
ち
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
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右
の
図
は
そ
の
題
目
や
形
式
は
種

々
変

っ
て
い
て
も
、
こ
の
書
以
前
の
諸
書
に
も
見
え
る
。
五
十
音
図
の
成
立
に
つ
い
て
は
既
に
そ
れ
ぞ
れ

の
研
究
が
尽
さ
れ
て
い
る
が
、

「
反
音
」
を
注
記
し
た
右
の
図
は

一
体
何
の
用
の
た
め
に
韻
鏡
の
巻
首
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
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一一二

う
疑
間
が
残

っ
て
い
る
。
そ
の
上
、

「
反
音
」
の
形
に
も
様
々
あ
り
、　
一
体
何
れ
の
形
が
正
し
い
の
か
、
即
ち
何
れ
が
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ

ろ
と
合
致
す
る
の
か
、
そ
の
点
も
甚
だ
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
小
論
は
そ
れ
ら
の
点
の
考
察
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。

ニ

「
五
音
五
位
之
次
第
」
の
様
々
な
形
式
に
つ
い
て
は
山
田
博
士
の

「
五
十
音
図
の
歴
史
」
に
数
々
の
例
証
が
示
さ
れ
て
い
る
。
右
の
書
の
目

的
は
も
と
よ
り
五
十
音
図
の
変
遷
を
叙
述
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
の
づ
か
ら

「
反
音
」
注
記
の
変
遷
の
跡
を
も
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
叉
、
小
西
博
士
の

「
文
鏡
秘
府
論
考
」
研
究
篇

・
上
の
第
三
章
、
第
二

「
反
切
の
成
立
と
反
切
論
の
展
開
」
、
第
三

「音
図
と

反
切
と
の
関
係
」
の
両
項
に
お
い
て
は
、
反
切
と
の
関
連
に
お
い
て

「
反
音
」
注
記
の
事
に
及
ん
で
居
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
亦
教
え
ら
れ
る
所

が
頗
る
多
い
。
今
、
右
の
二
書
を
先
達
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
考
察
を
進
め
て
行
こ
う
と
思
う
。

三

五
十
音
図
の
現
存
最
古
の
も
の
は
醍
醐
寺
本

「
孔
雀
経
音
義
」
と
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
は

「
反
音
」
の
注
記
が
な
い
か
ら
此
処
で
は
姑
く

問
題
外
と
す
る
。
大
矢
博
士
が
天
暦
以
前
の
も
の
と
し
て
最
古
の
音
図
に
擬
し
た

「
五
韻
次
第
」
に
は

「
反
音
」
が
存
す
る
が
、
そ
の
年
代
に

つ
い
て
は
学
者
間
に
疑
間
が
あ
る
。
文
中
に

「阿
闇
梨
道
命
御
相
承
也
、
天
台
座
主
御
弟
子
也
」
云
々
と
あ
り
、
道
命
在
世
中
に
成
っ
た
も
の

と
す
れ
ば
年
代
的
に
は
古
い
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
中
に

「
賀
州
温
泉
寺
明
党
三
蔵
」
云
々
の
記
事
が
見
え
る
か
ら
、
平
安
末
期
か
鎌
倉

初
頭
か
明
覚
以
後
の
も
の
と
見
ら
れ
、
　
と
に
か
く
疑
雲
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
今

「
反
音
」
注
記
の
面
か
ら
観
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ

る
。

（
な
お
後
に
再
び
触
れ
る
じ

そ
う
す
る
と

「
反
音
」
の
書
入
れ
て
あ
る
五
十
音
図
は

「寛
治
七
年
効
酸
十
二
月
十
二
日
賀
州
隠
者
明。
浄
記
之
」
と
い
う
序
文
の
あ
る

「
反

音
作
法
」
を
以
て
最
古
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
図
は
「
ア
行
」
に
は
注
記
が
な
く
、
力
行
以
下

（
仮
名
の
字
体
に
つ
い
て
は
支
障
の
な
い
限
り

現
行
の
も
の
に
置
き
か
え
た
。
正
し
く
は

「
五
十
音
図
の
歴
史
」
八
四
頁
の
写
真
参
看
）
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ヤ
ィ
ァ
　
　
イ
ィ
ィ
　
　
『一
ィ
ゥ
　
　
エ
ィ
ェ
　
　
ヨ
ィ
ォ

（
サ
タ
ラ
ナ
ハ
マ
行
は
、
今
省
略
す
る
。
）

と
あ
る
。
寛
治
七
年
は

一
〇
九
三
年
で
平
安
後
期
、
堀
河
帝
の
代
、
即
ち
院
政
時
代
の
初
め
に
当
る
。
明
党
は
こ
の
細
注
を

「委
音
」

（
委

し
き
音
）
と
称
し
、

「
ア
イ
ウ
エ
オ
ノ
五
字
通
韻
故
、
無
委
音
、
余
字
可
有
之
央
、
旨
出
悉
曇
中
、
見
人
不
傍
之
」

（
国
語
学
大
系
、
第
四
巻
二
〇
頁

一
行
）

と
答
え
て
い
る
が

「旨
は
悉
曇
の
中
に
出
づ
。
見
む
人
之
を
そ
し
ら
ざ
れ
。」
と
解
せ
ら
れ
る
。

「傍
」
は

「謗
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
見
る
と
、

「
ク
ア
」

「
ク
イ
」
と
い
う
の
は

「
力
」

「
キ
」
に
対
す
る
解
釈
的
な

「
委
し
い
音
」
で
、
そ
の
主
旨
は
悉
曇
か
ら
出
た

の
で
私
意
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。
悉
曇
の
摩
多
の
中
に
あ
る

「
ａ
ｉ
ｕ
ｅ
ｏ
」
は
、
も
と
も
と
基
本
の
韻
で
あ

る
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
て
之
を
示
さ
ぬ
意
味
も
よ
く
わ
か
る
。

「
力
」
以
下
は

一
種
の
合
綴
音
で
あ
る
か
ら
、
之
を
二
字
に
分
け

る
と

「
力
」
は

「
ク
ァ
」
か
ら
成
る
と
い
う
意
味
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
反
音
作
法
」
は
、
初
め
に
一
般
的
な
漢
字
音
反
切
の
原
則
を
示
し
、
次
に
間
を
設
け
て
、
原
則
で
は
通
ぜ
ぬ
ア
行
ヤ
行
お
よ
び
そ
れ
の
伴

う
拗
音
字
の
反
切
例
を
数
々
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る

一
通
り
の
解
説
は

「
文
鏡
秘
府
論
考
」

（
上
、
二
七
三
―
二
八
〇
頁
）
で
試
み

て
居
ら
れ
る
か
ら
此
処
で
は
省
く
が
、
今
そ
れ
に
見
え
ぬ

一
例
を
採
り
口
語
体
に
砕
い
て
述
べ
て
見
る
と
、

（間
）
「者
」
と
い
う
字
は

「
之
野
反
」
で

「
捨

・
合
」
の
二
字
は

「書
冶
反
」
で
あ
る
か
ら
、
反
切
の
原
則
に
よ
れ
ば

「
サ
」
と
な
る
筈

な
の
に
、
ど
う
し
て
皆

「
シ
ャ
」
と
い
う
の
か
。

（
欠
じ

「
ヤ
」
の
音
は
委
し
く
論
ず
れ
ば

「
イ
ア
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
故
に

「
野

・
也

・
冶
」
の
三
字
は
皆

「
以
者
反
」
で
あ
る
が
そ
の

「者
」
は

「
シ
ア
」
で
あ
る
。

「
イ
シ
ア
」
の
反
は

「
イ
ア
」
と
な
る
。
故
に

「
之
野
反
」

「書
冶
反
」
は
皆

「
シ
ア
」
と
反
る
の

で
あ
る
。
た
だ
に
こ
の
字
ば
か
り
で
は
な
い
、
あ
ら
ゆ
る

「
ヤ
イ
ユ
エ
ヨ
」
の
音
字
は
皆
こ
れ
に
類
す
る
。

と
い
う
説
明
で
、
〔
Ｆ
（
”
）
十
”
〕
＝

〔
Ｆ
こ

と
い
う
原
則
に
立
つ
悉
曇
の
綴
字
法
か
ら
割
出
し
て

（
せ
＝
Ч
ｏ
”
）
と
考
え
、
至
難
な
拗
音

の
反
切
を
解
明
し
た
の
は
そ
の
労
を
多
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
五
十
音
図
の
各
字
に

「委
音
」
と
称
し
て
悉
曇
流
の
分
析
、
所
謂

「
切
り
つ
ぎ
」
を
施
し
た
の
で
あ
る
。
但
し

「切
り

つ
ぎ
」

一
名

「
反
音
」
は
二
字
以
上
を
合
綴
し
て

一
音
節
を
作
る
意
味
だ
か
ら

「
反
音
」
の
目
的
は
結
局

「
ク
ア
反
力
」
と
い
っ
た
風
に
考
え

「五
音

五

位

之

次

第
」
の
考
察
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二
四

た
の
で
あ
ろ
う
。

所
で
、
右
の
図
を

一
覧
す
る
と
、

「
カ
タ
こ

と
し
た
以
上
、

「
ヤ
」
も

「
ヤ
；
」
と
な
る
べ
き
道
理
で
あ
る
の
に

「
ヤ
ィ
こ

と
し
た
所
は

注
目
す
べ
き
で
、　
こ
れ
は

「
フ
行
」
の

「
フ
ゥ
ァ
」
と
共
に
音
図
の
組
織
上
か
ら
云
え
ば
却

っ
て
正
し
い
注
記
な
の
で
あ

っ
て
、　
そ
の
点
か
ら

す
れ
ば
作
者
が
相
当
に
音
韻
に
徹
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
カ
ク
ァ
」
は
要
す
る
に

（
む
＝

Ｆ
ｏ
じ

と
い
う
意
味
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、
子
音

（
Ｆ
）
を

「
ク
」
で
表
わ
し
た
こ
と
に
な
る
。

然
し
、

理
論
的
に
は

（
Ｆ
）
を
表
わ
す
の
に

「
ク
」
に
限
ら
ず

「
力
」
で
も

「
キ
」
で
も

「
ケ
」
で
も

「
コ
」
で
も
よ
い
わ
け
で
、
従

っ
て

力

ヵ
ァ
　

　

キ

ヵ
ィ
　

　

ク

ヵ
ゥ
　

　

ケ

ヵ
ェ
　

　

コ

ヵ
ォ

カ

キ
ァ
　

　

キ

キ
ィ

　

　

ク

キ
ゥ
　

　

ケ

キ
ェ
　

　

コ

キ
ォ

の
よ
う
に
表
現
し
て
も
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
現
に
、
次
に
述
べ
る

「
五
韻
次
第
」
に
は
、

可
御
　
　
　
根
舛
襴

と
示
し
、
江
戸
時
代
、
浄
厳
の

「
悉
曇
三
密
抄
」
に
は
、

力
（愁生子）｛一̈
　一″　一一　　　　　キ
（林盈子）｛一一　コケクヵ“　一一

と
し
、
そ
の
流
を
汲
む
契
沖
の

「和
字
正
濫
抄
」
に
は
、

か
　
　
き
州
研
　
　
く
劃
研
　
　
け
州
判切
　
　
こ
Ш
研

と
し
て
い
る
が
、
以
上
は
皆
同

一
の
理
法
に
立
つ
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
明
党
が
何
の
た
め
に
五
十
音
図
に
対
し
委
音
の
注
記
を
加
え
た
の
か
と
い
う
段
に
な
る
と
、
こ
の
書
の
序
に

夫
れ
反
音
作
法
は
内
外
の
文
書
の
中
に
至
要
の
事
な
り
。
何
と
な
れ
ば
字
音
は
教

へ
難
き
が
故
に
反
借
の
音
を
用
ひ
た
り
。
反
音
も
し
謬

り
な
ば
本
音
何
と
し
て
正
さ
ん
や
。
故
に
応
の
字
は
為
用
反
な
る
に
或
は
用
の
音
に
呼
び
、
或
は
為
用

（
二
合
）
の
音
に
呼
べ
り
。
杵
の

字
は
之
与
反
な
る
に
或
は
諸
と
云
ひ
、
或
は
楚
と
云
ふ
。
反
音
を
知
れ
る
人
久
し
く
絶
え
て
字
音
狼
藉
と
な
れ
る
者
か
、
此
の
道
忘
絶
せ

る
に
依
り
、
師
伝
を
得
ず
と
雖
も
今
愚
見
に
任
せ
て
柳
か
そ
の
旨
を
注
す
云
々
。



叉
、
同
書
の
奥
書
に
、

こ
の
反
音
法
は
儒
道
の
中
に
既
に
絶
え
た
り
。
今
明
党
年
来
の
間
或
は
悉
曇
を
検
し
或
は
字
書
を
見
て
書
出
せ
し
所
な
り
。
不
知
案
内
の

人
も
し
之
を
見
ば
定
め
て
誹
謗
す
る
に
至
ら
ん
。
　
ゆ
ゑ
に
一
間
の
同
法
に
付
す
。
　
外
見
を
経
る
こ
と
莫
か
ら
ん
の
み
。

（
以
上
今
書
下

斗ｑ
。
）

と
あ
る
の
に
依

っ
て
明
ら
か
な
通
り
、
そ
の
目
的
は
漢
字
音
の
反
切
作
業
を
正
し
く
導
か
ん
と
す
る
に
在
り
、
反
切
を
我
国
の
五
十
音
図
に
依

っ
て
機
械
的
に
行
う
こ
と
は
極
め
て
便
利
で
あ
る
の
だ
が
、
た
だ
拗
培
字
の
反
切
に
あ
た
り
、
初
学
の
者
は
必
ず
困
惑
す
る
が
故
に
、　
一
音
節

を
す
べ
て
音
素
に
分
析
し
て
示
し
お
き
、
そ
れ
を
頼
り
に
反
切
を
行
わ
せ
、
直
音

・
拗
音
何
れ
の
反
切
に
も
誤
り
な
か
ら
し
め
ん
と
し
た
の
で

あ
る
。
音
素
分
析
に
あ
た
り
悉
曇
の
原
理
に
依
っ
た
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
小
西
博
士
は
、
明
党
の

「梵
字
形
音
義
」
に

「
習

梵
文
者
、
此
式
尤
要
、
別
有
私
記
、
不
委
述
之
」
と
あ
る
私
記
は

「
反
音
作
法
」

を
指
す
こ
と
が
明
瞭
で
あ
り
、
　

「直
接
梵
字
の
切
り
接
ぎ

（
反
音
）
を
学
修
す
る
の
が
取
り
つ
き
難
い
と
こ
ろ
か
ら
先
づ
漢
字
で
反
切
の
手
順
を
理
解
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
悉
曇
の
本
も
の
に
進
む
と
い
ふ

の
が

「
反
音
作
法
」
の
趣
旨
ら
し
く
思
わ
れ
る
。」

（
秘
府
論
考
、
上
、
三
六
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
何
れ
に
せ
よ
、　
直
接
的
に
は
漢
字

音
反
切
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
明
党
は

「
工
」
の
段
に
限
り
二
種
の

「委
音
」
を
示
し
た
理
由
に
つ
い
て
、

第
四
韻
に
二
音
を
注
す
る
こ
と
は
、
切
韻
に
炎
の
字
、
千
廉
反
、
イ
エ
ム
な
り
。
廉
を
リ
エ
ム
と
云
は
ば
こ
そ
千
廉
を
ば
イ
エ
ム
と
反
す

ら
め
、
若
し
廉
を
ル
エ
ム
と
云
は
ば
千
廉
は
エ
ム
と
反
さ
れ
ん
。
ウ
エ
を
工
と
云
ふ
が
故
な
り
、
云
々
。

（
今
書
下
す
。
）

と
い
っ
て
い
る
。
即
ち

「廉

・
連

・
結

・
県
」
な
ど

「
工
」
の
韻
を
も
つ
字
音
の
上
字
が

「
リ
エ
・
ル
エ
」

「
キ
エ
・
ク
エ
」
の
よ
う
に
二
様

に
発
音
せ
ら
れ
て

一
定
し
て
い
な
い
の
で
念
の
た
め
二
様
の
委
音
を
出
し
て
お
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

四

次
に
位
置
す
る
の
は
道
命
の

「
五
韻
次
第
」
で
あ
る
が
、
今
紙
幅
を
節
約
す
る
た
め
に
音
図
中
の
ア
カ
ヤ
フ
行
だ
け
を
抽
記
し
て
そ
の
特
色

を
観
る
こ
と
と
す
る
。

（
以
下
之
に
倣
う
。
）

「
五

音

五

位

之

次

第
」
の

考

察

二
五



一一一ハ

〇

五

韻

次

第

阿

倉
凡字
あ
３

伊

↑
）
　

鳥

９
）
　

衣

９
）
　

於

つ
）

可
効
″　
　
　
根
舛
襴
　
　
久
″
”
　
　
計
″
車
　
　
古
クコ対

夜
ユャ″
　
　
　
以
ユィ襴
　
　
由
誌
　
　
江
〓
　
　
与
再

和
”
″　
　
　
為
好
福
　
　
予
”
”
　
　
恵
”
車
　
　
遠
”
対

右
の
表
の
反
音
は

「
反
音
作
法
」
よ
り
も
理
論
的
に

一
歩
進
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は

「
反
音
作
法
」
と
同
じ
よ
う
に

「
ク
ア
、

ク
イ
、
ク
ウ
、
ク
エ
、
ク
オ
」
を
示
す
と
同
時
に

「
カ
キ
ク
ケ
コ
」
と

「
ア
イ
ウ
エ
オ
」
と
を
組
合
せ
た
反
音
を
並
記
し
て
居
り
、
そ
の
結
果

「
反
音
作
法
」
の
唯

一
の
破
格
で
あ

っ
た

「
ヤ
行
」
に
対
し
て
も
他
と
相
応
し
て
正
し
く
機
械
的
な
反
音

「
ユ
ア
、
ユ
イ
、
ユ
ウ
、
ユ
エ
、

ユ

オ
」
を
あ
て
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば

「
反
音
作
法
」
が

「
工
列
」
だ
け
に
二
音
を
並
記
し
た
と
似
た
様
な
用
意
が
音
図
全
体
に
拡
張
せ

ら
れ
た
わ
け
に
な
る
。
殊
に
そ
の

「
イ
列
」
は
後
世
通
行
の
図
と
殆
ど
全
く

一
致
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
も
の
で
、
小
論
の
初
頭
に

掲
げ
た
寛
永
五
年
本
韻
鏡
の

「
五
音
五
位
之
次
第
」
と
比
較
し
て
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
叉
、

「
ア
行
」
に
反
音
を
附
せ
ぬ
点
は

「
反
音
作

法
」
と
同
じ
く
そ
れ
が
悉
曇
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
の
書
、
全
巻
を
検
す
る
に
反
切
論
に
触
れ
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
も
特
色
で
あ
ろ
う
。
僅
に
、

軽
重
清
濁
依
上
字
　
　
　
　
平
上
去
入
依
下
字

横
帰
本
字
　
　
　
　
　
　
　
堅
留
末

な
ど
反
切
上
の
術
語
を
申
訳
的
に
収
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
　
し
て
見
る
と
こ
の
書
は
、　
反
切
の
た
め
に
成
っ
た
も
の
で
な
く
て

「
五
韻
次

第
」
と
い
う
題
目
が
示
す
通
り
、
五
十
音
の
行
順

・
列
順
の
正
格
を
示
す
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、
附
録
的
に
音
韻
に
関
す
る
諸
項
目
を
集
め
た

も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
書
の
終
り
に
、

珈埋
舛ャ　動需



と
あ
る
の
は

「
キ
ヤ
」
と
い
う
後
期
的
表
現
か
ら
推
察
す
る
に
恐
ら
く
後
年
に
初
学
者
が
追
記
し
た
も
の
と
覚
し
く
、

「反
音
」
の
注
記
が
悉

曇
の
綴
字
法
か
ら
出
発
し
た
明
党
の
趣
旨
が
忘
れ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
も
と
も
と
拗
音
反
切
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
力
直
音
」

「
キ
ヤ
拗
音
」
と
い
う
観
方
の
範
囲
で
の
み
理
解
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
う
な
る
と

「
力
効
ビ

の

「
反
音
」
注
記
を
も
追

々

「拗
音
」
注
記
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
観
る
傾
向

へ
と
前
進
し
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
反
切
本
位
か
ら
音
理
本
位
へ
と
転
回
し
か
け
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
う

一
歩
突
込
ん
だ
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「委
音
」
と
称
せ
ら
れ
た
注
記
が
、
後
来
悉
曇
学
的
な
音
理
本
位
の
も
の
と
、

切
韻
学
的
な
反
切
本
位
の
も
の
と
に
分
裂
し
て
行
く
端
緒
が
こ
こ
に
見
え
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

五

台
密
系
の
明
党
に
対
し
、
東
密
系
の
兼
朝
は

「悉
曇
反
音
略
解
」
（
永
万
三
年
、　
一
〓
全
ハ
）
に
よ
っ
て
批
判
を
加
え
、
「
ア
行
」
に
も

「
委

音
」
の
あ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。

（
詳
し
く
は

「秘
府
論
考
」
上
、
二
八
二
―
五
頁
参
看
）
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

阿
肝剛
鉦
　
　
伊
子伊
　
　
子
伊子
　
　
衣
静琢肛
　
　
汗
肝繹肛

野

伊
阿
　

　

　

伊

干
伊

　

　

由

伊
〒
　

　

衣

静
確
鉦
　

　

与

，
与

和

千
阿
　

　

　

為

千
伊

　

　

子

伊
干
　

　

恵

備
豚
肛
　

　

汗

千
於

「阿

・
和
」
「阿

・
野
」
「
伊
・
為
」
「
千
・
由
」
「衣

・
恵
」
が
同
反
に
な
っ
て
い
る
の
は
悉
曇
音
を
主
と
し
て
示
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
ア

行
」
に
反
音
の
あ
る
こ
ど
は
、
小
西
博
士
の
考
で
は
東
密
所
伝
の
悉
曇
音
の
音
価
的
特
色
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
。

（
同
考
、
三
八
三
・
三
八

三
頁
其
他
）
そ
れ
は
と
も
角
と
し
て

「
ア
行
」
に
反
音
を
注
す
る
形
式
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
、
そ
れ
が
ず
っ
と
後
世
に
ま
で
伝
わ
っ
た
。

同
じ
東
密
の
心
蓮
の

「悉
曇
相
伝
」

（
写
真

「
五
十
音
図
の
歴
史
」

一
二
四
頁
）
は

（括
弧
内
は
今
推
記
し
た
も
の
）

ア
州
万
　
　
イ
ウオ
　
　
ウ
ィ
ゥ
　
　
エ
州
車
　
　
ヲ
ガ
”

力
舛
”
　
　
キ
ク
キ
　
　
ク
キ
ク
　
　
ケ
縛
　
　
コ
舛
”

ク
ア
　
　
　
　
　
ク
イ

　
　
　
　
　
ク
ウ
　
　
　
　
　
ク
エ
　
　
　
　
　
ク
テ

「
五

音

五

位

之

次

第
」
の

考

察

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一一七



二
八

イ

　

　

　

　

　

イ

ウ

　

　

　

　

イ

エ

ノ「車相　　　ュ
・ィ̈
　　　ェ
ユユィ一

・平（一一）　」ワ一”　　　ヱ〔̈一〕

と
あ

っ
て
、
い
か
に
も
そ
れ
が
悉
曇
風
の
反
音
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

六

元
来
、
悉
曇
学
に
は

「能
生
」

「
所
生
」
の
説
が
あ
り
、
「
ａ
」
は
能
生
、

「ｋａ
ｓａ
ｔａ
ｎａ
ｈａ
ｍａ
ｙａ
ｒａ
ｗａ
」
は
所
生
一万
Ｏ
叉

「
ａ
ｉ
ｕ
ｅ
ｏ
」

の
中
に
も
能
生

・
所
生
が
あ
り
、
そ
の
生
起
に
順
序
次
第
が
あ
る
と
い
う
所
謂

「
次
第
生
起
」
の
説
が
あ
る
。
後
世
の
韻
鏡
末
書
で
こ
れ
を
承

述
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
今
悉
曇
に
詳
し
い
と
い
わ
れ
る
沙
門
盛
典
の

「韻
鏡
易
解
」
か
ら
引
い
て
見
よ
う
。

先
づ
縦
に
能
所
生
を
論
ぜ
ば
、
阿
字
を
以
て
能
生
と
な
す
。
思
ふ
に
、
開
口
最
初
の
息
風
、
喉
に
触
れ
て
阿
と
ひ
び
く
。
こ
れ
三
内
最
初

の
喉
音
に
し
て

一
切
音
声
の
根
本
な
り
。
次
に
こ
の
喉
内
の
阿
の
韻
、
自
然
と
舌
上
に
触
る
る
時
に
伊
と
ひ
び
く
ｏ
是
れ
舌
音
に
し
て
不

開
不
閉
の
舌
内
の
声
な
り
。
叉
次
に
こ
の
伊
の
声
動
き
出
で
て
自
ら
唇

・皮
ポ
触
る
る
時
字
と
ひ
び
く
。
こ
れ
唇
内
に
し
て
合
口
な
り
。
故

に
阿
は
能
生
、
伊

・
字
は
所
生
な
り
。
叉
こ
の
伊

・
宇
、
能
生
に
し
て
恵
遠
の
二
字
を
生
ず
。
思
ふ
に
伊
よ
り
恵
を
生
じ
宇
よ
り
遠
を
生

ず
。
そ
の
故
如
何
と
な
ら
ば
将
に
恵
の
音
を
呼
ば
ん
と
す
れ
ば
先
づ
能
生
の
伊
の
ひ
び
き
あ
り
。
叉
将
に
遠
の
音
を
唱
へ
ん
と
す
れ
ば
先

づ
能
生
の
字
の
ひ
び
き
あ
り
。
故
に
伊
字
は
能
生
、
恵
遠
は
所
生
と
い
ふ
な
り
。

（
今
書
下
す
。
）

こ
れ
に
よ
る
と

「
恵

・
遠
」
は
何
れ
も
ヤ
行
フ
行
の
音
価
に
な
る
が
、
当
時
の
音
図
の
関
係
も
あ
り
、
悉
曇
に
よ
る
発
音
法
も
あ
る
わ
け
だ

か
ら
こ
れ
で

一
通
り
筋
が
通

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
十
音
図
の
作
ら
れ
た
起
源
や
目
的
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
論
ぜ
ぬ
が
、
右
の
事
か
ら
考
え
る
と

「
五
韻
次
第
」
と
い
う
名
称
は

「
ア
イ

ウ
エ
オ
」
と
い
う
五
韻
を
主
幹
と
し
て
そ
れ
の
縦
の
生
起
の
次
第
を
確
立
し
、
そ
れ
を
枢
軸
と
す
る
横
の
能
生
所
生
の
状
態
を
誤
り
な
く
示
す

と
い
う
意
味
で
名
づ
け
ら
れ
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も

「
五
十
音
図
」
自
体
が
後
世
に

「
五
韻
」
と
も

「
五
音
」
と
も
呼
ば
れ
た
の

ワ  ヤ
ウウヰヰ ユユイイ
アワワア アヤヤア

ヨ
ユィ
”

ヰ
ヲ

珂ノ
舛
”



は
、
そ
れ
が
意
識
的
に
も
せ
よ
無
意
識
的
に
も
せ
よ
、
要
す
る
に

「
五
韻
の
次
第
」
或
は

「
五
音
の
次
第
」
と
い
う
内
容
的
名
称
の
省
略
せ
ら

れ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
、
そ
の
名
称
の
出
自
は
や
は
り
悉
曇
学
の
能
生
所
生
と
い
う
考
が
基
礎
を
為
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
後
世
の

人
た
ち
は
既
に
歴
史
的
な
遺
産
と
な
っ
た
こ
の
音
図

（
委
音
注
記
を
も
含
め
て
）
の
本
質
を
知
る
こ
と
な
く
、
自
ら
が
反
切
用
と
解
し
た
場
合

に
も
、
又
音
理
表
現
と
解
し
た
場
合
に
も
、
等
し
く

「
五
韻
」

「
五
音
」
な
ど
の
因
習
的
な
名
称
を
冠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
寛
永
五
年
本
韻
鏡

に
見
え
る

「
五
音
五
位
之
次
第
」
と
い
う
名
目
な
ど
は
そ
う
い
う
態
度
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

七

さ
て
、

「
反
音
」
注
記
の
形
式
は
心
蓮
の
血
脈
に

ア
】
万
　
　
イ
ウ
イ
　
　
ウ
ィ
ゥ
　
　
エ
里

お″積”　　　キすな相　　　タノな̈
　　　ヶ′一一

ャ
相
彎
　
　
イ
ユＡ
↓
　
ユ
相
”

ヤ
ヮ
　
　
　
　
　
ヰ
　
　
　
　
　
　
ユ
ウ

ヮ̈
”　　ヰ”相　　ウヰ弊

と
若
干
錯
雑
感
を
伴
う
も
の
と
な
っ
た
が
、

「
力
」
に

「
キ
狩
」
と
あ
る
の
は
或
は
後
人
の
入
筆
か
と
も
疑
わ
れ
る
が
、
「
キ
ヤ
」
の
発
生
を
暗

示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
こ
の
書
の
奥
書
に
、

此
書
者
是
悉
曇
字
間
之
鉗
鍵
、
反
語
、
声
明
之
燈
燭
也

と
あ
り
、
悉
曇
に
お
け
る
反
音
を
説
く
の
が
本
旨
で
併
せ
て
漢
字
の
反
切
に
も
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
室
町
時
代
に
は
悉
曇
反
切
と
漢

字
反
切
と
が
結
合
し
て
所
謂

「仮
名
反
切
」
の
法
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
五
十
音
図
を
基
本
図
と
し
て
行
う
漢
字
の
反
切
法
で
、

倒
反
、
対
座
反
、
双
声
反
、
紐
声
反
、
畳
韻
反
、
或
は
、
二
重
反
、
三
五
相
通
反
、
中
略
反

「
五
音

五

位

之

次

第
」
の

考
察

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一一九

ヱ     エ

ウウヰヰ    ウイ

つ
な
が
る
小
川
の
承
澄
の

「
反
音
抄
」

（建
長
八
年
、　
〓
一
五
六
）
に
い
た
っ
て
、

ヲ
】
ガ

コ
　稜
コテ

ヨ
ユィ
増

ユ
テ

ヲ
舛
”
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三
〇

な
ど
の
問
法
め
い
た
も
の
が
建
て
ら
れ
た
。
然
し
可
な
り
の
複
雑
性
を
も
つ
漢
字
音
を
単
純
な
日
本
の
五
十
音
図
で
反
切
処
理
す
る
こ
と
は
忽

ち
に
し
て
限
界
線
に
達
す
る
わ
け
で
、
そ
の
た
め
に
甚
だ
無
理
な
秘
法
な
ど
が
伝
え
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
。
殊
に
拗
音
を
含
む
字
音
の
場
合
が

最
も
困
惑
を
感
じ
た
。
例
え
ば

「
紐
声
反
」
或
は

「直
音
反
」
と
呼
ば
れ
る

「
居
英
反
、
京
」
の
如
き
は

「
横
は
本
に
帰
り
、
竪
は
末
に
留
ま

る
」
の
原
則
に
よ

っ
て

帰
字

一　　．中″／／／”／／」　一　　　一
ジ

ョ
グ
　
　
　
　

ンヾ
ユ

の
如
く
簡
単
に
帰
結
が
得
ら
れ
る
が
、

「拗
音
反
」
に
属
す
る

「如
倶
反
、
儒
」
に
な
る
と
、

ザ
　
　
カ
角
　
　
剌
　
　
ゼ
　
　
　
ゾ

↓

ガ
　
　
ギ　
　
／
②
　
　
ゲ
　
　
　
ゴ

と

「
ズ
」
に
帰
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
に

「
委
音
」
即
ち

「
反
音
」
の
必
要
が
生
じ
て
く
る
の
で
、

〔
ス
が
ウュ〕
　
　
従
っ
て

〔ズ
お
し

「
ズ
」
の
委
音
に

「
ジ
ユ
」
が
あ
る
か
ら
、
も
う

一
度
、

ア

・
ジ
ユ
反
」

と
い
う
反
切
を
行

い
、

ザ
　
　
カ
ュ
　
対
　
　
ゼ
　
　
ゾ

「
竪
は
末
に
留
ま
る
」
で
、

「
ジ
ユ
」
を
帰
結
と
す
る
。
こ
れ
を

「上
下
反
」
と
い
い
、
叉
二
重
に
反
切
す
る
の
で

「
二
重
反
」
と
も
い
う
。

所
が

「胡
対
反
、
潰
」
の
場
合
は
、



ー

「
カ
イ
」
に
帰
し
て

「
ク
フ
イ
」
と
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

「
反
音
」
に
依
る
と

〔
力
舛
り

と
あ
る
の
で

「
カ
イ
・
ク
フ
反
」

と
二
重
反
を
行

う

の
だ
が
、力＞

ィ
　
　
キ
　
　
列
ヮ
　
　
ケ
　

　

コ

機
械
的
に
行

っ
た
の
で
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
帰
結
が

「
ク
フ
」
と
な
っ
て

「
ク
フ
イ
」
と
は
な
ら
な
い
。
し
て
見
る
と
、
こ
う
し
た
切
語

の
場
合
は
五
十
音
に
よ
る
仮
名
反
切
は
効
力
が
な
い
。　
致
方
な
し
に
、　
こ
う
い
う
の
を

「捨
レ
直
往
レ
拗
」
と
い
う
問
法
で
お
茶
を
濁
し
た
。

「
カ
イ
」
を
捨
て
て

「
ク
フ
イ
」
に
往
け
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
べ
て
仮
名
反
切
と
い
う
も
の
は
反
切
上
下
字
を
知
っ
て
未
知
の
帰
納
を
求
め

る
と
い
う
場
合
に
は
応
用
が
狭
く
、
極
め
て
単
純
な

「直
音
反
」
と
い
う
、

「
反
音
」
を
要
せ
ぬ
も
の
に
し
か
適
用
が
出
来
な
い
。
右
に
挙
げ

た
三
例
は
ど
れ
も

「
反
切
の
念
照
」
で
あ
っ
て
既
に
帰
字
が
わ
か
っ
て
い
る
の
を
念
の
た
め
に
反
切
し
て
音
を
確
か
め
る
と
い
う
場
合
に
過
ぎ

な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
未
知
の
帰
字
音
を
探
る
所
の

「
切
韻
法
」
を
行
う
に
は
危
険
で
あ
り

「仮
名
反
切
」
と
い
う
も
の
が
多
分
に
音
理
解
説

の
域
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
に

「
反
音
」
注
記
が

「拗
音
反
し
」
に
必
要
に
な

っ
て
来
る
と
、
前
掲

「
五
韻
次
第
」
の
末
尾
に
附
記
せ
ら
れ
た

〔迦
妹
ャ

曲
一υ

と
い
う
観
念
に
結
び
つ
い
て
、

「
反
音
」
注
記
が
次
第
に

「
拗
音
」
注
記
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

弘
安
の
序
文
が
あ
る
と
い
う
了
尊
の

「悉
曇
輪
略
図
抄
」
に

「
声
字
実
相
事
」
と
し
て

（
今
、
阿
加
二
行
だ
け
を
出
す
。
）

阿

伊
朝
　
宇
ィゥ
　
江
羞
　
乎
残

キ
イ
　
　
　
　
　
　
ウ
　
　
　
　
　
　
一エ
　
　
　
　
　
　
テ

鬼

往

　

久

キ
ク

　

気

縛

　

古

竺

ヰ
　
　
　
　
　
ク
ウ
　
　
　
　
　
　
ヱ
　
　
　
　
　
　
ヲ

ヨ

音

五

位

之

沢

第
」
の

考

察

〓
三

カロ
ク  キ   ウイ

フアカカアヤ フアアヤ



一一一二

と
あ
る
。
こ
の
注
記
は

「
反
音
抄
」
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
よ
り
悉
曇
的
で
あ

っ
て
後
来
の
音
図

へ
の
過
渡
的
形
式
を
示
し
て
い

る

。

八

そ
の
後

「
反
立邑

を
注
記
し
た
書
は
久
し
く
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
自
等
庵
宥
朔
の

「韻
鏡
開
ムＬ
　
（
寛
永
四
年
、　
三
ハ

二
七
）
に
は
、

「直
音
拗
音
図
」
と
題
し
て
二
種
の
図
表
を
掲
げ
て
い
る
。

０

ア
昇

　

イ
ウ
ヰ
　

ウ
ー
　
　
ヱ
里

　

ヲ
嘉

力
縛

　
　
キ

ク
ヰ

　

ク

重

　
　
ケ
笠

　
　
コ
統

ヤ
ユヰ費　
　
　
」干
ユヰ
　
　
　
ユ
ヰ
ユ　
　
　
ヱ
ユヰ〓
　
　
　
ヨ
斗
わ

ワ
媚
贄
　
　
イ
ウヰ
　
　
ウ
ー
　
　
エ
】
〓　
　
オ
】
相

０

異
　
　
説

組
織
構
成
上
か
ら
観
る
と
頗
る
杜
撰
な
あ
と
が
見
え
る
が
、
い
の
方
は
字
音
反
切
的
な
旧
来
の
形
式
を
襲
い
、
明
ら
か
に
今
日
の
拗
音
観
念

に
近
い
も
の
で
あ
り
、
い
の
方
は
縦
横
に

「
反
音
」

（
切
り
つ
ぎ
）
を
働
か
す
悉
曇
風
な
形
式
で
後
の

「
悉
曇
三
密
抄
」
な
ど
に
通
ず
る
も
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
二
つ
の
形
式
と
二
つ
の
精
神
ど
が
当
時
に
は
並
行
し
て
伝
え
ら
れ
た
と
見
え
る
。
然
し
此
の
書
に
記
さ
れ
た
解
説
は
反
音

が
悉
曇
に
基
く
由
で
、

○
悉
曇

ハ
直
音
ラ
南
天

（
南
印
度
）
ト
ナ
シ
、
拗
音
ヲ
中
天
ト
ナ
ス
。
南
天

ハ
呉
音
ノ
如
ク
、
中
天

ハ
漢
音
ノ
如
シ
。

Ｏ
韻
鏡

ハ
梵
僧

コ
ン
ラ
伝
フ
。
故

二
中
華
ノ
文
字
ラ
以
テ
悉
曇
声
字
ノ
奥
義
ラ
涵
畜
ス
ル
コ
ト
ラ
顕

ハ
ス
也
。

ヮ ヤ カ ア
フヒ ユヰ  クキ ウイ

オヘ ヨヱ 'ケ  ~7ヱ

ヒ ヰ キ イ

ヰヰ ヰヰ ヰキ ヰヰ

77ォ  ヤヨ カコ ア'ヰヰ ヰヰ ヰヰ ヰヰ

フ ュ ク ウ
ワヒ ヤヰ カキ アイ

ヘ ヱ ケ エ
フヒ ユヰ クキ ウイ

スワ ヨヤ 'カ  ラア

オ  ヨ  コ  ヲ
フト ユヰ クキ ウイ
オヨ オヨ オヨ ォヨ



〇
悉
曇
ノ
反
切
法
、
第

一
ラ
父
ト
ス
、
第
二

・
第
ニ
ラ
母
ト
ナ
ス
、
秘
伝
ナ
リ
。
拗
音

ハ
第
二
、
第
ニ
ラ
母
ト
シ
テ
出
生
ス
。

但
し
こ
う
い
う
解
説
は
恐
ら
く
単
に
先
人
か
ら
の
伝
承
を
祖
述
し
た
に
過
ぎ
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
し
、

「
直
音
拗
音
図
」
と
い
う
名
目
も

「
五
韻
次
第
」
の

「
力
直
音
キ
ャ
拗
音
」
の
系
統
を
無
条
件
に
受
け
つ
い
だ
も
の
と
見
て
殆
ど
あ
や
ま
り
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

九

そ
の
翌
年

「寛
永
五
年
本
韻
鏡
」
の
反
音
は
、　
こ
の
論
文
の
初
頭
に
掲
げ
た
通
り

「
五
音
五
位
之
次
第
」

と
題
す
る
も
の
で

「
力
舛
Ｔ

と

い
う
形
式
が
全
図
を
支
配
し
て
い
る
点
で
従
来
に
見
な
い
程
整
頓
せ
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
音
図
そ
の
も
の
が

「
イ
、　
工
、
ラ
」
の

所
属
を
誤

っ
て
い
る
の
で
反
音
の
組
合
せ
も
妙
な
も
の
に
な
っ
た
。
　
叉
前
掲

「韻
鏡
開
存
こ

の
図
も
そ
う
で
あ
る
が
、　
従
来
の
図
の
反
音
が

「
力
舛
″
」
と
し
た
の
を

「
力
舛
”
」
と
改
め
た
の
は
何
に
依

っ
た
の
か
今
明
ら
か
で
な
い
。　
多
分

「
反
音
抄
」
や

「
悉
曇
輪
略
図
抄
」
か
ら
進

展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
思
う
に
、
漢
上
の
等
韻
学
で
は

一
音
節
の
う
ち
に

〔ｉ
〕
叉
は

〔
ｕ
〕
と
い
う
介
音
の
存
す
る
時

は
反
切
の
上
字
下
字
を
字
母

・
韻
母
と
別
々
に
整
理
し
た
結
果
、
例
え
ば

〔ご
出

の
音
節
を

〔ご
↓

と

〔‐Ｔ
〕
と
に
、
〔Ｆ
Ｃ
己

を

〔Ｆ
甲
〕

と

〔占
”
〕
と
に
分
類
す
る
習
慣
が
あ
る
。
　
こ
れ
に
従
え
ば
反
語
の
上
字
は

「
キ
」
に
、
下
字
は

「
ヤ
」
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。　
一
方
に
お

い
て
日
本
の
字
音
仮
名
づ
け
が
拗
音
字
に
対
し
古
く
鎌
倉
時
代
頃
か
ら

「
キ
ア
」

「
ク
ア
」
で
な
く
て

「
キ
ヤ
」

「
ク
フ
」
で
あ

っ
た
と
す
る

な
ら
ば

「
反
音
」
注
記
が

「
拗
音
」
注
記
と
い
う
考
に
傾
く
と
共
に
、
自
然
に
漢
音
呉
音
の
拗
音
風
に
変
化
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

「
反

音
」
注
記
の
名
目
が

「
反
音
云
々
」
と
い
う
名
称
か
ら
次
第
に

「直
拗
云
々
」
或
は

「開
合
云
々
」
と
い
う
名
称
に
転
じ
て
行

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
も
判
ぜ
ら
れ
る
。
但
し

「
五
音
五
位
之
次
第
」
と
い
う
名
日
は
右
の
方
向
に
反
す
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
に
述
べ
る
通
り
そ
の
名

目
は
反
音
注
記
に
対
す
る
理
解
の
上
か
ら
命
名
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
単
に
五
十
音
図
へ
与
え
た

「
五
韻
次
第
」
と
同
趣
旨
の
名

目
で
あ
っ
た
と
推
察
せ
ら
れ
る
。

寛
永
五
年
以
後
に
お
い
て
は
前
掲
し
た
盛
典
の

「韻
鏡
易
解
」

（
元
豫
四
年
、　
三
ハ
九

一
）
に
収
め
た

「
五
韻
拗
直
五
位
之
図
」
が
ア
行
フ

行
の

「
ラ
オ
」
の
所
属
に
誤
り
が
あ
る
以
外
、

「拗
音
」

注
記
と
し
て
は
最
も
完
備
し
た
も
の
で
、　
正
徳
四
年

（
一
七

一
四
）
同
じ
著
者
の

「新
増
韻
鏡
易
解
大
全
」
で
は

「
五
韻
拗
直
図
説
」
に
於
い
て
悉
く
梵
字
を
あ
て
、

「拗
音
」
注
記
も
梵
字
を
以
て
し
た
の
で
ア
ヤ
フ
三
行
の

「五
音

五

位

之

次

第
」
の
考
察

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一三



三
四

拗
培
び

ワ
「
ｉ
ｙｉ
ｕ
ｗｕ
ｅ
ｙｅ
」
な
ど
す
べ
て
別
字
で
表
記
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
後
世
太
田
全
斎
の

「漢
呉
音
図
」
が
そ
の

「拗
音
開
合
図
」

の
阿
耶
王
三
行
に
漢
字
を
用
い
て
区
別
し
た
の
は
、
そ
の
自
賛
通
り
彼
れ
の
創
意
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
既
に

「
易
解
大
全
」
に
先
雌
を
見

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
後
、
享
保
十
二
年

（
一
七
二
七
）
に
刊
行
せ
ら
れ
た
三
浦
庚
妥
の

「音
曲
玉
渕
集
」
に
収
め
た

「
五
音
五
位
横
竪
直
音
拗
音
の
次
第
」

の
図
表
は

「
お
を
」
の
所
属
が
正
し
い
た
め
に

「
拗
音
」
注
記
も
亦
、
仮
名
書
き
と
し
て
は
完
全
無
快
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（大
聾
死
年
活
字

本
に
拠
る
Ｊ

十

最
後
に
、
こ
の

「
五
音
五
位
之
次
第
」
が
何
の
為
に
寛
永
五
年
本
韻
鏡
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
に
到
っ
た
か
に
つ
い
て
、
今
ま
で
考
え
て
来

た
こ
と
か
ら
帰
納
し
て
述
べ
て
見
た
い
。

元
来
、
唐
代
に
創
作
せ
ら
れ
た

「韻
鏡
」
そ
の
も
の
の
音
横
組
織
の
根
祇
に
は
悉
曇
音
韻
学
の
音
理
が
横
た
わ

っ
て
い
た
。
韻
鏡
が
日
本
に

伝
わ
っ
た
の
は
鎌
倉
時
代
で
あ
る
が
、
悉
曇
の
音
韻
学
は
す
で
に
平
安
の
初
期
空
海
円
仁
の
当
時
か
ら
伝
え
ら
れ
た
の
で
仏
教
界
に
は
悉
曇
に

お
け
る

「
反
音
」
は
よ
ほ
ど
発
達
普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら
な
る
。
そ
こ
に
五
十
音
図
が
出
来
上
る
と
、
そ
れ
が
悉
曇
的
音
理
で
説
明
せ
ら
れ

悉
曇
の
理
解
の
た
め
に
も
利
用
せ
ら
れ
、
同
時
に
漢
字
音
反
切
に
も
流
用
せ
ら
ね
、
悉
曇
反
切

・
漢
字
反
切
の
二
道
は
五
十
音
図
を
中
心
と
し

て
不
即
不
離
に
並
行
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
二
道
は
共
に
仏
徒
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
寛
永
頃

の
学
界
は
従
来
の
諸
学
の
集
成
期
で
あ
り
、
こ
の
期
に
於
け
る
韻
鏡
学
の
大
成
者
は
自
等
庵
宥
朔
で
あ
る
。
こ
の
当
時
に
は
何
も
か
も
採
り
集

め
て
之
を
得
た
り
と
し
た
時
代
で
、

「寛
永
五
年
本
韻
鏡
」
も
亦
そ
う
し
た
臭
味
か
ら
脱
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
の
本
図
第

一
転
、

二
等
四
等
、
第
三
転
、　
一
、
三
、
四
等
の
欄
に
黒
丸
を
入
れ
た
の
な
ど
は
そ
の
具
体
的
な
あ

ら
わ
れ

で
、
こ
れ
は

「
張
氏
序
例
」
に
お
け
る

「
列
囲
」
の
法
を
馬
鹿
正
直
に
実
行
し
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
当
時
流
行
の

「
五
音
五
位
之
次
第
」
を
何
と
い
う
こ
と
な
し
に

取
入
れ
て
附
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
書
を
以
て
初
見
と
す
る

「
ア
フ
ヤ
喉
…
…
」
云
々
と
い
う

「
五
音
の
歌
」
も
亦
掻
き
集
め
主
義
の
あ
ら

わ
れ
と
見
ら
れ
る
。　
一
体
寛
永
五
年
本
は
不
学
な
人
の
手
に
よ
る
刊
行
と
見
え
て
、
不
見
識
な
誤
刻
が
あ
る
。　
〓
一
の
例
を
挙
げ
る
と
、
序
例



の
中
の

「
三
冬
韻
」
と
あ
る
べ
き
を

「
二
冬
籟
」
と
し
た
如
き
、
第
四
十
転
平
声

「藍
」
を
日
母
の
欄
に
据
え
た
如
き
噴
飯
す
べ
き
誤
で
あ

っ

て
、
こ
れ
は

「慶
長
活
字
本
」
の
誤
植
を
知
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
盲
従
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
の
編
著
で
あ
る
か
ら
「
五
音
五
位
之
次
第
」

も

「
五
音
歌
」
も
先
づ
は
取
集
め
主
義
の
な
せ
る
わ
ざ
と
見
る
の
が
当
っ
て
い
よ
う
。

た
だ
し
年
月
と
共
に
進
歩
し
た

「
反
音
」
注
記
が
、
こ
こ
に
到
っ
て
反
切
用
と
し
て
完
全
に
近
い
ま
で
の
形
に
成
っ
て
い
た
こ
と
は
音
韻
学

上
の
幸
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
反
切
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
示
す
と
共
に
、
後
に
再
興
し
た

「仮
名
反
し
」
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
も

な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
と
も
と
悉
曇
も
切
韻
も
日
本
の
音
図
組
織
も
そ
の
原
理
は
共
通
な
の
で
、
か
れ
こ
れ
を
兼
ね
て
使
わ
れ
説
明
せ
ら
れ

た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
以
後
数
々
の
韻
鏡
が
大
抵
直
拗
図
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
し
た
理
由
の
な
い
単
な
る
追
随
に
過
ぎ
な
い
で

あ
ろ
う
。

直
拗
図
は
更
に
は
国
語
学
に
も
活
用
せ
ら
れ
、
悉
曇
と
は
離
れ
て
五
十
音
図
そ
の
も
の
の
音
理
を
説
く
こ
と
に
も
な
り
、
叉
漢
字
音
の
仮
名

づ
け
を
確
定
す
る
規
準
に
も
流
用
せ
ら
れ
た
。
釈
文
雄
の

「
和
字
大
観
抄
」
に
、

「
あ
い
う
え
を
」
等
の
五
十
音
は
正
音
な
り
。
是
を
直
音
と
云
ふ
。
叉

一
々
の
音
の
下
に

「
イ
ヤ
」

「
ウ
フ
」
な
ど
の
仮
名
を
付
け
た
る

は
、
そ
の

一
々
の
直
音
少
し
ひ
ず
み
て
変
ぜ
る
音
を
拗
音
と
名
け
て
付
け
置
き
た
る
な
り
。
是
に
開
合
二
種
の
別
あ
り
て
左
右
に
記
せ
る

な
り
。
―
―
す
な
ほ
な
ら
ざ
る
所
の
音
を
拗
音
と
云
擦
な
り
。
例

へ
ば

「
あ
」
の
字
を

「あ
は
れ
」

（
哀
）

「あ
を
や
ぎ
」

（
青
柳
）
な

ど
云
ふ
は
直
音
な
り
。

「
い
り
あ
ひ
」

（
入
相
）
と
い
へ
ば

「あ
」
の
字
転
じ
て

「
や
」
の
音
と
な
る
。
是
れ

「
イ
ヤ
」
の
拗
音
に
よ
り

て
な
り
。

「
か
あ
い
」

（
可
愛
）
と
云
ふ
を
転
じ
て

「
か
わ
い
」
と
云
ふ
は

「
ウ
フ
」
の
拗
音
に
ひ
か
れ
て

「
わ
」
と
な
る
な
り
。
余
の

四
十
九
音
も
ま
た
ま
た
然
り
。

（
上
十

一
丁
）

と
あ
る
の
は
「
ア
州
Ｔ
　
「
ヤ
ユィＴ
　
「
フ
好
２

を
引
い
た
も
の
で
極
め
て
巧
妙
な
説
明
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

叉
、
宣
長
の

「字
音
仮
字
用
格
」
で
は

「
字
音
仮
字
三
会
図
」
と
い
う
も
の
を
作
り
第

一
会
図
は
直
音
、
第
二
会
図
は
開
拗
音
、
第
三
会
図

は
合
拗
音
を
示
し
あ
ら
ゆ
る
漢
字
音
九
十
六
種
を
組
織
的
に
配
置
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
説
に
、

ソ
モ
ソ
モ

「
か
」

ノ
外

二

「く
わ
」

ノ
音
ア
ル
カ
ラ
ハ

「
さ
」

ノ
外

二
「
す
わ
」
、
名
た
」
ノ
外

二
「
つ
わ
」
、

「
な
」
ノ
外

ニ

わ
」
、

「
は
」
ノ
外

二
「
ふ
わ
」
、

「
ま
」
ノ
外

二
「
む
わ
」
、

「
ら
」
ノ
外

二
「
る
わ
」
ノ
音
モ
ア
ル
ベ
ク
、
叉

「
し
」
ノ
外

ニ

「
五

音

五

位

之

次

第
」
の

考

察

一二
五

す ぬ
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ゐ
」
、

「
ち
」

ノ
外

二

「
つ
ゐ
」
、

「
り
」

ノ
外

二

「
る
ゐ
」

ノ
音
ア
ル
カ
ラ

ハ

「
き
」

ノ
外
に

「
く
ゐ
」
、

「
に
」

ノ
外

二

「
ぬ
ゐ
」
、

「
ひ
」

ノ
外

二

「
ふ
ゐ
」
、

「
み
」

ノ
外

二

「
む
ゐ
」

ノ
音

モ
ア
ル
ベ
キ
コ
ト
図

ニ
テ
悟

ル
ベ
シ
。
　
公
一十
二
丁
ウ
）

と
い
っ
た
の
は
反
切
と
は
関
係
な
く
し
て
漢
字
音
を
説

い
た
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
音
図
の
反
音

（
即
ち
拗
音
）
と

一
致
し
て
い
る
点
は
注
目

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
太
田
全
斎
の
非
難
や
自
井
寛
蔭
の
反
対
論
が
あ
る
が
、
他
の
機
会
に
比
較
考
察
し
て
見
た
い
。

（
附
記
）

寛
永
五
年
本
韻
鏡
に

「
五
音
五
位
之
次
第
」
と
共
に
掲
げ
ら
れ
た

「
五
音
の
歌
」
に
つ
い
て
も
同
時
に
考
え
る
予
定
で
あ

っ
た

が
、
紙
数
の
関
係
上
後
日
に
ま
わ
す
こ
と
に
し
た
。

（
昭
和
三
三

・
二

・
三
）




