
Title 馬琴読本における仮名字体の表記研究

Author(s) 市地, 英

Citation 大阪大学, 2020, 博士論文

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/76319

rights 223ページから230ページに用いられている図像は著作
権の都合により非公開

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



      

令
和
元
年
度 
博
士
学
位
申
請
論
文 

  

 

馬
琴
読
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
表
記
研
究 

  

市
地 

英 

       



                      



1 

 

    

  

    

資
料 

曲
亭
馬
琴
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
第
二
編
巻
之
一
（
文
化
一
四
〈
一
八
一
七
〉
年
）
七
丁
ウ-

八
丁
ウ 

前
書
き 

翻
刻 

           



2 

 

余よ

嘗
か
つ
て

思お
も

ふ
。
大
約

お
ほ
よ
そ

坊
間

ば
う
か
ん

印
行

い
ん
こ
う

の
草
紙

そ

う

し

物
語

も
の
か
た
り

に
五
ケ

い

つ

ゝ

の
訛
謬

あ
や
ま
り

あ
り
。
他あ

だ

し
草
帋

さ

う

し

は 
さ
て
お
き
つ
わ
が
う
へ
を
も
て
こ
れ
を
數

か
ぞ
へ

ん
。
每
編

ま
い
へ
ん

倉
卒

さ
う
そ
つ

の
間

あ
は
ひ

に
成な

る
。
稿こ

う

を
易か

ゆ

る
に
暇

い
と
ま

あ
ら
ず
。 

一
段

い
ち
だ
ん

稿こ
う

じ
了を

は

れ
ば
。
一
段

い
ち
だ
ん

傭
書

よ
う
し
よ

に
付
属

ふ

ぞ

く

し
。
一
巻

い
ち
く
わ
ん

浄
書

じ
や
う
し
よ

す
れ
ば
一
巻

い
ち
く
わ
ん

棗
人

そ
う
じ
ん

に
遞
与

て

い

よ

す
。
彼
我

ひ

が 

そ
の
工こ

う

の
手て

を
貪

む
さ
ぼ

り
て
。

速
す
み
や
か

な
ら
ん
と
欲ほ

り

す
る
故ゆ

ゑ

に
。
作
者

さ
く
し
や

と
い
へ
ど
も
。
坐

そ
ゞ
ろ

に
謬

あ
や
ま

る
。
作
者

さ
く
し
や

ま
づ 

謬
あ
や
ま
り

て
。
傭
書

よ
う
し
よ

画
工

ぐ
わ
こ
う

謬
あ
や
ま

る
。
書
画

し
よ
ぐ
わ

謬
あ
や
ま
り

て
。
棗
人

そ
う
じ
ん

又ま
た

謬
あ
や
ま

る
。
棗
人

そ
う
じ
ん

謬
あ
や
ま

る
と
い
へ
ど
も
。
書
肆

し

よ

し

も
亦
復

ま
た
〳
〵 

改
正

か
い
せ
い

に
疎そ

な
り
。
い
ま
だ
そ
の
失し

つ

を
補

お
ぎ
な

ひ
得え

ず
し
て
。
や
が
て
製
本

せ
い
ほ
ん

發
販

は
つ
は
ん

す
。
於

是

こ
ゝ
に
お
い
て

閨
人

け
い
じ
ん 

稚ち

蒙も
う

。
競き

そ

ふ
て
こ
れ
を
閲け

み

す
る
と
き
は
。
句
讀

く

と

う

を
訛な

ま

り
。
語
勢

ご

せ

い

を
失

う
し
な

ひ
。
文ぶ

ん

義ぎ

を
謬

あ
や
ま

ざ
る 

も
の
稀ま

れ

也
。
こ
れ
を
わ
が
著
編

ち
ょ
へ
ん

の
五
謬

ご
ひ
や
う

と
ぞ
い
ふ
な
る
。
就
中

な
か
ん
づ
く

こ
の
書し

よ

の
前
板

せ
ん
は
ん

。
棗
人

そ
う
じ
ん

の 

刀た
う

を
も
て
。

戕
そ
こ
な
は

る
ゝ
も
の
い
と
多お

ほ

か
り
。
或

あ
る
ひ

は
圏
点

け
ん
て
ん

傍
訓

ほ
う
く
ん

を
削
去

け
づ
り
さ

り
。
或

あ
る
ひ

は
真
名

ま

な

を
削
去

け
づ
り
さ

て
。 

補
お
ぎ
な

ふ
に
假
字

か

な

を
以

も
つ
て

す
。［
筑
紫

つ

く

し

琴 こ
と

を
筑
紫

つ

く

し

こ
と
と
す
る
の

類
た
ぐ
ひ

な
り
］ 

ゑ 

え
を
へ
と
し
。
ひ 

ゐ
を
い
と
し
。

𛁈

も
じ
を 

𛁅

と
し
。

𛂦 

𛂣

を

𛂞

と
す
。［
よ
ろ
づ
を
よ
ろ
ず
と
す
る
の
类

た
ぐ
ひ

亦 ま
た

多 お
ほ

し
］

𛁈 

𛁅

は
義ぎ

に
お
い
て
違た

が

ざ
れ
ど
も
。

𛁈

は
上か

み

に
お
く
の
」
七
丁
ウ 

假
字

か

な

。

𛁅

は
下し

も

に
つ
く
の
假
字

か

な

也
。

𛂦 

𛂞

も
亦ま

た

こ
れ
に
同お

な

じ
。
彫
刻

ち
や
う
こ
く

か
く
の
如ご

と

く

恣
ほ
し
い
ま
ゝ

な
る
と
き
は
。 

辟
た
と
ひ

ば
蠅

じ
や
う

頭と
う

塗と

鴉あ

の
如ご

と

し
。
作
者

さ
く
し
や

と
い
へ
ど
も
読よ

み

得え

ざ
る
こ
と
あ
り
。
書
肆

し

よ

し

は
こ
れ
に

驚
お
ど
ろ
か

さ
れ
て
。 

為た
め

に
そ
の
拙せ

つ

を
補

お
ぎ
な

ひ
。
削

け
づ
り

戕
そ
こ
な

へ
る
と
こ
ろ
〳
〵
を
。
修

復

お
さ
め
か
へ
さ

せ
ん
と
す
る
に
。
比
挍

ひ
き
や
う

に
稿
本

こ
う
ほ
ん

を 

獲え

ざ
る
と
き
は
。
彼
此

ひ

し

ま
す
〳
〵
惑ま

ど

ふ
。
遂つ

ひ

に
そ
び
ら

背

を
せ
と
し
。
あ
に
き

哥
々

を
あ
に
ご
と
し
。 

痛
い
た
ま

し
き
を
。
い
た
は
し
き
と
す
る
の
類

た
ぐ
ひ

尠
す
く
な

か
ら
ず
。
こ
れ
ら
は
作
者

さ
く
し
や

意
外

ゐ
ぐ
わ
い

の
失し

つ

な
り
。
古
人

こ

じ

ん 

魯ろ

魚ぎ
よ

烏う

焉え
ん

馬ば

の
嘆た

ん

あ
り
。
經
傳
方
書

け
い
で
ん
ほ
う
し
お

と
い
ふ
と
い
へ
ど
も
。
誤
衍

ご

ゑ

ん

な
き
こ
と
を
得え

ず
。 

況
い
は
ん
や

わ
が
燈
下

と

う

か

の
戯
墨

き

ぼ

く

。
鑿
空
無
根

さ
つ

く
う
む
こ

ん

の
書し

よ

に
お
い
て
。

自
み
づ
か
ら

そ
の

謬
あ
や
ま
り

を

論
あ
げ
つ
ら

ふ
に
足た

ら

ざ
れ
ど
も
。 
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彼か
れ

も
一
時

い

ち

じ

也
。
こ
れ
も
亦ま

た

一
時

い

ち

じ

也
。

苟
い
や
し
く

も
文
塲

ぶ
ん
じ
や
う

に
遊
戯

ゆ

う

げ

す
る
も
の
。
悞
脱
錯

ご

だ

つ

さ

く

字じ

を
見
乍

み

つ

ゝ 

知し

り
つ
ゝ
。

改
あ
ら
た
む

る
に
よ
し
な
く
て
。
江
湖
上

ご
う
こ
し
よ
う

に
弄
賣

ろ
う
ば
い

せ
ば
。
い
と
も
愧は

づ

べ
き
事
な
ら
ず
や
。
余よ 

こ
の
議ぎ

を
も
て
。
書
肆

し

よ

し

に
示し

め

す
こ
と
再
四

さ

い

し

。
書
肆

し

よ

し

余よ

が
言こ

と

を
理り

あ
り
と
し
て
。
教
諭

き
や
う
ゆ

を 

棗
人

そ
う
じ
ん

に
傳つ

た

ふ
。
棗
人

そ
う
じ
ん

慚
愧

ざ

ん

ぎ

し
て
刀た

う

を
竊

ひ
そ
め

ず
。
此
度

こ

だ

み

は
を
さ
〳
〵
工こ

う

を
擇え

ら

む
と
い
ふ
。
彼
我

ひ

が

力
ち
か
ら

を
」
八
丁
オ 

戮あ
は

す
る
と
き
は
。
刋か

ん

字じ

は
じ
め
の
如ご

と

く
な
ら
ず
。
佳
本

か

ほ

ん

た
る
こ
と
し
り
ぬ
べ
し
。
人ひ

と

に
賢け

ん

と
不
肖

ふ

せ

う

あ
り
。 

斈ま
な

べ
ば
不
肖

ふ

せ

う

も
賢け

ん

な
る
べ
し
。
技わ

ざ

に
巧こ

う

と
拙せ

つ

と
あ
り
。
よ
く
そ
の
心

こ
ゝ
ろ

を
用

も
ち
ふ

る
と
き
は
。
拙せ

つ

も
巧こ

う

に
捷か

つ

こ
と
あ
ら
ん
。 

抑
そ
も
〳
〵

余よ

が
拙せ

つ

を
も
て
。
世よ

の
看
官

か
ん
く
わ
ん

に
棄す

て

ら
れ
ざ
る
は
。
用
心

よ
う
じ
ん

か
く
の
如ご

と

く
に
し
て
。
固か

た

く
そ
の
愚ぐ

を
守ま

も

れ
ば
な
る 

べ
し
。
蓋

け
だ
し

京
摂

け
い
せ
つ

は
名
工

め
い
こ
う

多お
ほ

か
り
。
書
肆

し

よ

し

は
梓

あ
づ
さ

を
蔵

お
さ
む

る
に
冨と

み

て
。
製
本

せ
い
ほ
ん

に
精
妙

せ
い
め
う

也
。
唯た

ゝ

余よ

が
著
編

ち
ょ
へ
ん

每ま
い

歳さ
い 

秋
後

し

う

ご

に
。
俄
頃

に

は

か

に
研

す
ゞ
り

を
發ひ

ら

く
を
も
て
。
刋
刻

か
ん
こ
く

の
日ひ

久ひ
さ

し
か
ら
ず
。
よ
り
て
多お

ほ

く

謬
あ
や
ま
ら

る
ゝ
も
の
歟か

。
古
人

こ

じ

ん

風ふ
う

葉え
う

の 

喩
た
と
へ

に
感か

ん

じ
て
。
五
謬

ご
ひ
や
う

を
辨べ

ん

じ
て
。
自
笑

じ

せ

う

す
と
い
ふ
。 

簑
笠
漁

再
識 

   

＊
早
稲
田
大
学
図
書
館
へ1

3
_
0
3
0
9
3

（
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
三
日
最
終
閲
覧
）
よ
り
翻
刻
し
た
。

な
お
、
仮
名
は
字
体
の
区
別
に
関
わ
る
箇
所
以
外
は
現
行
仮
名
字
体
と
し
、
合
字
「
こ
と
」
は
分
解
し
、
割
注
は
［ 

］
に
て
示
し
た
。 
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凡
例 

一 
本
稿
で
は
、
字
母
の
異
な
る
仮
名
字
体
と
、
字
母
を
同
じ
く
し
て
画
数
・
く
ず
し
方
の
違
い
に
よ
っ
て
見
た
目
を
異
に
す
る
仮
名
を
区
別
し
、
「
仮

名
字
体
」「
字
体
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
そ
の
仮
名
字
体
が
該
当
す
る
イ
ロ
ハ
四
十
七
に
ン
を
加
え
た
四
十
八
の
仮
名
を
、
抽
象
的
な
単
位
と
し
て
「
仮

名
」
と
呼
ぶ
。 

二 

抽
象
的
な
単
位
と
し
て
の
仮
名
は
カ
タ
カ
ナ
を
〈 

〉
に
入
れ
、
仮
名
字
体
は
【 

】
に
入
れ
て
示
す
。
仮
名
字
体
の
字
源
で
あ
る
字
母
は
《 

》

に
入
れ
て
示
す
。 

三 

仮
名
字
体
の
表
示
は
、U

n
i
c
o
d
e
1
0
.
0

に
収
録
さ
れ
た
も
の
はI

P
A
m
j

明
朝
（
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構(

I
P
A
)

の
著
作
物
）
に
て
、
収
録

外
の
仮
名
字
体
は
学
術
情
報
交
換
用
変
体
仮
名
（h
ttp

s
://k

a
n

a
.n

in
ja

l. a
c.jp

/

）
に
拠
り
、
以
上
の
フ
ォ
ン
ト
・
画
像
で
置
換
す
る
こ
と
に
疑
問

の
あ
る
仮
名
字
体
及
び
該
当
の
仮
名
字
体
が
な
い
【

】【

】【

】【

】【

】【

】【

】【

】【

】【

】【

】【

】【

】【

】

は
稿
者
の
手
書
き
の
画
像
で
表
示
す
る
。 
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は
じ
め
に 

  

近
世
期
、
平
仮
名
は
大
衆
が
享
受
す
る
文
字
と
し
て
展
開
し
た
時
期
だ
っ
た
。 

 

書
物
は
写
本
か
ら
板
本
へ
主
流
が
移
り
、
商
業
出
版
が
隆
盛
し
た
。
浮
世
草
子
、
八
文
字
屋
本
、
洒
落
本
、
滑
稽
本
、
黄
表
紙
、
合
巻
、
子
供
向
け
に
は

赤
本
な
ど
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
娯
楽
小
説
が
登
場
し
、
特
権
層
か
ら
庶
民
、
大
人
か
ら
子
供
ま
で
、
出
版
物
に
親
し
ん
だ
。 

 

右
の
よ
う
な
娯
楽
小
説
を
資
料
に
、
平
仮
名
の
種
類
が
徐
々
に
減
少
・
収
斂
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
浜
田
啓
介
（
一
九
七
九
）
で
あ
る
。

浜
田
（
一
九
七
九
）
で
は
仮
名
草
子
、
西
鶴
本
、
草
双
紙
類
、
馬
琴
読
本
、
浄
瑠
璃
本
か
ら
数
点
ず
つ
を
選
び
、
始
め
の
一
〇
丁
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
種
類

が
調
査
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
仮
名
草
子→

西
鶴
本→

馬
琴
読
本→

草
双
紙
類→

浄
瑠
璃
本
の
順
で
仮
名
字
体
の
種
類
が
減
少
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

「
要
す
る
に
近
世
の
出
版
物
、
特
に
文
学
領
域
の
版
本
の
字
面
は
、
収
斂
・
合
理
化
の
道
を
進
ん
だ
。
そ
れ
は
文
化
が
下
の
方
へ
向
か
っ
て
開
く
大
衆
化
の

道
で
あ
る
。
」（p

.
1
0

）
と
述
べ
、
出
版
物
の
大
衆
化
・
読
者
層
の
拡
大
に
伴
う
仮
名
字
体
の
種
類
の
整
理
が
進
ん
だ
道
筋
を
提
示
し
た
。
浜
田
（
一
九
七
九
）

の
調
査
資
料
は
草
双
紙
類
に
馬
琴
読
本
以
前
に
出
版
さ
れ
て
い
る
黄
表
紙
を
含
む
な
ど
大
略
的
な
指
標
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
近
年
、
久
田
（
二
〇
一
五
）

に
お
い
て
、
よ
り
厳
密
に
文
学
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の
仮
名
字
体
の
種
類
に
調
査
が
及
び
、
通
時
的
過
程
が
詳
細
化
さ
れ
、
基
本
的
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
の

種
類
が
近
世
中
期
頃
に
固
定
化
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。 

 

勿
論
、
近
世
期
以
前
の
平
仮
名
が
ま
っ
た
く
庶
民
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
印
刷
が
書
物
と
し
て
伝
わ
る
文
芸

作
品
を
多
く
の
読
者
に
享
受
さ
れ
る
も
の
た
ら
し
め
、
大
衆
が
平
仮
名
を
通
し
て
読
書
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。 

 

中
世
期
の
写
本
で
あ
る
定
家
筆
『
更
級
日
記
』
、
伝
冷
泉
為
相
筆
『
平
仲
物
語
』
、
三
条
西
本
『
源
氏
物
語
』
、
近
世
期
の
古
活
字
本
『
竹
取
物
語
』
、
板
本

『
雨
月
物
語
』
の
仮
名
と
漢
字
使
用
に
つ
い
て
検
討
し
、
仮
名
字
体
の
種
類
と
そ
の
使
用
割
合
を
示
し
た
前
田
富
祺
（
一
九
七
一
）
で
は
、
板
本
『
雨
月
物
語
』

の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
、
写
本
・
古
活
字
本
と
か
な
り
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
結
論
で
は
、
仮
名
と
漢
字
使
用
の
両
方
を
含
め
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。 

 

調
べ
た
範
囲
で
も
っ
と
も
は
っ
き
り
し
た
相
違
が
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
『
雨
月
』
と
い
う
近
世
の
板
本
の
文
字
使
用
と
中
世
ま
で
の
も
の
と
の
違
い

で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
『
竹
取
』
は
中
世
の
写
本
か
ら
近
世
の
板
本
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
古
活
字
本
で
あ
っ
た
が
、
性
格
的
に
は
む
し
ろ
中
世
の

写
本
に
通
ず
る
点
が
多
い
資
料
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
中
略
） 
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写
本
は
、
読
み
や
す
さ
と
と
も
に
美
的
な
効
果
の
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
板
本
は
実
用
的
な
性
格
を
よ
り
強
く
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
以
下
略
）p

.
1
2
6
-
1
2
7 

 
 

 

整
版
印
刷
本
に
よ
り
流
布
す
る
作
品
の
平
仮
名
は
、
写
本
時
代
に
み
え
る
書
の
美
か
ら
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
が
大
衆
文
化
の
時
代
で
あ
る
近
世
期
の

平
仮
名
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
こ
で
近
世
期
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
当
時
の
仮
名
字
体
の
表
記
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
考
え
る
必
要
が
生
じ
る
。 

前
田
（
一
九
七
一
）
、
浜
田
（
一
九
七
九
）
に
よ
り
見
通
し
が
つ
け
ら
れ
て
以
後
、
近
世
期
の
仮
名
字
体
の
種
類
や
使
用
傾
向
、
そ
の
用
字
の
検
討
は
種
々
の

資
料
に
及
ん
だ
。
こ
れ
ま
で
仮
名
字
体
の
調
査
が
及
ん
で
い
る
資
料
は
、
黄
表
紙
や
合
巻
、
赤
本
な
ど
平
易
な
平
仮
名
文
で
あ
る
草
双
紙
や
、
洒
落
本
、
滑

稽
本
、
人
情
本
な
ど
の
通
俗
的
な
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
近
世
後
期
の
出
版
物
に
あ
た
り
、
版
型
と
し
て
は
中
本
、
小
本
と
小
型
な
本
で
あ
り
、
安
価
で

広
い
範
囲
の
読
者
層
が
手
に
取
る
こ
と
が
可
能
な
本
で
あ
っ
た
。
黄
表
紙
・
合
巻
の
草
双
紙
類
の
仮
名
字
体
の
種
類
は
、
浜
田
（
一
九
七
九
）
に
近
世
小
説
の

中
で
最
も
仮
名
字
体
の
種
類
数
が
少
な
い
段
階
に
あ
る
と
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
大
衆
文
化
の
出
版
物
に
お
け
る
仮
名
表
記
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る

に
あ
た
り
、
調
査
・
検
討
の
不
可
欠
な
資
料
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

そ
う
し
た
先
行
研
究
が
あ
る
中
で
、
本
論
文
が
近
世
期
の
仮
名
字
体
の
種
類
・
使
用
傾
向
を
調
査
・
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
る

の
は
、
近
世
後
期
に
絶
大
な
人
気
を
得
た
読
本
作
家
、
曲
亭
馬
琴
の
読
本
で
あ
る
。 

 

草
双
紙
類
の
著
述
を
し
た
当
時
の
作
家
は
、
草
双
紙
類
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
手
掛
け
る
も
の
だ
っ
た
一

。
そ
の
中
で
、
稿
者

が
注
目
し
た
読
本
は
、
草
双
紙
や
洒
落
本
、
滑
稽
本
な
ど
と
は
一
線
を
画
す
、
格
調
高
い
娯
楽
小
説
だ
っ
た
。
当
時
の
意
識
と
し
て
、
式
亭
三
馬
が
『
昔
唄

花
街
始
』（
文
化
六
〈
一
八
〇
九
〉
年
）
の
跋
文
に
「
讀
本

よ
み
ほ
ん

は
上
菓
子

じ
や
う
く
わ
し

に
て
。
草
雙
紙

く

さ

ざ

う

し

は
駄
菓
子

だ

ぐ

わ

し

也
。
」
と
例
え
て
い
る
こ
と
二

や
、
曲
亭
馬
琴
が
『
近
世
物
之
本

江
戸
作
者
部
類
』（
天
保
五
〈
一
八
三
四
〉
年
成
立
）
に
赤
本
作
者
部
・
洒
落
本
并
中
本
作
者
部
・
中
本
作
者
部
・
読
本
作
者
部
に
分
け
た
理
由
を
「
赤
本
・
洒

落
本
・
中
本
・
読
本
の
如
き
、
各
そ
の
差
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
戯
墨
は
則
是
一
な
り
。
但
そ
の
文
に
雅
俗
あ
り
、
作
者
の
用
意
も
亦
同
じ
か
ら
ず
。
こ
の
故

に
そ
の
部
を
分
ち
て
詳
に
せ
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
」
三

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
窺
え
る
。
版
型
も
半
紙
本
と
大
き
め
で
、
漢
字
が
多
い
、
文
語
文
で
書
か
れ
た

読
本
は
、
大
衆
が
享
受
し
た
娯
楽
小
説
の
中
で
も
草
双
紙
な
ど
に
対
し
て
質
が
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

浜
田
（
一
九
七
九
）
で
は
、
一
時
代
の
指
標
と
し
て
馬
琴
読
本
を
数
点
調
査
し
、
そ
れ
ら
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
の
種
類
が
草
双
紙
類
に
比
べ
て
多
い
こ

と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
調
査
結
果
を
時
代
的
な
指
標
と
し
て
の
み
考
え
る
よ
り
も
、
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
に
よ
っ
て
、
仮
名
字
体
の
種
類
数
や
、
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そ
の
使
用
法
の
あ
り
方
が
異
な
っ
た
た
め
に
表
れ
た
差
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。 

本
論
文
第
一
部
「
読
本
の
板
面
に
表
れ
る
仮
名
字
体
の
表
記
実
態
」
で
は
、
近
世
後
期
の
読
本
作
家
と
し
て
最
も
著
名
な
曲
亭
馬
琴
の
読
本
を
取
り
上
げ
、

そ
の
仮
名
字
体
の
種
類
と
、
使
用
法
を
重
視
し
て
表
記
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
出
版
物
と
し
て
人
々
が
接
す
る
仮
名
字
体
の
表
記
と
い
う
観
点
か
ら
、
調

査
資
料
を
主
と
し
て
板
本
と
し
、
草
双
紙
類
と
比
較
し
つ
つ
読
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
表
記
を
示
す
。 

第
一
章
で
は
馬
琴
の
読
本
と
合
巻
の
仮
名
字
母
の
種
類
を
比
較
し
、
読
本
と
合
巻
の
違
い
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
章
・
第
三
章
で
は
当
時
よ
く

読
ま
れ
た
『
月
氷
竒
縁
』（
文
化
二
〈
一
八
〇
五
〉
年
）
、『
椿
説
弓
張
月
』
前
篇
（
文
化
四
〈
一
八
〇
七
〉
年
）
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
（
文
化
一
一
〈
一
八
一
四
〉

年
）
を
資
料
と
し
て
、
読
本
の
板
本
に
お
け
る
本
行
の
仮
名
字
体
の
種
類
と
そ
の
表
記
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
章
で
は
、
本
行
よ
り
も
仮
名

字
体
の
種
類
が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
振
り
仮
名
の
表
記
実
態
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。 

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
板
本
の
仮
名
字
体
の
表
記
実
態
は
、
そ
の
表
記
が
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
る
も
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
情

を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
板
本
の
制
作
工
程
上
、
必
ず
し
も
馬
琴
の
表
記
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
先
行
研
究
で
は
、
馬
琴
読
本
の

稿
本
を
含
む
、
自
筆
資
料
を
中
心
に
仮
名
字
体
の
表
記
を
検
討
し
た
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
や
、
合
巻
の
筆
耕
二
名
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
表
記
に
注
目
し
た
内

田
（
二
〇
〇
〇
）
が
あ
り
、
板
本
に
あ
た
っ
て
の
仮
名
字
体
に
よ
る
用
字
の
事
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
馬
琴
読
本
の
板
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
仮

名
字
体
の
種
類
や
そ
の
表
記
に
個
別
性
が
見
受
け
ら
れ
、
複
数
冊
の
稿
本
と
筆
耕
の
異
な
る
板
本
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
、
第
二
部
「
書
き
手
に
お
け
る
読
本
の
仮
名
字
体
の
表
記
実
態
」
で
は
、
馬
琴
の
自
筆
稿
本
が
残
る
読
本
を
調
査
資
料
と
し
、
板
本
の
清
書
を
行

う
筆
耕
の
表
記
を
含
め
、
書
き
手
が
読
本
の
仮
名
字
体
の
表
記
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
用
字
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
。
馬

琴
自
身
が
読
本
の
稿
本
の
執
筆
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
仮
名
字
体
の
種
類
を
用
い
、
表
記
し
て
い
た
の
か
、
時
期
に
よ
っ
て
違
い
が
な
い
の
か
。
ま
た
、

筆
耕
は
ど
う
表
記
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
か
。
書
き
手
に
お
け
る
読
本
の
仮
名
字
体
の
使
用
と
い
う
問
題
を
、
こ
こ
で
解
消
し
た
い
。 

本
論
文
の
冒
頭
に
、
資
料
と
し
て
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
第
二
編
巻
之
一
（
文
化
一
四
〈
一
八
一
七
〉
年
）
の
前
書
き
の
翻
刻
を
掲
載
し
た
。
こ
の
中
で
、
馬
琴
が

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

 

就
中

な
か
ん
づ
く

こ
の
書し

よ

の
前
板

せ
ん
は
ん

。
棗
人

そ
う
じ
ん

の
刀た

う

を
も
て
。

戕
そ
こ
な
は

る
ゝ
も
の
い
と
多お

ほ

か
り
。
或

あ
る
ひ

は
圏
点

け
ん
て
ん

傍
訓

ほ
う
く
ん

を
削
去

け
づ
り
さ

り
。
或

あ
る
ひ

は
真
名

ま

な

を
削
去

け
づ
り
さ

て
。
補

お
ぎ
な

ふ
に
假
字

か

な

を

以
も
つ
て

す
。［
筑
紫

つ

く

し

琴 こ
と

を
筑
紫

つ

く

し

こ
と
と
す
る
の

類
た
ぐ
ひ

な
り
］ 

ゑ 

え
を
へ
と
し
。
ひ 

ゐ
を
い
と
し
。

𛁈

も
じ
を

𛁅

と
し
。
𛂦 

𛂣

を

𛂞

と
す
。［
よ
ろ
づ
を
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よ
ろ
ず
と
す
る
の
类

た
ぐ
ひ

亦 ま
た

多 お
ほ

し
］

𛁈 

𛁅

は
義ぎ

に
お
い
て
違た

が

ざ
れ
ど
も
。

𛁈

は
上か

み

に
お
く
の
假
字

か

な

。

𛁅

は
下し

も

に
つ
く
の
假
字

か

な

也
。

𛂦 

𛂞

も
亦ま

た

こ
れ

に
同お

な

じ
。 

 

板
本
に
生
ず
る
表
記
の
「
誤
り
」
と
い
う
文
脈
で
、〈
シ
〉
と
〈
ハ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
を
区
別
し
て
表
記
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
を
区
別
す
る
記
述
は
、
歌
学
書
や
仮
名
遣
書
、
教
訓
書
に
も
み
え
る
も
の
四

で
あ
る
。
し
か
し
、
指
導
書
の
記
述
と
し
て
で
は
な

く
、
一
作
家
が
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
に
つ
い
て
認
識
を
示
し
て
い
る
例
は
、
馬
琴
が
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。 

馬
琴
に
は
、
図
書
館
が
所
蔵
し
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
読
本
の
稿
本
が
ま
と
ま
っ
て
残
り
、
右
の
よ
う
な
使
用
認
識
を
馬
琴
読
本
の
自
筆
稿
本
の
使
用

実
態
か
ら
探
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

第
二
部
の
第
五
章
で
は
時
期
の
異
な
る
馬
琴
読
本
の
稿
本
と
、
筆
耕
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
板
本
の
比
較
を
行
い
、
そ
の
表
記
に
ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る

の
か
全
体
像
と
、
仮
名
字
体
が
別
の
仮
名
字
体
に
な
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
用
字
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
示
す
。
第
六
章
以
降
は
、
中
世
期
か
ら
明
治
ま

で
の
資
料
に
一
貫
し
て
【

𛁈

】
は
語
頭
、【

𛁅

】
は
非
語
頭
と
い
う
使
用
傾
向
が
見
出
さ
れ
、
馬
琴
が
使
用
位
置
を
区
別
す
る
認
識
を
示
し
て
い
る
〈
シ
〉

の
仮
名
字
体
の
使
用
実
態
を
検
討
す
る
（
〈
ハ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
は
第
四
章
で
触
れ
る
）
。
第
六
章
で
は
、
馬
琴
の
行
頭
に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
傾
向
に
つ
い

て
、
時
期
的
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
第
七
章
で
は
、
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
、
作
家
・
筆
耕
が
語
頭
に
【

𛁅

】
を
使
用
す

る
場
合
を
含
め
、
そ
の
用
字
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
第
八
章
で
は
、
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
語
頭
の
【

𛁈

】
に
つ
い

て
、
か
な
り
徹
底
し
た
態
度
で
用
字
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
馬
琴
読
本
の
筆
耕
が
馬
琴
か
ら
離
れ
た
際
の
著
作
や
、
近
世
前
期
の
資
料
の
調
査
と
比

較
対
照
す
る
こ
と
で
浮
き
彫
り
に
す
る
。 

 

馬
琴
読
本
を
調
査
資
料
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
は
、
作
家
と
そ
の
作
家
を
取
り
巻
く
筆
耕
ら
の
表
記
を
明
ら
か
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
側
面
が
あ
る
。
し
か

し
、
読
本
の
仮
名
字
体
の
表
記
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
同
じ
作
家
で
も
ど
れ
ほ
ど
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
位
相
差
が
あ
る
の
か
、
漢
字
平
仮
名
混

じ
り
文
と
い
う
表
記
体
に
あ
っ
て
複
数
の
仮
名
字
体
を
用
い
る
表
記
が
平
仮
名
文
と
同
等
に
み
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
、
大
衆
が
享
受
し
た
近
世
後
期
に
お

け
る
仮
名
字
体
の
表
記
実
態
の
幅
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
繋
が
る
と
稿
者
は
考
え
る
。 
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注一 
例
え
ば
、
山
東
京
伝
が
洒
落
本
・
黄
表
紙
作
家
と
し
て
名
を
馳
せ
、
寛
政
改
革
の
風
俗
粛
清
で
手
鎖
五
十
日
の
処
罰
を
受
け
て
以
後
、
読
本
の
執
筆
を
開
始

し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
十
返
舎
一
九
、
式
亭
三
馬
と
い
っ
た
著
名
な
作
家
も
、
黄
表
紙
、
滑
稽
本
、
読
本
と
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を

執
筆
し
て
い
る
。 

二 

『
昔
唄
花
街
始
』
（
国
立
国
会
図
書
館
本
、
請
求
記
号
：
京
乙-

３
６
）
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
し
た
（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一

九
年
一
二
月
五
日
）
。
こ
の
跋
文
の
記
述
に
つ
い
て
は
髙
木
元
「
江
戸
読
本
に
見
る
造
本
意
識
」
（
高
木
元
氏
Ｈ
Ｐ
「
ふ
み
く
ら
」

h
t
t
p
s
:
/
/
f
u
m
i
k
u
r
a
.
n
e
t
/
p
a
p
e
r
/
e
i
r
i
Y
.
h
t
m
l

を
参
照
。
初
出
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
〇
九
号
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
、
「
格

調
高
い
知
的
な
読
み
物
」
と
し
て
読
本
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

三 

『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
（
徳
田
武
校
注
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）p

.
1
4
2
 

四 

仮
名
字
体
の
使
用
位
置
を
区
別
す
る
こ
と
の
記
述
が
あ
る
書
物
に
つ
い
て
は
宇
野
（
一
九
八
六
）
に
詳
し
い
。 
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近
世
期
資
料
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
表
記
の
先
行
研
究 

 

各
論
に
入
る
前
に
、
近
世
期
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
表
記
に
つ
い
て
論
じ
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。 

近
世
期
の
文
字
生
活
の
上
で
平
仮
名
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
か
、
近
代
以
前
の
文
字
生
活
を
考
察
し
た
池
上
（
一
九
五
五
）
「
文
字
論
の
た
め
に
」

に
は
「
江
戸
時
代
に
な
る
と
仮
名
草
子
な
る
も
の
が
企
業
と
し
て
成
立
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
平
仮
名
を
た
ど
っ
て
な
ら
読
め
る
人
も
一
般

に
相
当
あ
っ
た
ら
う
。
後
期
の
出
版
の
盛
行
は
そ
れ
を
物
語
る
し
、
更
に
本
は
私
蔵
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
貸
本
屋
を
通
し
て
広
く
読
ま
れ
た
ら
し
い
。
出
版

部
数
か
ら
読
者
を
考
へ
る
場
合
、
今
日
と
同
様
に
（
尤
も
貸
本
屋
は
栄
え
て
き
た
が
）
は
ゆ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
」（p

.
9

）
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点

は
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
前
田
（
一
九
七
一
）
の
漢
字
・
仮
名
の
調
査
に
よ
り
中
世
の
写
本
類
に
比
し
て
近
世
期
の
板
本
に
仮
名
字
体
の
種
類

が
少
な
い
こ
と
、
浜
田
（
一
九
七
九
）
に
は
、
近
世
小
説
の
板
本
で
は
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
、
仮
名
字
体
の
種
類
が
減
少
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
写
本

時
代
か
ら
整
版
印
刷
本
時
代
へ
、
商
業
出
版
の
隆
盛
に
よ
り
文
学
板
本
の
平
仮
名
表
記
が
大
衆
化
の
道
筋
を
辿
っ
た
こ
と
が
具
体
的
に
さ
れ
た
。 

特
に
、
浜
田
（
一
九
七
九
）
で
は
調
査
資
料
ご
と
の
仮
名
字
体
の
種
類
数
を
示
し
、
仮
名
草
子→

西
鶴
本→

馬
琴
読
本→

草
双
紙
類→

浄
瑠
璃
本
の
順
で
仮

名
字
体
の
種
類
数
の
総
和
が
減
少
す
る
こ
と
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
各
作
品
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
の
種
類
の
振
れ
幅
も
狭
く
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
、
そ
の
後
の
近
世
期
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
表
記
研
究
に
お
い
て
、
大
き
な
指
標
と
な
っ
た
。
浜
田
（
一
九
七
九
）
以
後
、
近
世
期
資
料
に
お
い
て
使
用
さ

れ
る
仮
名
字
体
の
種
類
や
、
仮
名
字
体
の
用
字
一

に
つ
い
て
、
個
別
の
資
料
や
ジ
ャ
ン
ル
に
調
査
が
及
び
、
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
現
在
で
は
、
近
世
期
の

仮
名
字
体
と
そ
の
表
記
に
つ
い
て
、
種
々
の
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

複
数
種
の
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
中
世
期
二

か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
平
仮
名
資
料
の
調
査
で
、
そ
の
用
法
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
語
学
大
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
矢
田
勉
氏
執
筆
項
目
「
変
体
仮
名
」
の
【
表
記
機
能
】
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
近
世
期

の
諸
資
料
に
お
い
て
確
認
で
き
る
仮
名
字
体
の
用
字
法
で
あ
る
た
め
、
左
に
引
用
す
る
。 

 

 
 

 

①
特
定
の
語
彙
と
特
定
の
字
体
と
の
対
応
。『
土
佐
日
記
』
か
ら
近
世
の
資
料
に
至
る
ま
で
、「
け
ふ
（
今
日
）
」
に
は
「

𛀳

（
介
）
ふ
」
を
用
い
る

こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
消
息
で
の
「
ま
い
ら
せ
（
候
）
」
、
暦
で
の
干
支
（
「
き
の
え
」
な
ど
）
の
常
套
句
は
、
特
定
の
仮
名
字
体
に
よ
る
表
記
の
固
定

化
か
ら
更
に
進
ん
で
符
丁
化
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
仮
名
に
表
語
表
記
的
性
格
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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②
表
記
位
置
に
よ
る
使
い
分
け
（
文
節
頭
／
文
節
末
、
行
頭
／
行
末
な
ど
）
。
仮
名
字
体
に
は
、
そ
の
形
状
か
ら
本
来
的
に
特
定
の
位
置
に
書
か
れ

や
す
い
傾
向
性
を
有
す
る
場
合
が
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
全
て
の
同
音
節
連
続
で
の
使
用
か
ら
、
文
節
を
跨
ぐ
連
続
で
の
不
使

用
と
い
う
踊
り
字
用
法
の
変
化
に
伴
っ
て
、
文
節
の
境
界
を
挟
ん
で
同
音
の
仮
名
が
連
続
す
る
場
面
に
現
れ
た
こ
と
で
、
文
節
末
に
使
用
す
る
字
体

と
文
節
頭
に
使
用
す
る
字
体
と
が
意
識
的
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
し
（
非
文
節
頭
）-

𛁈

（
文
節
頭
）
」
、「
と
（
非
文
節
頭
）-

（
文

節
頭
）
」
な
ど
に
典
型
的
で
、
分
節
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
記
の
習
慣
に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、『
新
撰
仮

名
文
字
遣
』・『
悦
目
抄
』・『
一
歩
』・『
男
重
宝
記
』
等
の
諸
書
に
記
述
が
見
え
る
。
そ
の
記
述
は
必
ず
し
も
表
記
の
実
態
と
合
う
も
の
ば
か
り
で
な

く
、
ま
た
類
書
的
な
書
籍
に
多
く
見
え
る
点
は
、
常
識
的
な
知
識
と
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。 

 
 

 

③
隣
接
あ
る
い
は
近
接
す
る
同
音
節
で
の
避
板
法
的
使
用
。
こ
れ
に
は
、
目
移
り
を
防
ぐ
な
ど
の
目
的
が
考
え
ら
れ
る
。
文
学
写
本
や
、
語
頭
に
同

音
節
の
並
ぶ
辞
書
類
で
用
い
ら
れ
た
例
が
あ
る
。（p
.
8
4
2

） 

  

近
世
期
に
お
け
る
、
特
に
文
学
作
品
の
板
本
に
は
、
右
の
使
用
傾
向
が
確
認
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

近
世
期
の
仮
名
字
体
の
様
相
と
し
て
は
、
文
学
作
品
の
板
本
・
写
本
や
、
自
筆
資
料
以
外
に
、
国
学
者
の
学
問
書
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
仮
名
字
体
使
用

三

、
女
子
用
往
来
四

、
能
書
家
の
仮
名
字
体
五

、
俳
書
、
狂
歌
集
、
川
柳
六

な
ど
に
及
ん
で
い
る
。
本
論
文
で
調
査
資
料
と
す
る
馬
琴
読
本
に
関
係
す
る
文
学
作

品
の
板
本
の
調
査
研
究
を
中
心
に
、
先
行
研
究
を
述
べ
て
い
く
。 

 

こ
れ
ま
で
に
最
も
調
査
が
及
ん
で
い
る
の
は
黄
表
紙
・
合
巻
と
い
っ
た
草
双
紙
の
仮
名
字
体
の
表
記
で
あ
る
。
草
双
紙
は
絵
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
周
り

に
平
仮
名
文
が
配
置
さ
れ
る
本
で
、
近
世
期
の
娯
楽
小
説
の
中
で
最
も
庶
民
向
け
の
ジ
ャ
ン
ル
と
い
え
る
。 

矢
野
（
一
九
九
〇
）
に
は
十
返
舎
一
九
自
画
作
の
蔦
屋
板
黄
表
紙
五
作
品
、
同
（
一
九
九
二
）
に
は
十
返
舎
一
九
の
榎
本
板
黄
表
紙
四
作
品
の
仮
名
字
体
の
種

類
と
、
そ
の
用
法
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
、
仮
名
字
体
の
使
い
分
け
に
右
の
①
②
③
の
機
能
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
仮
名
の
字
体
に
多
少
は
語

あ
る
い
は
文
節
の
把
握
に
役
立
つ
」（
矢
田
一
九
九
〇
：p

.
2
5
6

）
と
述
べ
た
。 

久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
で
は
、
子
供
向
け
の
絵
本
で
あ
る
赤
本
の
調
査
で
仮
名
字
体
の
種
類
の
少
な
さ
や
、
①
②
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
確
認
し
、

最
も
単
純
な
仮
名
使
用
の
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

久
保
田
氏
の
研
究
に
は
黄
表
紙
の
個
別
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
調
査
検
討
が
あ
り
、
久
保
田
（
一
九
九
六
）
に
恋
川
春
町
『
無
益
委
記
』
、
同
（
一
九
九
八
）

に
『
金
々
先
生
栄
華
夢
』
、
同
（
二
〇
〇
二
）
に
芝
全
交
『
大
悲
千
禄
本
』
の
調
査
が
あ
る
。
久
保
田
（
一
九
九
六
）
で
は
、『
無
益
委
記
』
の
序
文
、
本
文
、
詞
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書
ご
と
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
の
種
類
が
異
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
赤
本
に
も
確
認
さ
れ
る
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
る
詞
書
に
対
し
、
本
文
に
は
詞

書
に
は
使
用
さ
れ
な
い
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
、
更
に
序
文
に
は
詞
書
・
本
文
に
使
用
さ
れ
な
い
特
殊
な
字
体
を
使
用
す
る
装
飾
的
な
用
字
が
行
わ
れ
る
と

い
う
、
仮
名
字
体
の
使
用
種
類
の
位
相
差
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
久
保
田
（
一
九
九
八
）（
二
〇
〇
二
）
で
は
、
①
②
③
の
使
用
傾
向
を
確
認
し
つ
つ
、
連

綿
・
筆
致
、
改
行
、
漢
字
の
効
果
的
な
使
用
な
ど
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
平
仮
名
の
多
い
文
字
列
に
お
け
る
切
れ
目
表
示
の
ひ
と
つ
に
仮
名
字
体
の
使
い
分
け

を
位
置
づ
け
る
。 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
で
は
恋
川
春
町
自
筆
板
下
の
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
』
と
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
の
仮
名
字
体
の
種
類
と
そ
の
使
用
傾
向
に
つ

い
て
比
較
・
検
討
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
洒
落
本
に
は
黄
表
紙
に
比
し
て
画
数
の
多
い
、
複
雑
な
仮
名
字
体
の
種
類
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
、
黄
表
紙
の
よ
う
に
絵
の
周
り
に
文
字
を
配
す
体
裁
と
、
絵
と
文
章
が
分
け
ら
れ
た
洒
落
本
の
体
裁
と
い
う
文
字
を
書
き
込
む
空
間
の
多
少
と
、
文
字

の
統
一
性
の
観
点
か
ら
そ
の
事
情
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。 

合
巻
の
調
査
は
、
内
田
（
一
九
九
八
ｂ
）
に
柳
亭
種
彦
の
自
筆
稿
本
の
仮
名
字
体
、
同
（
一
九
九
八
ｃ
）
に
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
自
筆
稿
本
と
板
本
の
仮
名
字

体
が
調
査
検
討
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
内
田
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
、
馬
琴
の
『
金
毘
羅
船
利
生
纜
』
に
お
い
て
筆
耕
・
仙
橘
と
谷
金
川
の
担
当
箇
所
ご
と
に
自

筆
稿
本
と
板
本
の
比
較
・
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
調
査
で
は
、
各
筆
耕
が
稿
本
の
使
用
仮
名
字
体
を
か
な
り
の
割
合
で
受
け
継
い
で
い
る
と
と
も

に
、
一
部
の
仮
名
字
体
に
は
、
複
数
名
の
筆
耕
に
共
通
す
る
仮
名
字
体
の
異
同
と
、
筆
耕
ご
と
に
異
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
仮
名
字
体
の
異
同
が
み
ら
れ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
が
草
双
紙
の
仮
名
字
体
の
使
用
実
態
に
関
す
る
先
行
研
究
で
あ
る
。
次
に
、
版
型
を
中
本
と
す
る
通
俗
小
説
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
調
査
に
つ
い
て

述
べ
る
。 

玉
村
（
一
九
九
四
）
で
は
人
情
本
『
春
色
梅
児
誉
美
』
の
仮
名
字
体
の
調
査
が
な
さ
れ
、
多
く
の
資
料
に
共
通
す
る
使
用
傾
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
ほ
か
、

作
中
の
和
歌
に
は
本
文
に
は
使
用
さ
れ
な
い
【

𛁻

】【

𛃟

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
や
、
序
文
や
口
絵
の
文
字
に
も
【

𛁛

】【

𛁫

】
等
や
は
り
本
文
に
は
使

用
さ
れ
な
い
仮
名
字
体
が
み
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
滑
稽
本
『
浮
世
風
呂
』
を
調
査
し
た
研
究
に
久
保
田
（
一
九
九
七
）
が
あ
り
、
そ
の
仮
名
字
体
の

使
い
分
け
が
か
な
り
排
他
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
久
保
田
（
二
〇
〇
九
）
で
は
、
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
の
序
文
・
本

文
・
跋
文
の
仮
名
字
体
の
使
用
種
類
の
違
い
と
用
字
の
違
い
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
、
そ
の
装
飾
的
な
使
用
傾
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
以
上
は
中
本
の

通
俗
小
説
に
お
け
る
仮
名
字
体
だ
が
、
洒
落
本
に
比
し
て
、
人
情
本
や
滑
稽
本
の
本
文
は
よ
り
庶
民
的
な
仮
名
字
体
の
種
類
・
用
字
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ

る
。 
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小
説
以
外
の
庶
民
の
娯
楽
的
な
読
み
物
と
し
て
、
三
原
（
一
九
九
八
）
、
前
田
（
一
九
九
八
）
に
噺
本
の
調
査
が
あ
る
。
そ
の
使
用
字
体
や
使
用
傾
向
は
小
説

類
と
共
通
す
る
。 

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
の
は
主
と
し
て
近
世
後
期
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
、
庶
民
的
な
文
学
作
品
で
あ
る
。
娯
楽
小
説
の
中
で
も
文
章
を
主
体
と
し
、
大

本
や
、
そ
れ
よ
り
や
や
通
俗
的
な
半
紙
本
で
出
版
さ
れ
る
堅
い
読
み
物
が
あ
っ
た
。
近
世
前
期
に
は
上
方
で
出
版
さ
れ
た
仮
名
草
子
、
浮
世
草
子
、
前
期
読

本
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
後
期
読
本
は
そ
の
系
譜
に
連
な
る
書
物
と
し
て
七

扱
わ
れ
る
。 

前
期
読
本
八

『
雨
月
物
語
』
の
使
用
仮
名
字
母
と
使
用
傾
向
は
、
先
述
の
前
田
（
一
九
七
一
）
に
調
査
結
果
が
あ
る
。
西
鶴
本
の
板
下
書
き
の
推
定
を
目
的

と
し
た
調
査
だ
が
、
島
田
（
一
九
九
〇
）
の
諸
論
考
で
西
鶴
本
の
使
用
仮
名
字
体
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

久
保
田
（
一
九
九
四
）
（
一
九
九
五
ａ
）
で
は
、
仮
名
草
子
『
可
笑
記
』
『
因
果
物
語
』
『
東
海
道
名
所
記
』
の
仮
名
字
体
と
そ
の
用
字
の
調
査
・
考
察
が
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
仮
名
草
子
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
も
と
に
、
久
保
田
氏
は
二
種
類
以
上
の
仮
名
字
体
が
み
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
数
多
く

使
用
さ
れ
る
常
用
の
字
体
「
多
用
字
体
」
と
、
そ
れ
以
外
の
時
々
交
ぜ
ら
れ
る
字
体
「
少
数
字
体
」
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
後
者
の
「
少
数
字
体
」
に

は
、
使
用
さ
れ
る
位
置
に
制
限
の
見
ら
れ
る
、
意
味
単
位
の
境
界
が
存
在
す
る
こ
と
の
機
能
を
持
つ
仮
名
字
体
（
先
の
①
②
③
に
該
当
す
る
）
と
、
使
用
さ

れ
る
位
置
の
制
限
等
に
特
徴
が
見
出
せ
な
い
、
美
的
観
点
か
ら
装
飾
的
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
装
飾
字
体
」
が
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
仮
名
草
子

は
装
飾
的
に
時
々
交
ぜ
ら
れ
る
字
体
が
多
い
と
い
う
仮
名
字
体
の
表
記
の
特
徴
を
示
し
た
。 

近
年
、
坂
（
二
〇
一
六
）
に
よ
り
、
物
之
本
の
笑
話
集
『
醒
睡
笑
』
、
浮
世
草
子
『
好
色
一
代
男
』『
浮
世
親
仁
形
気
』
、
前
期
読
本
『
英
草
紙
』『
雨
月
物
語
』

や
、
近
世
後
期
の
資
料
に
滑
稽
本
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
、
随
筆
『
北
越
雪
譜
』
に
お
け
る
使
用
仮
名
字
母
・
仮
名
字
体
（
坂
二
〇
一
六
で
は
仮
名
字
形
）
が
調

査
さ
れ
、
そ
の
種
類
や
使
用
数
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
近
世
前
期
の
物
之
本
に
仮
名
字
体
の
種
類
数
に
は
一
〇
〇
以
上
、
近
世
後
期
の
資
料
に
は
八
〇

種
類
以
上
が
数
え
ら
れ
て
お
り
、
大
ま
か
に
近
世
前
期
の
物
之
本
に
仮
名
字
体
の
種
類
が
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
変
遷
の
中
で
、
『
好
色
一
代
男
』

に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
の
種
類
が
特
異
な
こ
と
を
位
置
づ
け
て
い
る
。 

 

後
期
読
本
に
つ
い
て
は
、
馬
琴
の
書
簡
・
日
記
及
び
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
八
輯
巻
之
一
の
自
筆
稿
本
と
板
本
の
使
用
仮
名
字
体
を
検
討
し
た
大
島
（
二

〇
〇
〇
）
の
研
究
が
あ
る
。
近
世
の
小
説
類
に
行
わ
れ
て
い
る
①
②
③
の
仮
名
字
体
の
用
字
が
書
簡
・
日
記
に
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
行
頭
に
お
け
る

用
字
や
変
字
法
が
自
筆
稿
本
と
板
本
に
し
か
み
ら
れ
な
い
、
と
い
う
、
板
本
向
け
の
仮
名
字
体
の
用
字
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
娯
楽
小
説
以
外
の
文
学
作
品
の
板
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
調
査
に
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
板
本
に
つ
い
て
は
荊
木
（
一
九
八
三
）
に
お
い
て
使

用
字
体
と
そ
の
使
用
傾
向
の
指
摘
が
あ
る
九

。
ま
た
、『
平
家
物
語
』
延
宝
五
年
板
本
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
法
を
探
っ
た
土
肥
（
二
〇
一
八
）
に
よ
り
、
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当
該
版
本
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

 
近
世
前
期
の
浄
瑠
璃
本
の
仮
名
字
体
を
調
査
に
は
坂
梨
（
一
九
七
九
）（
二
〇
一
四
）
、
野
口
（
一
九
八
三
）
、
佐
藤
（
二
〇
〇
九
）
の
研
究
が
あ
る
。
坂
梨
（
一
九

七
九
）
に
は
『
曽
根
崎
心
中
』
諸
本
の
〈
ハ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
野
口
（
一
九
八
三
）
で
は
近
松
浄
瑠
璃
丸
本
諸
作
品
に
お
け

る
仮
名
字
体
の
種
類
と
そ
の
用
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
（
二
〇
〇
九
）
で
は
享
保
期
に
初
演
さ
れ
た
浄
瑠
璃
板
本
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
、
〈
シ
〉
〈
リ
〉

に
限
っ
て
、
本
行
と
振
り
仮
名
の
仮
名
字
体
の
用
字
を
検
討
し
て
い
る
。 

 

以
上
、
娯
楽
小
説
を
中
心
と
し
た
、
読
み
物
の
板
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
確
認
し
た
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
文
で
馬
琴
読
本

を
資
料
に
仮
名
字
体
と
そ
の
用
字
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
を
行
う
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

 

第
一
に
、
浜
田
（
一
九
七
九
）
で
は
馬
琴
読
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
種
類
数
が
多
く
、
そ
れ
に
対
し
て
草
双
紙
類
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
種
類
数
の
少
な

さ
を
時
代
差
と
し
て
扱
う
が
、
後
期
読
本
は
黄
表
紙
よ
り
も
後
に
成
立
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
同
時
代
的
な
仮
名
字
体
の
用
字
の
差
が
草
双
紙
と
読
本
に

あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
、
当
時
の
仮
名
字
体
の
用
字
の
幅
広
さ
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
読
本
の
仮
名
字
体
と
そ
の
用
字
を
調
査

す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
た
。 

勿
論
、
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
に
は
後
期
読
本
に
調
査
が
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
後
期
読
本
が
物
之
本
の
系
譜
に
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
そ
の
仮
名
字
体

の
表
記
は
装
飾
的
傾
向
が
あ
り
、
作
品
ご
と
に
多
様
な
用
字
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。
読
者
が
ど
の
よ
う
な
仮
名
字
体
の
種
類
や
表
記
に

接
し
て
い
た
の
か
、
一
例
の
み
で
は
板
本
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
る
仮
名
字
体
の
表
記
実
態
の
事
例
に
乏
し
い
と
い
え
、
複
数
の
読
本
か
ら
仮
名
字
体
の

表
記
実
態
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。 

第
二
に
、
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
に
お
い
て
馬
琴
読
本
の
稿
本
と
板
本
を
対
照
し
て
仮
名
字
体
の
用
字
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
書
簡
や
日
記
と
と
も
に
自
筆

稿
本
の
表
記
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、
調
査
さ
れ
た
読
本
も
一
冊
の
み
で
あ
る
。
馬
琴
合
巻
の
筆
耕
に
よ
る
仮
名
字
体
の
用
字
に
個
別
性
が
存
す
る
こ
と

は
内
田
（
二
〇
〇
〇
）
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
体
裁
や
表
記
体
が
大
き
く
異
な
る
読
本
に
お
い
て
筆
耕
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
合
巻
と
同
じ

結
果
が
み
ら
れ
る
の
か
、
作
家
に
お
い
て
ま
ず
仮
名
字
体
の
用
字
に
時
期
的
な
変
化
は
な
い
の
か
問
題
が
残
り
、
読
本
か
ら
書
き
手
に
お
け
る
仮
名
字
体
の

表
記
実
態
を
重
ね
る
こ
と
は
有
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

馬
琴
読
本
に
は
自
筆
稿
本
が
ま
と
ま
っ
て
残
存
し
、
板
本
の
清
書
を
担
当
し
た
筆
耕
が
明
ら
か
な
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
作
家
の
自
筆
稿
本
と
、
複
数

名
の
筆
耕
に
お
け
る
仮
名
字
体
に
よ
る
用
字
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。 

第
三
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
用
字
が
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
文
中
に
漢
字
が
あ
る
が
故
に
仮
名
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字
体
の
用
字
に
影
響
が
な
い
の
か
、
ほ
と
ん
ど
検
討
が
及
ん
で
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
例
え
ば
、
漢
字
に
つ
く
振
り
仮
名
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
仮
名
字

体
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
用
字
は
本
行
と
同
等
に
行
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
こ
れ
ま
で
扱
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
仮
名
字
体
に
よ
る
表
記

機
能
の
ひ
と
つ
、
②
表
記
位
置
に
よ
る
使
い
分
け
で
あ
る
「
し
（
非
文
節
頭
）-

𛁈
（
文
節
頭
）
」
な
ど
が
発
揮
す
る
分
節
機
能
は
、
平
仮
名
の
多
い
文
字
列

に
お
い
て
有
効
的
に
機
能
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
、
馬
琴
読
本
の
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
は
、
楷
書
体
漢
字
で
自
立
語
と
付
属
語
の
意
味

の
切
れ
目
が
明
確
で
あ
る
。
②
の
よ
う
な
用
字
が
馬
琴
読
本
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
か
、
用
字
が
行
わ
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
に

あ
る
の
か
、
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。 

以
上
の
問
題
点
に
基
づ
き
、
馬
琴
読
本
の
仮
名
字
体
と
そ
の
表
記
を
探
る
こ
と
で
、
近
世
期
に
特
有
の
仮
名
字
体
の
表
記
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

貢
献
で
き
る
と
考
え
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
各
論
に
入
り
た
い
。 

  

注 一 

仮
名
字
体
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
池
上
（
一
九
五
五
）
や
、
山
田
（
一
九
八
〇
）
「
文
字
論
に
課
せ
ら
れ
た
問

題
」
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。 

二 

中
世
期
の
仮
名
字
体
の
用
字
に
つ
い
て
は
安
田
（
一
九
六
七
）
（
一
九
七
一
）
（
一
九
七
二
）
（
一
九
七
三
）
に
よ
る
豊
臣
秀
吉
書
簡
や
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
、

仮
名
消
息
の
調
査
、
伊
坂
（
一
九
八
八
ａ
）
（
一
九
八
八
ｂ
）
（
一
九
九
〇
）
（
一
九
九
一
）
（
一
九
九
二
）
に
よ
る
藤
原
俊
成
筆
資
料
の
調
査
、
迫
野
（
一
九

七
四
）
、
小
松
（
一
九
七
四
（
二
〇
〇
六
所
収
）
）
に
藤
原
定
家
筆
資
料
の
調
査
に
よ
り
、
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
分
析
が
加
え
ら
れ
、
如
何
な
る
用
法
の

も
と
表
記
さ
れ
て
い
る
か
示
さ
れ
た
。
今
野
（
二
〇
〇
一
ａ
）
（
二
〇
〇
一
ｂ
）
に
は
伝
西
行
筆
本
、
源
氏
物
語
古
写
本
、
大
山
祇
神
社
連
歌
・
室
町
末
期

書
写
の
土
左
日
記
等
、
矢
田
（
一
九
九
五
ａ
）
に
は
僧
侶
の
仮
名
消
息
な
ど
に
仮
名
字
体
の
用
法
の
調
査
が
及
ん
で
い
る
。
以
上
の
調
査
検
討
に
よ
り
中
世

期
以
来
の
仮
名
字
体
の
用
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

三 

国
学
者
が
濁
音
仮
名
や
当
時
一
般
に
は
使
用
さ
れ
な
い
字
母
を
用
い
て
特
異
な
仮
名
字
体
使
用
の
層
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
は
矢
田
（
一
九
九
八
）
を
始

め
、
内
田
（
二
〇
〇
一
ａ
）
（
二
〇
〇
一
ｂ
）
（
二
〇
〇
六
）
（
二
〇
一
〇
）
（
二
〇
一
四
）
（
二
〇
一
六
）
の
種
々
の
国
学
者
の
学
問
書
に
お
け
る
調
査
に
よ

り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

四 

永
井
（
二
〇
〇
六
）
（
二
〇
〇
八
）
の
女
子
用
往
来
を
調
査
対
象
と
し
た
仮
名
字
体
と
そ
の
用
字
の
検
討
が
あ
る
。 

五 

宮
本
（
二
〇
一
七
）
に
松
花
堂
昭
乗
、
同
（
二
〇
一
八
）
に
光
悦
流
資
料
に
お
け
る
使
用
字
体
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。 
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六 

窪
田
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
与
謝
野
蕪
村
の
俳
書
と
書
簡
の
仮
名
字
体
が
比
較
さ
れ
、
俳
書
に
多
様
な
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
田

中
（
二
〇
一
八
）
で
は
狂
歌
集
の
仮
名
字
体
の
種
類
と
そ
の
用
字
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
川
柳
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
は
前
田
（
一
九
八
七
）
に
字
体

ご
と
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

七 

馬
琴
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
の
「
読
本
作
者
部
第
一
」
で
は
「
今
よ
り
百
年
あ
ま
り
已
前
、
世
俗
な
べ
て
冊
子
物
語

を
物
の
本
と
い
ひ
け
り
。
こ
は
物
語
の
本
と
い
ふ
べ
き
を
、
語
路
の
簡
便
に
儘
し
て
中
略
し
た
る
也
。
そ
を
又
近
来
は
読
本
と
い
ふ
。
」
と
あ
る
上
で
、「
近
世

物
の
本
の
め
で
た
き
は
」
と
し
て
上
方
で
出
版
さ
れ
た
仮
名
草
子
、
浮
世
草
子
の
作
品
や
『
英
草
紙
』
『
雨
月
物
語
』
な
ど
前
期
読
本
に
つ
い
て
流
れ
を
述
べ

（p
p
.
1
4
5
-
1
4
8

）
、
江
戸
の
読
本
作
家
の
解
説
に
入
る
。「
読
本
作
者
部
」
は
馬
琴
が
自
ら
の
読
本
を
物
の
本
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
記
述
で
は
あ
る
。
し
か

し
、
後
期
読
本
の
位
置
づ
け
が
、
後
世
の
近
世
文
学
史
の
系
統
と
し
て
の
み
の
見
方
で
は
な
い
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。 

八 

写
本
で
伝
わ
っ
た
前
期
読
本
『
春
雨
物
語
』
は
、
木
越
（
一
九
八
八
）
に
仮
名
字
体
の
種
類
と
そ
の
使
用
実
態
が
古
筆
切
等
と
比
較
さ
れ
つ
つ
検
討
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
仮
名
字
体
に
は
万
葉
仮
名
に
学
ん
だ
字
母
や
、
濁
音
仮
名
が
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
上
田
秋
成
の
表
現
と
し
て
の
文
字
使
用
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。 

九 

『
奥
の
細
道
』
に
関
し
て
は
、
写
本
の
仮
名
字
体
の
調
査
を
行
い
、
語
音
排
列
則
を
踏
ま
え
て
二
種
類
以
上
の
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
る
事
情
を
考
察
し
た

本
間
（
二
〇
一
四
）
の
研
究
も
存
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
松
尾
芭
蕉
の
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
お
け
る
仮
名
の
研
究
で
は
そ
の
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で

濱
（
二
〇
一
三
）
に
お
い
て
調
査
が
及
ん
で
い
る
。 
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第
一
部 
読
本
の
板
面
に
表
れ
る
仮
名
字
体
の
表
記
実
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第
一
章 

馬
琴
小
説
の
平
仮
名
字
母
の
研
究―

読
本
と
合
巻
の
比
較―

 

 

 
 

 

一 

は
じ
め
に 

 

 

江
戸
時
代
の
小
説
類
に
は
い
わ
ゆ
る
変
体
仮
名
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
現
代
人
に
と
っ
て
そ
の
読
書
を
困
難
に
し
て
い
る
。
〈
カ
〉
や
〈
ケ
〉
や
〈
シ
〉

な
ど
に
複
数
種
の
字
体
が
あ
り
、
文
中
に
使
用
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
平
仮
名
の
字
体
が
一
種
類
に
な
っ
て
い
る
我
々
に
と
っ

て
奇
異
な
表
記
法
と
い
え
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
複
数
種
の
仮
名
字
体
の
使
用
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
教
養
層
か
ら
庶
民
ま
で
幅
広
く
、
文
章
表
記
の
方
法
と
し
て
ご
く
普
通
に
機
能

し
て
い
た
。
庶
民
層
ま
で
読
み
書
き
が
浸
透
し
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
平
仮
名
字
体
の
種
類
は
豊
富
で

あ
り
、
文
芸
や
消
息
な
ど
の
文
章
表
記
に
多
種
類
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
現
行
仮
名
表
記
の
時
代
よ
り
、
平
仮
名
字
体
の
種
類
が
豊
富
な
時
代
の
方
が
、
歴

史
的
に
長
い
の
で
あ
る
。 

本
稿
で
は
江
戸
後
期
の
小
説
、
読
本
と
合
巻
を
比
較
し
、
変
体
仮
名
の
種
類
が
多
い
平
仮
名
表
記
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

江
戸
時
代
の
小
説
に
使
用
さ
れ
て
い
た
変
体
仮
名
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
板
本
の
仮
名
字
体
に
つ
い

て
は
江
戸
時
代
の
小
説
類
が
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
、
平
仮
名
の
種
類
が
減
少
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
一

。

江
戸
時
代
の
小
説
類
に
お
い
て
は
、
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
、
使
用
さ
れ
る
平
仮
名
の
種
類
総
数
が
異
な
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
。 

読
本
と
合
巻
の
体
裁
と
し
て
は
、
読
本
は
匡
郭
の
内
に
整
然
と
文
が
並
び
、
挿
絵
は
別
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
文
章
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
、

漢
語
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
漢
字
の
多
く
に
平
仮
名
で
振
り
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
合
巻
は
絵
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
周
り
に
文
章

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
文
章
は
平
仮
名
主
体
で
、
漢
字
は
極
力
少
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
違
い
と
、
文
体
と
し
て
の
違

い
が
あ
れ
ば
、
平
仮
名
の
種
類
総
数
、
そ
の
有
り
方
も
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

個
々
の
作
品
を
調
査
・
検
討
し
た
先
行
研
究
は
多
く
あ
る
が
、
読
本
を
個
別
に
調
査
し
た
研
究
二

は
少
な
く
、
馬
琴
板
本
と
草
双
紙
を
調
査
し
た
研
究
は

仮
名
字
体
総
数
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
具
体
的
な
字
体
は
示
さ
れ
て
い
な
い
三

。 

本
稿
で
扱
う
読
本
と
合
巻
で
は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
読
者
対
象
が
異
な
る
同
時
期
の
小
説
の
実
態
が
比
較
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
使
用
さ
れ
た
平
仮
名
の
種
類

に
つ
い
て
比
較
し
て
、
具
体
的
な
違
い
を
み
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。 
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読
本
に
限
ら
ず
、
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
本
は
、
木
版
に
よ
る
印
刷
で
制
作
さ
れ
て
い
る
た
め
、
自
筆
稿
本
と
板
本
と
で
は
表
記
の
改
変
が
行
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
作
家
が
書
い
た
稿
本
を
、
筆
耕
が
清
書
し
、
彫
り
師
が
清
書
を
基
に
板
を
彫
る
、
少
な
く
と
も
三
人
以
上
の
手
を
経
て
、
読
者
の
手
に
届
く

本
の
表
記
が
決
定
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
改
変
は
容
易
に
起
こ
り
う
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
作
家
の
意
図
せ
ざ
る
文
面
に
な
っ
て
し

ま
う
場
合
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
曲
亭
馬
琴
が
『
朝
夷
巡
嶋
記

あ
さ
ひ
な
し
ま
め
ぐ
り
き

』
で
、
板
本
の
表
記
ゆ
れ
に
つ
い
て
「
句
読
を
訛
り
。
語
勢
を
失
ひ
。
文
義
を
謬
ざ
る
も
の
稀

な
り
。
」
四

と
板
本
に
至
る
過
程
で
生
じ
た
誤
謬
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
読
者
が
実
際
に
目
に
し
た
書
面
は
、
板
本
と
し
て
流
通
し
た
本
で
あ
る
。
板
本
の
平
仮
名
表
記
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
こ
の
大

衆
性
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
媒
体
と
し
て
の
考
察
が
可
能
な
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
江
戸
の
作
家
、
曲
亭
馬
琴
の
、
最
も
読
者
を
獲
得
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
読
本
の
一
つ
、『
椿
説

ち
ん
せ
つ

弓
張
月

ゆ
み
は
り
つ
き

』（
文
化
四
〈
一

八
〇
七
〉
年
）
と
、
同
作
家
の
合
巻
『
行
平

ゆ
き
ひ
ら

鍋な
べ

須
磨

す

ま

酒
宴

の
さ
か
も
り

』（
文
化
九
〈
一
八
一
二
〉
年
）
の
平
仮
名
実
態
の
比
較
を
試
み
る
五

。 

今
回
は
字
母
の
種
類
を
調
査
し
た
。
江
戸
時
代
の
作
品
の
調
査
に
お
い
て
は
、
同
字
母
で
あ
っ
て
も
字
形
の
違
う
も
の
を
、
使
い
分
け
が
な
さ
れ
る
字
体

と
し
て
認
定
す
る
場
合
六

が
多
く
、『
椿
説
弓
張
月
』
、『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
に
お
い
て
も
、
読
本
の
《
奈
》
、
読
本
・
合
巻
の
《
尓
》《
毛
》
な
ど
平
仮
名
字

体
の
異
な
り
が
共
通
し
て
お
り
、
検
討
す
べ
き
と
い
え
る
が
、
《
久
》
な
ど
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
字
体
の
異
な
り
の
判
断
が
難
し
い
も
の
も
多
く
、

認
定
基
準
を
決
め
る
必
要
も
で
て
き
て
、
調
査
が
煩
雑
化
し
て
し
ま
う
。
本
稿
で
は
、
確
実
に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
な
、
字
源
の
違
い
と
い
う
枠
で
の
平

仮
名
表
記
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
七

。 

読
本
『
椿
説
弓
張
月
』
は
本
行
と
振
り
仮
名
に
分
け
て
字
母
を
調
査
し
た
。
合
巻
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
の
場
合
は
、
文
章
中
に
漢
字
に
振
り
仮
名
を
ふ

っ
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
用
例
数
が
少
な
い
た
め
省
い
た
。 

調
査
範
囲
は
次
の
通
り
で
、
調
査
し
た
字
数
は
そ
れ
ぞ
れ
約
八
〇
〇
〇
字
で
あ
る
。 

 

『
椿
説
弓
張
月
』
前
編 

本
行 
 

 

巻
之
一 

七
丁
裏
～
巻
之
二 

三
丁
裏 

三
行
目 

振
り
仮
名 

巻
之
一 

七
丁
裏
～
巻
之
二 

一
丁
表 

二
行
目 

『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』 

 

本
文 

 
 

三
丁
裏
～
十
五
丁
表 

九
行
目 
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二 

読
本
と
合
巻
の
使
用
字
母
の
種
類 

 

ま
ず
、
『
椿
説
弓
張
月
』
前
篇
の
本
行
と
振
り
仮
名
、
及
び
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
の
本
文
で
ど
の
よ
う
な
平
仮
名
字
母
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
全
体

的
に
み
て
い
き
た
い
。 

『
椿
説
弓
張
月
』
本
行
・
振
り
仮
名
、
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
の
本
文
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
さ
れ
て
い
た
字
母
の
種
類
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

  

『
椿
説
弓
張
月
』
本
行 

 
 

八
〇
種 

 

『
椿
説
弓
張
月
』
振
り
仮
名 

五
七
種 

 

『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
本
文 
六
三
種 

 

次
に
、
ど
の
よ
う
な
字
母
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
。 

 

『
椿
説
弓
張
月
』
本
行
（
八
〇
種
） 

 

・
字
母
が
一
種
の
も
の
（
二
十
二
の
仮
名
） 

〈
イ
〉
以
〈
ウ
〉
宇
〈
エ
〉
衣
〈
オ
〉
於
〈
ク
〉
久
〈
サ
〉
左
〈
セ
〉
世
〈
ソ
〉
曽
〈
チ
〉
知
〈
テ
〉
天
〈
ナ
〉
奈
〈
ヌ
〉
奴
〈
ミ
〉
三
〈
ム
〉
武 

〈
モ
〉
毛
〈
ヤ
〉
也
〈
ユ
〉
由
〈
ヨ
〉
与
〈
ラ
〉
良
〈
ワ
〉
王
〈
ヰ
〉
為
〈
ン
〉
无 

 

・
字
母
が
二
種
の
も
の
（
十
九
の
仮
名
） 

〈
ア
〉
安 

阿
〈
カ
〉
可 

加
〈
キ
〉
幾 

起
〈
コ
〉
己 

古
〈
シ
〉
之 

志
〈
タ
〉
多 

太
〈
ト
〉
止 

登
〈
ネ
〉
祢 

年
〈
ノ
〉
乃 

能 

〈
ヒ
〉
比 

飛
〈
フ
〉
不 

婦
〈
ヘ
〉
部 

遍
〈
ホ
〉
本 

保
〈
マ
〉
末 

満
〈
メ
〉
女 

免
〈
リ
〉
利 

里
〈
レ
〉
礼 

連 

〈
ロ
〉
呂 

路
〈
ヲ
〉
遠 

越 

 

・
字
母
が
三
種
の
も
の
（
四
つ
の
仮
名
） 

〈
ケ
〉
介 

計 

希
〈
ス
〉
春 

須 

寸
〈
ツ
〉
川 

徒 

津
〈
ハ
〉
者 

八 

盤 

 

・
字
母
が
四
種
の
も
の
（
二
つ
の
仮
名
） 
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〈
ニ
〉
尓 

丹 

耳 

仁 

〈
ル
〉
留 

累 

類 

流 

  
『
椿
説
弓
張
月
』
振
り
仮
名
（
五
七
種
） 

・
字
母
が
一
種
の
も
の
（
三
十
九
の
仮
名
） 

〈
ア
〉
安
〈
イ
〉
以
〈
ウ
〉
宇
〈
エ
〉
衣
〈
オ
〉
於
〈
カ
〉
可
〈
キ
〉
幾
〈
ク
〉
久
〈
コ
〉
己
〈
サ
〉
左
〈
セ
〉
世
〈
ソ
〉
曽
〈
チ
〉
知
〈
ツ
〉
川 

〈
テ
〉
天
〈
ト
〉
止
〈
ナ
〉
奈
〈
ニ
〉
尓
〈
ヌ
〉
奴
〈
ノ
〉
乃
〈
ヒ
〉
比
〈
フ
〉
不
〈
ヘ
〉
部
〈
マ
〉
末
〈
ム
〉
武
〈
メ
〉
女
〈
モ
〉
毛
〈
ヤ
〉
也 

〈
ユ
〉
由
〈
ヨ
〉
与
〈
ラ
〉
良
〈
ル
〉
留
〈
レ
〉
礼
〈
ロ
〉
呂
〈
ワ
〉
王
〈
ヲ
〉
遠
〈
ヰ
〉
為
〈
ヱ
〉
恵
〈
ン
〉
无 

・
字
母
が
二
種
の
も
の
（
九
つ
の
仮
名
） 

〈
ケ
〉
介 

計
〈
シ
〉
之 
志
〈
ス
〉
春 

寸
〈
タ
〉
多 

太
〈
ネ
〉
祢 

年
〈
ハ
〉
者 

八
〈
ホ
〉
本 

保
〈
ミ
〉
三 

美
〈
リ
〉
利 

里 

  

『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
本
文
（
六
三
種
類
） 

 

・
字
母
が
一
種
の
も
の
（
三
十
三
の
仮
名
） 

〈
ア
〉
安
〈
イ
〉
以
〈
ウ
〉
宇
〈
エ
〉
衣
〈
オ
〉
於
〈
ク
〉
久
〈
コ
〉
己
〈
サ
〉
左
〈
セ
〉
世
〈
ソ
〉
曽
〈
チ
〉
知
〈
テ
〉
天
〈
ト
〉
止
〈
ナ
〉
奈 

〈
ヌ
〉
奴
〈
ノ
〉
乃
〈
フ
〉
不
〈
ヘ
〉
部
〈
ホ
〉
本
〈
ミ
〉
三
〈
ム
〉
武
〈
メ
〉
女
〈
モ
〉
毛
〈
ヤ
〉
也
〈
ユ
〉
由
〈
ヨ
〉
与
〈
ラ
〉
良
〈
ル
〉
留 

〈
ロ
〉
呂
〈
ワ
〉
王
〈
ヰ
〉
為
〈
ヱ
〉
恵
〈
ン
〉
无 

 

・
字
母
が
二
種
の
も
の
（
十
五
の
仮
名
） 

〈
カ
〉
可 

加
〈
キ
〉
幾 

起
〈
ケ
〉
介 

計
〈
シ
〉
之 

志
〈
ス
〉
春 

寸
〈
タ
〉
多 

太
〈
ツ
〉
川 

徒
〈
ニ
〉
尓 

仁
〈
ネ
〉
祢 

年 

〈
ハ
〉
者 

八
〈
ヒ
〉
比 

飛
〈
マ
〉
末 

満
〈
リ
〉
利 

里
〈
レ
〉
礼 

連
〈
ヲ
〉
遠 

越 

 

最
も
字
母
の
種
類
が
多
い
の
は
、
読
本
本
行
の
〈
ニ
〉
〈
ル
〉
で
四
種
の
字
母
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
読
本
振
り
仮
名
と
合
巻
は
一
種
か
ら
二
種
に
留
ま

っ
て
い
る
の
で
、
読
本
本
行
は
三
種
以
上
使
用
さ
れ
て
い
る
仮
名
が
あ
り
、
更
に
半
数
以
上
の
仮
名
に
複
数
種
の
字
母
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
と
い

え
る
。
二
種
の
字
母
が
使
用
さ
れ
て
い
る
仮
名
が
、
読
本
振
り
仮
名
よ
り
合
巻
の
方
が
多
い
点
に
つ
い
て
は
、
平
仮
名
文
に
よ
る
機
能
的
な
使
用
が
行
わ
れ

て
い
る
か
ら
か
と
推
測
で
き
る
。 
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次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
し
た
字
母
を
分
類
し
て
み
る
。 

 
Ａ 
読
本
本
文
・
振
り
仮
名
、
合
巻
す
べ
て
に
み
ら
れ
た
字
母 

〈
ア
〉
安
〈
イ
〉
以
〈
ウ
〉
宇
〈
エ
〉
衣
〈
オ
〉
於
〈
カ
〉
可
〈
キ
〉
幾
〈
ク
〉
久
〈
コ
〉
己
〈
サ
〉
左
〈
セ
〉
世
〈
ソ
〉
曽
〈
チ
〉
知
〈
ツ
〉
川 

〈
テ
〉
天
〈
ト
〉
止
〈
ナ
〉
奈
〈
ニ
〉
尓
〈
ヌ
〉
奴
〈
ノ
〉
乃
〈
ヒ
〉
比
〈
フ
〉
不
〈
ヘ
〉
部
〈
ホ
〉
本
〈
マ
〉
末
〈
ミ
〉
三
〈
ム
〉
武
〈
メ
〉
女 

〈
モ
〉
毛
〈
ヤ
〉
也
〈
ユ
〉
由
〈
ヨ
〉
与
〈
ラ
〉
良
〈
ル
〉
留
〈
レ
〉
礼
〈
ロ
〉
呂
〈
ワ
〉
王
〈
ヰ
〉
為
〈
ヲ
〉
遠
〈
ン
〉
无 

 

〈
ケ
〉
介 

計
〈
シ
〉
之 

志
〈
ス
〉
春 

寸
〈
タ
〉
多 

太
〈
ネ
〉
祢 

年
〈
ハ
〉
者 

八
〈
リ
〉
利 

里 

 

Ｂ 

読
本
本
行
と
合
巻
に
み
ら
れ
た
字
母 

〈
カ
〉
加
〈
キ
〉
起
〈
ツ
〉
徒
〈
ニ
〉
仁
〈
ヒ
〉
飛
〈
マ
〉
満
〈
レ
〉
連
〈
ヲ
〉
越 

 

Ｃ 

読
本
本
行
・
振
り
仮
名
に
み
ら
れ
た
字
母 

〈
ホ
〉
保 

 

Ｄ 

読
本
振
り
仮
名
と
合
巻
に
み
ら
れ
た
字
母 

〈
ヱ
〉
恵 

 

Ｅ 

読
本
振
り
仮
名
の
み
に
み
ら
れ
た
字
母 

〈
ミ
〉
美 

 

Ｆ 

読
本
本
行
の
み
に
み
ら
れ
た
字
母 

〈
ア
〉
阿
〈
ケ
〉
希
〈
コ
〉
古
〈
ス
〉
須
〈
ツ
〉
津
〈
ト
〉
登
〈
ニ
〉
丹 

耳
〈
ノ
〉
能
〈
ハ
〉
盤
〈
フ
〉
婦
〈
ヘ
〉
遍
〈
メ
〉
免
〈
ル
〉
類 

累 

流 
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〈
ロ
〉
路 

 

Ａ
に
挙
げ
た
字
母
は
四
十
八
の
仮
名
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
平
仮
名
表
記
上
、
基
本
に
な
っ
て
い
た
字
母
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
平
仮
名
ば
か
り
で
書
か
れ
る
合
巻
の
文
章
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
的
な
平
仮
名
文
で
あ
る
と
き
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ

の
字
母
が
基
本
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
、
合
巻
に
登
場
す
る
字
母
は
す
べ
て
読
本
本
行
・
振
り
仮
名
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

読
本
本
行
・
振
り
仮
名
に
は
、
本
行
で
は
Ｃ
・
Ｆ
、
振
り
仮
名
で
は
Ｃ
・
Ｅ
の
よ
う
に
、
合
巻
に
は
な
い
字
母
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

Ｂ
は
読
本
本
行
と
、
合
巻
と
に
共
通
す
る
、
す
な
わ
ち
文
・
文
章
の
表
記
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
の
区
切
れ

や
文
の
切
れ
目
な
ど
の
表
示
に
活
用
さ
れ
た
仮
名
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
Ｂ
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
。 

Ｃ
は
〈
ホ
〉《
保
》
の
み
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
表
１
は
〈
ホ
〉
の
使
用
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
（
割
合
（
小
数
点
以
下
第
三
位
を
四
捨

五
入
）
を
括
弧
に
入
れ
て
示
す
）
、
Ａ
に
あ
た
る
《
本
》
を
併
記
し
、
Ｃ
に
該
当
す
る
字
母
に
は
◎
を
付
け
た
。 

読
本
本
行
で
は
《
保
》
が
《
本
》
よ
り
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
振
り
仮
名
で
は
《
本
》
が
《
保
》
の
二
倍
以
上
使
用
さ
れ
て
い
る
。

合
巻
で
は
〈
ホ
〉
は
《
本
》
の
み
で
あ
る
が
、
読
本
本
行
・
振
り
仮
名
両
方
に
、
あ
る
程
度
《
保
》
の
使
用
数
が
認
め
ら
れ
る
。《
保
》
は

黄
表
紙
や
合
巻
で
は
少
数
の
使
用
も
し
く
は
避
け
ら
れ
る
傾
向
八

が
あ
り
、
明
ら
か
に
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
違
い
が
あ
る
字
母
の
一
つ
と
い

え
そ
う
で
あ
る
。 

Ｄ
に
関
し
て
は
読
本
本
行
に
〈
ヱ
〉
の
仮
名
が
調
査
範
囲
内
に
登
場
し
な
か
っ
た
た
め
、
読
本
振
り
仮
名
と
合
巻
本
文
の
み
に
使
用
さ
れ
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。 

 

Ｅ
は
〈
ミ
〉
の
《
美
》
の
み
で
あ
り
、
1
例
で
あ
っ
た
。
ほ
か
は
す
べ
て
《
三
》
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
1
例
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
該
当
箇
所
の
み
《
美
》
で
示
し
、
あ
と
は
通
行
の
平
仮
名
表
記
で
示
す
。[

こ
と]

は
合
字
で
あ
る
。
該
当
箇
所
は
「
勑
」

に
付
さ
れ
た
振
り
仮
名
「
み
こ
と
の
り
」
で
あ
り
、
こ
の
語
頭
の
「
み
」
が
《
美
》
で
あ
る
。 

  
 

巻
之
一 

十
一
丁
ウL

3
 

勑

 

《
美
》[

こ
と]

の
り 

 

こ
の
振
り
仮
名
の
直
上
は
漢
字
で
あ
り
、「
時
」
に
「
と
き
」
と
い
う
振
り
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
振
り
仮
名
「
と
き
」
が
す
ぐ
下
の
「
《
美
》[

こ

字母 読本本行 読本振り 合巻

◎保 39（86.7％） 35（31.0％） 0

本 6（13.3％） 78（69.0％） 80（100％）

表１

ホ
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と]

の
り
」
に
続
い
て
し
ま
っ
て
い
て
、
語
の
区
切
れ
と
し
て
《
美
》
の
使
用
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
1
例
の
み
な
の
で
判
断
し
難
い
。 

Ｆ
は
読
本
本
行
の
み
に
使
用
さ
れ
て
い
た
字
母
で
あ
る
。
こ
の
Ｆ
の
仮
名
が
多
い
点
に
、
読
本
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
。
Ｆ
に
つ
い
て
も
後
で
検
討
し
た

い
。 振

り
仮
名
は
Ａ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
振
り
仮
名
に
関
し
て
は
「
振
り
仮
名
と
い
う
、
美
し
さ
よ
り
も
わ
か
り
や
す
さ
を
目
的
と
す
る
実

用
的
な
仮
名
で
は
、
単
純
な
形
が
採
用
さ
れ
て
い
た
」
九

と
い
う
特
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
の
字
母
の
も
の
と
Ｂ
の
字
母
の
も
の
の
字
の
大
き
さ
を

比
較
す
る
と
、
Ｂ
の
方
が
横
幅
が
あ
っ
た
り
、
平
仮
名
と
し
て
も
画
数
が
多
く
複
雑
に
み
え
る
形
で
あ
る
の
で
、
漢
字
の
横
に
小
さ
な
文
字
で
表
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
振
り
仮
名
に
Ｂ
の
も
の
は
使
用
を
避
け
た
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。
『
雨
月
物
語
』
に
使
用
さ
れ
た
振
り
仮
名
一
〇

と
『
椿
説
弓
張
月
』
の
振

り
仮
名
の
字
母
を
対
照
す
る
と
、
『
雨
月
物
語
』
に
は
《
春
》
《
太
》
《
美
》
、
『
椿
説
弓
張
月
』
に
は
《
丹
》
《
連
》
《
和
》
の
3
例
が
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
が
、
そ
の
他
の
字
母
は
一
致
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
読
本
の
振
り
仮
名
は
本
行
に
比
し
て
字
母
の
数
を
減
ら
す
意
識
が
働
く
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
 

 

三 

読
本
本
行
・
振
り
仮
名
・
合
巻
に
共
通
す
る
字
母
の
使
用
数 

 

ま
ず
、
Ａ
の
字
母
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

読
本
本
行
・
振
り
仮
名
、
合
巻
に
共
通
し
て
い
た
一
種
類
の
も
の
は
、
多
く
の
資
料
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
説
明
す
る
に
及
ば
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
現
行

仮
名
の
字
母
に
あ
た
る
。《
可
》《
尓
》《
本
》《
三
》《
王
》
は
現
行
仮
名
に
は
な
い
が
、
江
戸
の
板
本
で
最
も
使
用
さ
れ
て
い
る
仮
名
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う

ま
で
も
な
い
。 

次
に
、
複
数
種
の
字
母
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
は
、
ど
の
よ
う
な
使
用
数
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。
該
当
す
る
仮
名
は
〈
ケ
〉

〈
シ
〉〈
ス
〉
〈
タ
〉〈
ネ
〉〈
ハ
〉〈
リ
〉
で
あ
る
。
表
２
は
二
種
類
の
字
母
の
使
用
数
を
ま
と
め
（
割
合
（
小
数
点
以
下
第
三
位
を
四
捨
五
入
）
を
括
弧
に
入
れ
て
示

す
）
、
該
当
字
母
に
は
◎
を
つ
け
、
仮
名
に
読
本
本
行
の
み
に
み
ら
れ
る
字
母
が
あ
る
場
合
は
併
記
し
た
。 

ま
ず
、〈
ケ
〉
は
、
読
本
本
行
は
《
介
》
が
多
く
、《
計
》
は
そ
の
約
半
数
で
あ
る
。
ま
た
本
行
の
み
に
《
希
》
が
少
数
使
用
さ
れ
て
い
る
。
振
り
仮
名
は

《
計
》
が
は
る
か
に
多
く
、《
介
》
の
使
用
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
合
巻
は
《
計
》
が
多
く
、《
介
》
は
そ
の
半
数
と
な
っ
て
お
り
、
読
本
本
行
・
振
り
仮

名
、
合
巻
そ
れ
ぞ
れ
で
使
用
傾
向
と
比
率
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
読
本
に
お
い
て
は
、
本
行
と
振
り
仮
名
で
二
種
の
字
母
の
使
用
数
が
逆
転
し
て
い
る

こ
と
が
特
徴
だ
と
い
え
る
。《
介
》
は
助
動
詞
「
け
り
」「
け
ん
」
と
い
っ
た
付
属
語
や
、
形
容
詞
活
用
語
尾
に
慣
用
的
に
用
い
ら
れ
る
一
一

と
指
摘
さ
れ
て
お
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り
、
読
本
本
行
の
《
介
》
が
振
り
仮
名
よ
り
多
い
の
は
本
行
に
《
介
》

の
慣
用
的
使
用
が
偏
る
か
ら
か
と
推
測
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の

可
能
性
に
触
れ
る
に
留
め
、
詳
し
い
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。 

〈
シ
〉
は
読
本
本
行
・
振
り
仮
名
、
合
巻
そ
れ
ぞ
れ
で
使
用
比
率
は

異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
《
之
》
の
使
用
数
の
方
が
《
志
》
よ
り
多
い
。

〈
シ
〉
は
《
志
》
が
語
頭
、《
之
》
が
非
語
頭
と
い
う
使
用
傾
向
が
あ

る
と
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
椿
説
弓
張
月
』
と
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』

の
数
量
に
も
、
そ
う
し
た
傾
向
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

〈
ス
〉
は
、
読
本
本
行
は
《
春
》
が
圧
倒
的
に
多
く
、《
寸
》
の
使

用
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
《
寸
》
は
読
本
本
行
の
み
に
使
用
さ
れ
た

《
須
》
よ
り
使
用
比
率
が
低
い
。
そ
の
一
方
で
、
振
り
仮
名
は
《
寸
》

が
は
る
か
に
多
く
、《
春
》
が
少
な
い
。
合
巻
は
《
春
》
が
圧
倒
的
に

多
く
、《
寸
》
が
わ
ず
か
と
い
う
結
果
で
あ
り
、
読
本
本
行
の
使
用
数

と
似
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、《
寸
》《
春
》
は
江
戸
の
文
献
に
ほ
ぼ
例
外
な
く
み
ら
れ
る
も
の
の
、
特
定
の
使
用
傾
向
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
特
に
見

出
さ
れ
て
い
な
い
一
二

。 

〈
タ
〉
は
読
本
本
行
・
振
り
仮
名
、
合
巻
で
、
い
ず
れ
も
《
多
》
の
使
用
数
が
《
太
》
を
大
き
く
上
回
る
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、《
太
》
の
使
用
が
読

本
本
行
・
振
り
仮
名
で
は
一
％
以
下
で
あ
る
の
に
対
し
、
合
巻
で
は
一
四
％
の
使
用
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
読
本
と
合
巻
で
《
太
》
の
使
用
に
差
が

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
庶
民
向
け
平
仮
名
文
の
草
双
紙
で
は
、
語
の
区
切
れ
を
明
示
す
る
補
助
的
な
平
仮
名
が
あ
る
一
三

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
《
太
》

は
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
例
一
四

が
多
く
、
合
巻
に
《
太
》
が
読
本
よ
り
多
い
の
は
、
庶
民
向
け
の
平
仮
名
文
の
性
質
を
持
つ
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 

〈
ネ
〉
は
、
読
本
本
行
は
〈
ネ
〉
の
使
用
例
自
体
が
7
例
と
少
な
い
の
で
、
傾
向
を
判
断
す
る
に
は
早
計
で
あ
る
が
、
《
祢
》
の
使
用
が
六
例
を
占
め
て

い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
振
り
仮
名
が
《
祢
》《
年
》
ほ
ぼ
同
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
合
巻
で
は
〈
ネ
〉
は
《
年
》
が
《
祢
》
の
二

倍
以
上
で
あ
り
、
読
本
本
行
・
振
り
仮
名
、
合
巻
、
い
ず
れ
も
使
用
傾
向
が
異
な
っ
た
。《
祢
》《
年
》
も
他
の
文
献
で
《
祢
》
は
語
の
位
置
に
拘
ら
ず
ど
こ

に
で
も
使
用
さ
れ
、
《
年
》
は
非
語
頭
に
偏
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
仮
名
で
あ
る
一
五

。 

字母 読本本行 読本振り 合巻

◎介 57（64.8％） 32（21.9％） 40（33.3％）

◎計 25（28.4％） 114（78.1％） 80（66.7％）

希 6（6.8％） 0 0

◎之 418（89.1％） 308（67.2％） 341（74.6％）

◎志 51（10.9％） 150（32.8％） 116（25.4％）

◎春 167（86.5％） 21（15.0％） 150（95.5％）

◎寸 9（4.7％） 119（85.0％） 7（4.5％）

須 17（8.8％） 0 0

◎多 146（99.3％） 432（99.1％） 223（89.6％）

◎太 1（0.7％） 4（0.9％） 26（10.4％）

◎祢 6（85.7％） 25（49.0％） 11（25.6％）

◎年 1（14.4％） 26（51.1％） 32（74.5％）

◎八 417（88.3％） 90（45.5％） 258（78.2％）

◎者 39（8.4％） 108（54.5％） 72（21.8％）

盤 16（3.4％） 0 0

◎利 347（94.3％） 150（92.0％） 239（93.0％）

◎里 21（5.7％） 13（8.0％） 18（7.0％）
リ

ハ

ケ

シ

ス

タ

ネ

表２
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〈
ハ
〉
は
、
読
本
本
行
は
《
八
》
が
圧
倒
的
に
多
く
、《
者
》
は
そ
れ
よ
り
少
な
い
。
振
り
仮
名
は
《
者
》
が
や
や
多
い
が
《
八
》
も
ほ
ぼ
同
等
に
使
用
さ

れ
て
い
た
。
合
巻
は
《
八
》
が
多
い
が
、
《
者
》
の
使
用
数
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
〈
ハ
〉
の
使
用
比
率
に
は
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
つ
き
が
あ

る
。《
八
》
は
助
詞
や
ハ
行
転
呼
音
な
ど
へ
の
使
い
分
け
一
六

が
知
ら
れ
て
お
り
、〈
ケ
〉
と
同
様
に
慣
用
的
な
使
い
分
け
が
読
本
本
行
・
振
り
仮
名
の
字
母
使

用
傾
向
に
影
響
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
が
、
こ
ち
ら
も
今
回
は
そ
の
可
能
性
に
触
れ
る
に
止
め
る
。 

〈
リ
〉
は
い
ず
れ
も
《
利
》
が
九
割
以
上
使
用
さ
れ
、
《
里
》
が
少
な
い
。
読
本
本
行
・
振
り
仮
名
、
合
巻
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
も
同
等
と
い
え
る
。
〈
リ
〉

に
は
、
共
通
し
た
使
用
規
則
が
あ
っ
た
か
と
推
測
で
き
る
。 

以
上
の
よ
う
に
読
本
本
行
・
振
り
仮
名
、
合
巻
で
共
通
し
て
も
、
必
ず
し
も
同
傾
向
で
は
な
い
と
分
か
っ
た
。
こ
れ
ら
二
種
の
字
母
も
多
く
の
文
献
で
み

ら
れ
る
が
、
読
本
と
合
巻
で
使
用
数
の
傾
向
が
異
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
合
巻
で
は
、
必
ず
い
ず
れ
も
片
方
の
字
母
が
多
く
使
用
さ
れ
、
も
う
一
方
が
そ
れ

よ
り
少
な
い
。
多
い
字
母
が
少
な
い
字
母
の
二
倍
ほ
ど
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
圧
倒
的
に
少
な
い
場
合
と
い
っ
た
数
量
の
違
い
は
あ
る
が
、
主
体
的
な
字

母
、
補
助
的
な
字
母
と
い
っ
た
傾
向
は
一
致
し
て
い
る
。
読
本
本
行
・
振
り
仮
名
は
、
二
種
の
字
母
の
使
用
数
が
逆
転
し
て
い
る
、
ま
た
は
使
用
比
率
が
異

な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 

  
 

 

四 

読
本
本
行
・
合
巻
に
共
通
す
る
二
種
類
の
字
母
の
使
用
数 

 

次
に
、
Ｂ
の
読
本
本
行
と
合
巻
で
の
み
二
種
類
の
字
母
が
み
ら
れ
た
〈
カ
〉〈
キ
〉〈
ツ
〉〈
ニ
〉〈
ヒ
〉〈
マ
〉〈
レ
〉〈
ヲ
〉
を
み
て
い
き
た
い
。
使
用
数
は

表
３
に
ま
と
め
（
割
合
（
小
数
点
以
下
第
三
位
を
四
捨
五
入
）
を
括
弧
に
入
れ
て
示
す
）
、
該
当
字
母
に
は
◎
を
付
け
、
同
じ
仮
名
を
表
わ
す
Ａ
・
Ｆ
に
あ
た
る
字
母

と
併
記
し
た
。 

い
ず
れ
も
二
種
類
の
字
母
の
一
方
が
多
く
使
用
さ
れ
、
も
う
一
方
が
そ
れ
よ
り
少
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
片
方
が
主
体
的
に
使
用
さ
れ
て
、
も
う
一

方
が
補
助
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
字
母
と
み
ら
れ
る
。 

〈
カ
〉
は
《
可
》
が
主
体
的
に
使
用
さ
れ
、《
加
》
が
補
助
的
で
あ
る
。
そ
の
割
合
は
読
本
本
行
と
合
巻
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。《
加
》
は
こ
れ
ま
で

調
査
さ
れ
た
文
献
の
ほ
と
ん
ど
で
語
頭
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。 

〈
キ
〉
は
《
幾
》
が
主
体
で
あ
り
、
補
助
的
な
《
起
》
の
割
合
が
読
本
本
行
の
方
が
若
干
多
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
本
、
合
巻
と
も
に
《
起
》
は
二
割

か
ら
三
割
使
用
さ
れ
、
ほ
か
の
字
母
と
比
べ
て
も
や
や
使
用
頻
度
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
《
起
》
も
ほ
ぼ
例
外
な
く
語
末
で
の
使
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 
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〈
ツ
〉
は
い
ず
れ
も
圧
倒
的
に
《
川
》
の
使
用
数
が
多
い
。

《
徒
》
の
使
用
数
は
読
本
が
8
、
合
巻
が
2
と
、
読
本
の
方

が
若
干
多
め
で
あ
る
。
《
徒
》
も
語
頭
に
限
っ
て
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
一
七

。 

〈
ニ
〉
は
《
尓
》
が
圧
倒
的
に
多
く
使
用
さ
れ
、《
仁
》
の

使
用
は
1
、
2
例
と
わ
ず
か
で
あ
る
。
読
本
本
行
だ
と
《
尓
》

の
次
に
《
丹
》
が
多
く
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
次
に
《
耳
》
、

一
番
少
な
い
の
が
《
仁
》
、
と
い
う
字
母
の
種
類
の
多
様
さ

が
あ
り
、
合
巻
が
《
尓
》
《
仁
》
の
二
種
の
み
で
あ
る
一
方

で
、
読
本
本
行
に
は
特
別
な
字
母
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
分

か
る
。《
仁
》
で
い
え
ば
、
他
の
文
献
で
も
語
頭
で
の
使
用
傾

向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
八

。 

〈
ヒ
〉
は
《
比
》
が
主
体
的
で
あ
り
、《
飛
》
の
使
用
は
わ

ず
か
で
あ
る
。
《
飛
》
は
板
本
に
よ
っ
て
は
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
一
九

。 

〈
マ
〉
は
主
体
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
字
母
は
《
末
》
で
あ
る
。
読
本
本
行
の
《
満
》
の
使
用
比
率
が
四
・
三
％
で
あ
る
一
方
、
合
巻
で
は
一
五
・
七
％

の
使
用
が
み
ら
れ
、
読
本
本
行
よ
り
使
用
頻
度
が
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
《
満
》
は
特
定
の
語
で
の
使
用
や
、
非
語
頭
で
の
使
用
傾
向
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
二
〇

。 

〈
レ
〉
は
《
礼
》
が
主
体
的
に
使
用
さ
れ
、〈
マ
〉
と
は
逆
に
、
補
助
的
な
字
母
の
《
連
》
は
合
巻
に
は
少
な
い
が
、
読
本
本
文
に
は
二
三
％
と
や
や
多
め

に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
《
連
》
も
板
本
に
よ
っ
て
は
語
末
に
使
用
が
偏
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
二
一

が
、
大
体
の
板
本
に
お
い
て
は
特
に
定
ま
っ
た
使
用

傾
向
が
み
ら
れ
ず
、
時
折
混
ぜ
ら
れ
る
仮
名
と
し
て
い
る
文
献
も
あ
る
二
二

。 

〈
ヲ
〉
は
《
遠
》
が
主
体
的
で
あ
り
、
補
助
的
な
字
母
《
越
》
の
使
用
数
は
読
本
本
行
と
合
巻
で
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。《
越
》
は
助
詞
に
使
用
さ
れ
て
い

る
場
合
が
多
い
字
母
二
三

で
あ
り
、
読
本
本
行
と
合
巻
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
は
頷
け
る
。 

こ
れ
ら
二
種
の
字
母
だ
と
、《
加
》《
起
》《
徒
》《
仁
》《
飛
》《
満
》
は
、
他
の
文
献
に
も
登
場
し
、
語
の
特
定
の
位
置
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た

字母 読本本行 読本振り 合巻

可 349（89.9％） 378（100％） 411（89.1％）

◎加 39（10.1％） 0 46（10.9％）

幾 84（67.7％） 261（100％） 140（79.5％）

◎起 26（32.3％） 0 36（20.5％）

川 96（91.4％） 219（100％） 214（99.1％）

◎徒 8（7.6％） 0 2（0.9％）

津 １（1.0％） 0 0

尓 473（87.1％） 53（100％） 268（99.3％）

丹 67（12.3％） 0 0

耳 2（0.3％） 0 0

◎仁 1（0.2％） 0 2（0.7％）

比 152（96..8％） 194（100％） 181（99.5％）

◎飛 5（3.2％） 0 1（0.5％）

末 88（95.7％） 208（100％） 166（84.3％）

◎満 4（4.3％） 0 31（15.7％）

礼 161（77.0％） 86（100％） 160（98.8％）

◎連 48（23.0％） 0 2（1.2％）

遠 424（98.4％） 42（100％） 176（94.6％）

◎越 7（1.6％） 0 10（5.4％）
ヲ

ヒ

マ

レ

ツ

ニ

キ

表３

カ
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字
母
で
あ
る
と
分
か
る
。
《
越
》
は
助
詞
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｂ
に
該
当
す
る
字
母
は
文
・
文
章
の
表
記
に
用
い
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
読
本
本
行
、
合
巻
と
い
っ
た
平
仮
名
で
の
文
・
文
章
表
記
で
語
の
区
切
れ
や
文
の
切
れ
目
な
ど
の
表
示
に
活
用
さ
れ
た
仮
名
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
《
連
》
は
機
能
を
断
定
し
難
く
、
先
行
研
究
を
参
照
す
る
と
、
む
し
ろ
装
飾
的
な
役
割
で
汎
用
性
が
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
た
。 

〈
カ
〉
〈
キ
〉
〈
ツ
〉
〈
ニ
〉
〈
ヒ
〉
〈
ヲ
〉
は
個
々
の
仮
名
に
お
い
て
、
読
本
本
行
と
合
巻
の
間
で
は
さ
ほ
ど
使
用
数
に
大
き
な
異
な
り
は
な
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
一
方
で
明
ら
か
に
読
本
本
行
と
合
巻
で
使
用
比
率
が
異
な
る
仮
名
が
あ
っ
た
。 

〈
マ
〉
は
合
巻
の
《
満
》
の
使
用
比
率
が
読
本
本
行
よ
り
多
い
。〈
レ
〉
は
読
本
本
行
に
お
い
て
《
連
》
の
割
合
が
合
巻
よ
り
多
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

読
本
本
行
、
合
巻
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
補
助
的
な
字
母
の
使
用
に
違
い
が
あ
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。 

読
本
本
行
と
合
巻
で
、
語
の
区
切
れ
や
文
の
区
切
れ
を
示
す
字
母
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
と
平
仮
名
主
体
の
文
と
で
、
そ

の
機
能
が
使
用
さ
れ
る
場
合
も
変
化
す
る
に
違
い
な
く
、
《
満
》
《
連
》
は
特
に
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
り
が
影
響
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 
 

五 

読
本
本
行
の
み
に
使
用
さ
れ
る
字
母
の
使
用
数 

 

最
後
に
、
Ｆ
に
該
当
す
る
、
読
本
本
行
に
の
み
使
用
さ
れ
た
字
母
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
『
椿
説
弓
張
月
』
に
お
け
る
字
母
の
種
類
を
豊
富

に
し
て
お
り
、
最
も
特
徴
的
な
面
と
い
え
る
。 

該
当
す
る
仮
名
は
〈
ア
〉〈
ケ
〉〈
コ
〉〈
ス
〉〈
ツ
〉〈
ト
〉〈
ニ
〉〈
ノ
〉〈
ハ
〉〈
フ
〉〈
ヘ
〉〈
メ
〉〈
ル
〉〈
ロ
〉
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
数
は
表
４
に

ま
と
め
た
（
割
合
（
小
数
点
以
下
第
三
位
ま
で
を
四
捨
五
入
）
を
括
弧
に
入
れ
て
示
す
）
。
表
に
は
同
じ
仮
名
で
あ
る
Ａ
・
Ｂ
の
字
母
と
併
記
し
、
Ｆ
に
該
当
す
る
字

母
に
は
◎
を
付
し
て
あ
る
。 

Ｆ
の
字
母
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
仮
名
に
お
い
て
使
用
比
率
が
最
も
高
い
字
母
よ
り
少
な
い
。 

〈
ア
〉
は
《
阿
》
が
《
安
》
に
対
し
て
は
る
か
に
少
な
い
。
こ
の
字
母
は
黄
表
紙
や
洒
落
本
二
四

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
特
定
の
用
法
を
指
摘
さ

れ
て
い
な
い
。 

〈
ケ
〉
は
Ａ
に
分
類
さ
れ
た
《
介
》《
計
》
と
《
希
》
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。《
希
》
の
使
用
比
率
も
《
介
》《
計
》
に
比
し
て
低
い
。
こ
の
字
母
も
黄
表
紙

で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
二
五

。
し
か
し
、
そ
の
使
用
は
、
本
に
よ
っ
て
は
非
語
頭
だ
っ
た
り
、
語
頭
だ
っ
た
り
と
、
定
ま
っ
た
傾
向
が
報
告
さ
れ
て
い
な

い
二
六

。 
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〈
コ
〉
は
《
古
》
が
わ
ず
か
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
《
古
》
は
読
本
『
雨
月

物
語
』
、
洒
落
本
、
黄
表
紙
で
も
み
ら
れ
る
。
恋
川
春
町
の
小
説
類
に
、
語
頭
で
の

特
定
使
用
が
報
告
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
で
も
語
頭
に
限

っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
二
七

。 

〈
ス
〉
は
《
春
》《
寸
》
の
ほ
か
に
《
須
》
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
傾
向
の
定
ま

ら
な
い
《
春
》《
寸
》
と
は
違
い
、《
須
》
は
多
く
の
文
献
で
語
末
、
助
詞
へ
の
使
用

が
報
告
さ
れ
て
い
る
二
八

。
振
り
仮
名
や
合
巻
に
共
通
し
た
《
寸
》
よ
り
も
《
須
》

の
使
用
比
率
が
高
い
こ
と
も
あ
り
、『
椿
説
弓
張
月
』
本
行
に
お
い
て
《
須
》
は
特

定
の
使
用
が
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 

〈
ツ
〉
に
は
《
津
》
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
字
母
は
他
の
文
献
に
あ
ま
り
み

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
で
語
頭
に
と
き
お
り
混
ぜ
ら
れ
る

二
九

と
報
告
さ
れ
て
い
る
以
外
に
特
に
指
摘
は
さ
れ
て
い
な
い
。 

〈
ト
〉
に
は
《
登
》
が
1
例
あ
っ
た
。
こ
の
字
母
も
他
の
文
献
に
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
天
保
期
の
『
春
色
梅
兒
誉
美
』
で
は
和
歌
に
使
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
視
覚
的
効
果
を
狙
っ
た
字
母
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
三
〇

。 

〈
ニ
〉
は
《
尓
》
の
次
に
《
丹
》
が
多
く
、
《
耳
》
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
。
《
丹
》
《
耳
》
と
も
に
特
定
の
用
法
が
分
か
っ
て
い
な
い
字
母
で
あ

る
。 〈

ノ
〉
は
《
能
》
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
比
率
は
か
な
り
低
い
。
洒
落
本
で
助
詞
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
三
一

が
、
こ
れ
も
多
く
の
助
詞

に
《
乃
》
が
使
用
さ
れ
て
い
る
中
で
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
上
の
用
法
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。 

〈
ハ
〉
は
《
盤
》
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
《
盤
》
は
他
の
文
献
に
も
助
詞
に
使
用
さ
れ
る
と
分
か
っ
て
い
る
三
二

。
し
か
し
こ
れ
も
《
八
》
を
助
詞
に
使
用

す
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
中
で
の
こ
と
で
あ
り
、
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
で
は
序
文
で
《
者
》
《
八
》
と
と
も
に
使
用
し
て
の
表
記
の
多
様
化
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
三
三

。 

〈
フ
〉
は
《
婦
》
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
字
母
は
他
の
文
献
で
特
定
の
語
に
使
用
さ
れ
る
、
特
に
指
摘
が
な
い
、
語
頭
に
混
じ
る
、
と
い
っ
た
ば
ら

つ
き
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
三
四

。 

字母 読本本行 字母 読本本行
安 106（92.1％） 八 417（88.3％）

◎阿 9（7.8％） 者 39（8.3％）

介 57（64.8％） ◎盤 16（3.4％）

計 25（28.4％） 不 128（97.7％）

◎希 6（6.8％） ◎婦 3（2.3％）

己 162（98.8％） 部 189（99.5％）

◎古 2（1.2％） ◎遍 1（0.5％）

春 167（86.5％） 女 27（93.1％）

寸 9（4.7％） ◎免 2（6.9％）

◎須 17（8.8％） 留 258（98％）

川 96（91.4％） ◎累 2（0.8％）

徒 8（7.6％） ◎流 2（0.8％）

◎津 1（1％） ◎類 1（0.4％）

止 414（99.8％） 呂 25（67.6％）

◎登 1（0.2％） ◎路 12（32.4％）

尓 473（87.1％）

◎丹 67（12.3％）

◎耳 2（0.3％）

仁 1（0.2％）

乃 505（97.1％）

◎能 15（2.9％）

表４

ノ

コ

ニ

ヘ

ア

ケ

ス

ツ

ト ロ

ハ

フ

メ

ル
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〈
ヘ
〉
は
《
遍
》
が
1
例
あ
っ
た
。
こ
れ
も
《
婦
》
と
同
様
に
黄
表
紙
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
三
五

が
、
文
献
に
よ
っ
て
用
法
が
見
出
せ
た
り
特
に
な

か
っ
た
り
す
る
三
六

。 
〈
メ
〉
に
は
《
免
》
が
わ
ず
か
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
字
母
も
他
の
文
献
に
み
ら
れ
る
が
、
用
法
が
見
出
し
が
た
い
三
七

。 

〈
ル
〉
は
最
も
多
い
三
つ
の
字
母
が
あ
る
。《
累
》《
流
》《
類
》
は
い
ず
れ
も
使
用
比
率
が
低
い
。《
累
》
は
黄
表
紙
に
使
用
さ
れ
た
例
三
八

が
あ
り
、《
流
》

は
読
本
『
雨
月
物
語
』
、
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
に
使
用
が
あ
っ
た
が
、《
類
》
は
他
の
文
献
に
お
い
て
も
使
用
例
が
な
か
っ
た
。
こ
の
三
つ
の
字
母
も
、

先
行
研
究
に
お
い
て
特
に
用
法
を
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。 

〈
ロ
〉
の
《
路
》
は
他
の
字
母
に
比
べ
て
使
用
比
率
が
高
い
と
い
え
る
。
《
路
》
も
特
定
の
用
法
が
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
三
九

。 

以
上
の
よ
う
に
、
Ｆ
の
読
本
本
行
の
み
に
使
用
さ
れ
て
い
た
字
母
は
、
洒
落
本
、
黄
表
紙
、
合
巻
な
ど
で
総
括
し
て
特
定
の
用
法
を
見
出
し
が
た
い
も
の

が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

『
椿
説
弓
張
月
』
本
行
と
、
読
本
『
雨
月
物
語
』
や
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
『
傾
城
買
二
筋
道
』
の
本
文
の
字
母
四
〇

を
対
照
す
る
と
、
基
本
的
な
字
母

は
お
お
む
ね
合
致
し
、
読
本
本
行
の
み
の
字
母
も
、
ほ
と
ん
ど
が
い
ず
れ
か
の
本
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
現
在
の
「
は
」
の
字
母
に
当
た
る
《
波
》

が
、『
雨
月
物
語
』『
無
頼
通
説
法
』『
傾
城
買
二
筋
道
』
に
は
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
、『
椿
説
弓
張
月
』
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
四
一

。
こ
れ
も
『
椿

説
弓
張
月
』
の
特
徴
と
い
え
る
。 

教
養
層
が
読
者
対
象
と
さ
れ
て
い
た
前
期
読
本
、
洒
落
本
四
二

の
流
れ
を
受
け
た
後
期
読
本
『
椿
説
弓
張
月
』
は
、
特
定
の
用
法
が
み
ら
れ
な
い
字
母
、
つ

ま
り
装
飾
的
な
用
字
が
意
識
さ
れ
た
字
母
が
多
様
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
椿
説
弓
張
月
』
独
自
の
表
記
と
い
え
る
ほ
ど
の
字
の
種

類
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
の
文
献
で
も
み
ら
れ
る
字
母
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

  
 

 

六 

お
わ
り
に 

 

『
椿
説
弓
張
月
』
と
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
の
平
仮
名
に
は
、
ま
ず
ど
ち
ら
で
も
使
わ
れ
て
い
る
基
本
的
な
字
母
が
あ
り
、
読
本
に
は
更
に
ジ
ャ
ン
ル
を

意
識
し
た
か
と
考
え
ら
れ
る
字
母
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
程
度
予
想
で
き
た
が
、
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。 

読
本
な
ら
使
用
す
る
も
の
、
合
巻
で
は
使
用
を
避
け
る
も
の
と
い
っ
た
、
平
仮
名
の
選
択
が
可
能
で
あ
っ
た
実
態
が
み
え
た
。
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
平
仮

名
表
記
に
選
択
肢
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
に
は
な
い
表
記
意
識
が
江
戸
の
小
説
類
の
仮
名
使
用
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
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の
ほ
と
ん
ど
の
字
母
は
他
の
多
く
の
資
料
で
も
使
用
が
認
め
ら
れ
、
当
時
の
基
本
的
な
字
母
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
仮
名
に
対
し
一
種
か
ら
二
種
の
字
母

が
使
用
さ
れ
て
、
二
種
の
場
合
は
い
ず
れ
も
片
方
が
多
め
で
、
も
う
片
方
は
そ
れ
よ
り
少
な
め
と
い
う
関
係
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
少
な
め
の
字
母
は
他
の
文

献
で
使
用
位
置
に
偏
り
の
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
（
た
だ
し
、
今
回
の
調
査
の
始
め
に
述
べ
よ
う
に
、
字
母
の
種
類
を
概
観
す
る
こ
と
が
趣
旨
な

の
で
、
使
用
位
置
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
同
字
母
の
別
字
体
の
問
題
を
考
慮
し
な
が
ら
改
め
て
調
査
し
た
い
）
。 

一
方
で
『
椿
説
弓
張
月
』
は
、
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
と
共
通
の
基
本
的
な
字
母
も
当
然
使
用
さ
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
読
本
の
み
の
字
母
が
あ
り
、
字
母

の
種
類
の
豊
富
さ
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
字
母
を
他
の
文
献
と
対
照
す
る
と
、
少
し
遡
っ
た
読
本
や
洒
落
本
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
共
通
す
る
も

の
が
多
か
っ
た
。
こ
の
読
本
の
み
の
字
母
は
他
文
献
で
使
用
位
置
の
偏
り
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
な
い
、
も
し
く
は
文
献
に
よ
っ
て
使
用
位
置
に
ば
ら
つ
き
が

あ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
字
母
は
、
装
飾
的
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
な
お
、
こ
れ
ら
の
『
椿
説
弓
張
月
』
の
実
態
も
、
改
め
て
調
査

し
た
い
）
。 

読
本
の
字
母
に
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
み
ら
れ
な
い
、
特
殊
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、

『
椿
説
弓
張
月
』
の
み
に
み
ら
れ
た
特
殊
な
字
母
は
一
種
の
み
で
あ
り
、
ほ
か
は
黄
表
紙
に
は
少
な
い
も
の
の
、
『
雨
月
物
語
』
や
洒
落
本
二
種
と
共
通
す

る
も
の
が
多
か
っ
た
。
読
本
板
本
の
詳
細
な
調
査
が
な
か
っ
た
の
で
今
回
そ
の
調
査
を
行
っ
た
が
、
馬
琴
読
本
に
は
、
合
巻
の
よ
う
な
大
衆
的
・
実
用
的
な

仮
名
使
用
に
近
い
も
の
と
、
洒
落
本
な
ど
に
み
ら
れ
た
字
母
を
受
け
継
い
で
、
装
飾
的
な
使
用
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
面
が
併
在
し
て
い
る
と
見
受
け

ら
れ
た
。 

 

注 一 

前
田
（
一
九
七
一
）
に
お
い
て
、
中
世
の
写
本
か
ら
江
戸
時
代
の
板
本
の
平
仮
名
字
体
の
種
類
の
割
合
を
調
査
し
、
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
の
写
本

か
ら
近
世
の
板
本
に
移
り
変
わ
る
間
に
平
仮
名
の
種
類
が
減
少
し
た
点
が
示
さ
れ
、
ま
た
、
浜
田
（
一
九
七
九
）
に
は
、
古
活
字
本
、
仮
名
草
子
、
西
鶴
本
、

馬
琴
読
本
、
草
双
紙
と
い
っ
た
各
ジ
ャ
ン
ル
の
平
仮
名
字
体
の
総
数
が
時
代
の
進
む
に
つ
れ
収
斂
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

二 

木
越
（
一
九
八
九
）
で
は
、
上
田
秋
成
が
『
春
雨
物
語
』
に
使
用
し
て
い
る
平
仮
名
を
字
母
で
分
類
し
て
調
査
し
て
い
る
が
、
自
筆
稿
本
に
お
け
る
調
査
で

あ
り
、
板
本
の
調
査
で
は
な
い
。
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
が
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
自
筆
稿
本
か
ら
作
家
の
表

記
意
識
を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

三 

浜
田
（
一
九
七
九
）
参
照
。 
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四 

『
滝
沢
馬
琴
集
』
第
九
巻
（
古
典
叢
書
、
本
邦
書
房
、
一
九
九
〇
年
）p

p
.
1
8
3
-
1
8
4
 
五 
板
坂
則
子
編
『
椿
説
弓
張
月
前
編
』
（
笠
間
書
院 

一
九
九
六
）
、
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
（
『
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
合
巻
曲
亭
馬
琴
集
』
第
三
巻 

フ
ジ
ミ

書
房 
二
〇
〇
八
）
に
よ
っ
た
。
『
椿
説
弓
張
月
』
は
当
時
の
人
気
作
で
あ
り
、
初
刊
本
と
考
え
ら
れ
る
本
の
影
印
を
参
照
し
や
す
い
こ
と
か
ら
資
料
と
し

て
取
り
上
げ
た
。
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
は
『
椿
説
弓
張
月
』
と
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
文
化
年
間
の
制
作
で
あ
る
こ
と
と
、
フ
ジ
ミ
書
房
『
国
立
国
会
図
書

館
所
蔵
合
巻
曲
亭
馬
琴
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
影
印
の
中
で
最
も
状
態
が
よ
い
こ
と
を
考
慮
し
て
選
定
し
た
。 

六 

例
え
ば
、
玉
村
（
一
九
九
四
）
で
は
複
数
の
同
字
形
仮
名
グ
ル
ー
プ
を
平
仮
名
字
体
と
し
て
認
定
し
、
字
体
を
定
義
し
て
い
る
。 

七 

手
ず
れ
や
汚
れ
で
判
読
不
可
能
な
平
仮
名
、
合
字
「
こ
と
」
「
こ
ろ
」
「
こ
そ
」
は
調
査
か
ら
省
い
た
。 

八 

矢
野
（
一
九
九
〇
）
、
久
保
田
（
一
九
九
六
）
、
内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
・
（
一
九
九
八
ｃ
）
・
（
二
〇
〇
〇
）
の
調
査
結
果
に
よ
り
、
《
保
》
は
使
用
さ
れ
な
い

か
、
使
用
さ
れ
て
も
使
用
例
が
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。 

九 

前
田
（
一
九
七
一
）p

p
.
1
2
2
-
1
2
3
 

一
〇 

前
田
（
一
九
七
一
）
の
調
査
結
果
を
参
照
。
以
下
、
『
雨
月
物
語
』
の
字
母
と
対
照
す
る
際
は
前
田
（
一
九
七
一
）
に
よ
る
。 

一
一 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
（
一
九
九
七
）
（
一
九
九
八
）
（
二
〇
〇
九
）
、
矢
野
（
一
九
九
〇
）
な
ど
で
使
い
分
け
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。 

一
二 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
（
二
〇
〇
〇
）
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
（
一
九
九
八
）
（
二
〇
〇
九
）
、
矢
野
（
一
九
九
〇
）
（
一
九
九
二
）
な
ど
で
《
春
》
《
寸
》

は
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
資
料
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
統
一
用
法
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。 

一
三 

矢
野
（
一
九
九
〇
）
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
な
ど
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。 

一
四 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
（
一
九
九
六
）
（
一
九
九
七
）
（
一
九
九
八
）
、
玉
村
（
一
九
九
四
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

一
五 

久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
（
一
九
九
八
）
（
二
〇
〇
九
）
、
矢
野
（
一
九
九
〇
）
（
一
九
九
二
）
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

一
六 

安
田
（
一
九
六
七
）
、
坂
梨
（
一
九
七
九
）
参
照
。 

一
七 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
久
保
田
（
一
九
九
七
）
・
（
二
〇
〇
九
）
参
照
。 

一
八 

久
保
田
（
一
九
九
七
）
・
（
二
〇
〇
九
）
参
照
。 

一
九 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
久
保
田
（
一
九
九
六
）
・
（
一
九
九
八
）
・
（
二
〇
〇
九
）
参
照
。 

二
〇 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
・
（
一
九
九
六
）
・
（
一
九
九
七
）
・
（
二
〇
〇
九
）
、
玉
村
（
一
九
九
四
）
で
特
定
の
語
へ
の
使
用
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。 

二
一 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
参
照
。 
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二
二 

久
保
田
（
一
九
九
七
）
参
照
。 

二
三 
板
本
本
文
に
限
っ
て
、
久
保
田
（
一
九
九
六
）
・
（
一
九
九
七
）
、
内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
・
（
二
〇
〇
〇
）
な
ど
で
報
告
が
さ
れ
て
い
る
。 

二
四 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
の
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
、
同
（
一
九
九
八
ｃ
）
の
合
巻
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
、
久
保
田
（
二
〇
〇
九
）
の
洒
落
本
『
毛
傾

城
買
二
筋
道
』
、
矢
野
（
一
九
九
〇
）
の
黄
表
紙
『
心
学
時
計
草
』
『
新
鋳
小
判
𫆓
』
『
奇
妙
頂
礼
胎
錫
杖
』
『
怪
談
筆
始
』
『
化
物
小
遣
帳
』
参
照
。 

二
五 

矢
野
（
一
九
九
〇
）
『
怪
談
筆
始
』
参
照
。 

二
六 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
の
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
で
は
非
語
頭
、
久
保
田
（
一
九
九
六
）
の
黄
表
紙
『
無
益
委
記
』
で
は
語
頭
、
久
保
田
（
二
〇
〇

九
）
の
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
で
は
特
定
の
語
に
限
ら
れ
て
使
用
さ
れ
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。 

二
七 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
の
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
、
久
保
田
（
一
九
九
六
）
の
黄
表
紙
『
無
益
委
記
』
、
同
（
一
九
九

八
）
の
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
と
い
っ
た
恋
川
作
品
、
同
（
二
〇
〇
九
）
の
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
参
照
。 

二
八 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
の
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
の
赤
本
、
久
保
田
（
一
九
九
六
）
の
黄
表

紙
『
無
益
委
記
』
、
同
（
一
九
九
八
）
の
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
と
い
っ
た
恋
川
作
品
、
同
（
二
〇
〇
九
）
の
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
参
照
。 

二
九 

久
保
田
（
一
九
九
八
）
参
照
。 

三
〇 

玉
村
（
一
九
九
四
）
参
照
。 

三
一 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
の
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
、
久
保
田
（
二
〇
〇
九
）
の
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
に
よ
る
。
字
母
は
『
雨
月
物
語
』
や
矢
野

（
一
九
九
〇
）
の
黄
表
紙
『
心
学
時
計
草
』
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

三
二 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
の
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
、
玉
村
（
一
九
九
四
）
の
『
春
色
梅
兒
誉
美
』
参
照
。
『
曽
根
崎
心

中
』
（
坂
梨
一
九
七
九
）
で
も
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。 

三
三 

久
保
田
（
二
〇
〇
九
）
参
照
。 

三
四 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
の
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
で
は
特
定
の
語
、
久
保
田
（
一
九
九
八
）
の
黄
表
紙
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
で
は
特
に
な
し
、

久
保
田
（
二
〇
〇
九
）
の
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
で
は
語
頭
に
混
じ
る
、
と
あ
る
。 

三
五 

矢
野
（
一
九
九
〇
）
黄
表
紙
『
心
学
時
計
草
』
『
新
鋳
小
判
𫆓
』
『
奇
妙
頂
礼
胎
錫
杖
』
『
怪
談
筆
始
』
『
化
物
小
遣
帳
』
、
矢
野
（
一
九
九
二
）
『
尻
㩮
御
要

慎
』
参
照
。 

三
六 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
の
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
、
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
で
は
語
頭
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
の
赤
本
三
種
で
は
特
に
な

し
、
久
保
田
（
一
九
九
六
）
の
黄
表
紙
『
無
益
委
記
』
で
は
語
頭
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

三
七 

久
保
田
（
一
九
九
六
）
の
黄
表
紙
『
無
益
委
記
』
、
同
（
二
〇
〇
九
）
の
洒
落
本
『
傾
城
二
筋
道
』
に
み
ら
れ
た
。 
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三
八 

矢
野
（
一
九
九
〇
）
の
『
怪
談
筆
始
』
を
参
照
。 

三
九 
読
本
『
雨
月
物
語
』
、
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
、
黄
表
紙
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
な
ど
に
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。 

四
〇 

読
本
『
雨
月
物
語
』
、
内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
、
久
保
田
（
二
〇
〇
九
）
『
傾
城
買
二
筋
道
』
の
調
査
結
果
を
、
字
母
に
直
し
て
換

算
し
、
対
照
し
た
。 

四
一 

ほ
か
に
『
雨
月
物
語
』
に
は
《
遣
》
《
佐
》
《
寿
》
《
堂
》
《
地
》
《
那
》
《
日
》
《
和
》
、
『
無
頼
通
説
法
』
に
は
《
具
》
《
勢
》
《
楚
》
《
那
》
《
美
》
《
和
》

《
恵
》
、
『
傾
城
買
二
筋
道
』
に
は
《
佐
》
《
楚
》
《
堂
》
《
美
》
《
恵
》
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。 

四
二 

横
山
邦
治
編
（
一
九
八
五
）
、
中
野
三
敏
（
二
〇
一
一
）p

p
.
2
2
0
-
2
2
6

参
照
。 



41 

 

 

平仮名字母使用量表総覧
仮名 字母 読本本行読本振り 合巻 仮名字母 読本本行読本振り 合巻

安 106 116 157 者 39 108 72
阿 9 0 0 八 417 90 258

イ 以 121 336 233 盤 16 0 0
ウ 宇 53 359 212 比 152 194 181
エ 衣 28 45 21 飛 5 0 1
オ 於 50 171 92 不 128 149 156

可 349 378 411 婦 3 0 0
加 39 0 46 部 189 123 141
幾 84 261 140 遍 1 0 0
起 26 0 36 本 6 78 80

ク 久 178 232 171 保 39 35 0
介 57 32 40 末 88 208 166
計 25 114 80 満 4 0 31
希 6 0 0 三 53 198 85
己 162 218 138 美 0 1 0
古 2 0 0 ム 武 22 47 71

サ 左 96 160 179 女 27 171 101
之 418 308 341 免 2 0 0
志 51 150 116 モ 毛 288 194 205
春 167 21 150 ヤ 也 65 190 59
寸 9 119 7 ユ 由 8 110 59
須 17 0 0 ヨ 与 96 155 111

セ 世 82 95 123 ラ 良 172 106 186
ソ 曽 160 89 75 利 347 150 239

多 146 432 223 里 21 13 18
太 1 4 26 留 258 52 156

チ 知 37 217 104 累 2 0 0
川 96 219 214 類 1 0 0
徒 8 0 2 流 1 0 0
津 1 0 0 礼 161 86 160

テ 天 468 96 243 連 48 0 2
止 414 350 354 呂 25 91 43
登 1 0 0 路 12 0 0

ナ 奈 231 118 206 ワ 王 45 81 65
尓 473 53 268 ヰ 為 25 35 10
仁 1 0 2 ヱ 恵 0 64 9
丹 67 0 0 遠 424 42 176
耳 2 0 0 越 7 0 10

ヌ 奴 10 8 29 ン 无 74 309 206
年 1 26 32
祢 6 25 32
乃 505 169 387
能 15 0 0

ア

カ

キ

ケ
マ

ホ

ヘ

フ

ヒ

ハ

コ

シ

ス

タ

ツ

ト

ニ

ネ

ノ

ヲ

ロ

レ

ル

リ

メ

ミ
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第
二
章 

馬
琴
読
本
の
平
仮
名
字
体―

『
月
氷
竒
縁
』
『
椿
説
弓
張
月
』
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
資
料
に―

 

 

 
一 
は
じ
め
に 

 

近
世
の
平
仮
名
字
体
の
研
究
は
、
浜
田
啓
介
（
一
九
七
九
）
で
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
収
斂
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
傾
向
を
確
か
に
裏
付
け

る
研
究
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
黄
表
紙
を
中
心
に
、
合
巻
、
赤
本
、
洒
落
本
、
滑
稽
本
、
咄
本
、
浄
瑠
璃
本
、
人
情
本
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル

に
一
作
品
は
調
査
が
及
び
、
基
本
と
し
て
用
い
ら
れ
る
平
仮
名
字
体
の
種
類
や
、
共
通
す
る
用
法
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
後
期
の

戯
作
作
品
は
未
だ
調
査
す
る
べ
き
資
料
が
多
い
。 

浜
田
（
一
九
七
九
）
で
収
斂
の
指
標
と
し
て
い
る
「
馬
琴
読
本
類
」
「
草
双
紙
類
」
は
、
「
馬
琴
読
本
類
」
が
先
、
「
草
双
紙
類
」
が
後
の
時
代
の
ジ
ャ
ン
ル

と
さ
れ
、
平
仮
名
字
体
総
種
類
数
の
平
均
値
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
馬
琴
読
本
類
」
の
平
均
値
が
高
い
と
し
て
い
る
一

が
、
資
料
の
年
代
を
確
か

め
る
と
「
草
双
紙
類
」
は
全
体
的
に
読
本
よ
り
前
の
出
版
年
で
あ
る
二

。
読
本
に
は
特
別
、
平
仮
名
字
体
を
多
め
に
使
う
傾
向
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
を
、
具
体
的
な
字
体
の
種
類
と
用
法
で
裏
付
け
る
こ
と
で
、
単
純
化
に
反
し
た
平
仮
名
字
体
の
実
態
を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

近
世
の
平
仮
名
表
記
と
出
版
の
関
わ
り
や
収
斂
傾
向
の
実
態
を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
戯
作
の
ジ
ャ
ン
ル
と
平
仮
名
字
体
の
関
係

に
重
き
を
置
き
、
後
期
読
本
の
代
表
作
家
で
あ
る
曲
亭
馬
琴
の
読
本
三
本
を
資
料
に
、
仮
名
字
体
の
種
類
、
用
法
上
の
先
行
研
究
と
の
共
通
点
、
読
本
に
み

ら
れ
た
用
法
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。 

物
之
本
で
教
養
層
の
読
み
物
と
さ
れ
る
読
本
の
調
査
は
、
前
田
富
祺
（
一
九
七
一
）
で
前
期
読
本
『
雨
月
物
語
』
の
平
仮
名
字
母
の
種
類
と
使
用
数
が
検
討

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
先
述
し
た
浜
田
（
一
九
七
九
）
に
お
い
て
「
馬
琴
読
本
類
」
の
く
く
り
で
仮
名
字
体
の
種
類
数
の
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

 

読
本
は
戯
作
の
中
で
も
別
格
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
馬
琴
は
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』（
天
保
五
年
成
立
）
の
巻
之
一
を
「
赤
本
・
洒
落
本
・

中
本
の
部
」
と
し
、
巻
之
二
を
「
読
本
作
者
之
部
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
の
理
由
を
、
馬
琴
は
巻
之
一
の
巻
末
に
「
赤
本
・
洒
落
本
・
中
本
・

読
本
の
如
き
、
各
そ
の
差シ

ナ

あ
り
と
い
へ
ど
も
、
戯
墨
は
則
是
一
な
り
。
但
そ
の
文
に
雅
俗
あ
り
、
作
者
の
用
意
も
亦
同
じ
か
ら
ず
。
こ
の
故
に
そ
の
部
を
分

ち
て
詳
に
せ
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
」
三

と
述
べ
、
同
じ
戯
作
の
中
で
も
読
本
に
力
を
入
れ
、
区
別
し
て
い
た
と
分
か
る
。
ま
た
、
式
亭
三
馬
は
「
讀
本
は
上
菓

子
に
て
。
草
雙
子
は
駄
菓
子
也
。
」
四

と
述
べ
て
い
る
。 
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内
田
宗
一
（
一
九
九
八
ａ
）
の
調
査
で
洒
落
本
と
黄
表
紙
に
平
仮
名
字
体
の
種
類
に
差
が
見
出
さ
れ
、
洒
落
本
の
行
数
が
決
ま
っ
て
い
る
な
ど
体
裁
の
違
い

が
平
仮
名
字
体
の
選
択
に
影
響
が
出
る
点
が
検
討
さ
れ
た
。
同
じ
こ
と
が
読
本
に
も
い
え
、
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
に
分
け
入
る
余
地
の
あ
る
と
い
え
る
。 

 

調
査
資
料
は
後
期
読
本
の
代
表
作
家
で
あ
る
曲
亭
馬
琴
の
著
作
に
し
た
。
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
に
「
多
く
行
わ
れ
た
り
」
と
し
て
い
る
三
作

品
で
あ
る
。
資
料
と
調
査
範
囲
と
共
に
次
に
記
す
五

。 

  

『
復
讐

小
説 

月
氷
竒
縁
』
（
文
化
二
年
） 

巻
之
一 

八
丁
オ
～
廿
六
丁
オ 

 

『
椿
説
弓
張
月 
前
篇
』
（
文
化
四
年
） 

巻
之
一 

七
ノ
下
ウ
～
三
十
一
丁
ウ 

 

『
南
総
里
見
八
犬
伝 
肇
輯
』
（
文
化
十
一
年
） 

巻
之
一 

九
丁
オ
～
三
十
丁
ウ 

 

い
ず
れ
も
本
行
の
平
仮
名
の
み
を
調
査
し
た
。『
椿
説
弓
張
月
』『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
が
人
気
を
博
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、『
月

氷
竒
縁
』
は
馬
琴
読
本
で
初
め
て
の
売
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
三
本
の
み
で
表
記
の
一
般
性
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
共

通
す
る
用
法
や
各
作
品
の
比
較
か
ら
読
本
の
平
仮
名
字
体
の
一
端
を
探
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。 

  
 

 
 

二 

読
本
三
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
種
類 

  

三
作
品
の
平
仮
名
字
体
の
総
種
類
数
を
み
る
と
、
月
氷
竒
縁
106
、
弓
張
月
102
、
八
犬
伝
92
と
、
月
氷
竒
縁
六

が
最
も
多
く
、
最
も
少
な
い

八
犬
伝
は
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
と
一
〇
種
類
以
上
の
差
が
あ
る
。
こ
れ
ら
三
本
の
字
体
種
類
数
を
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
黄
表

紙
の
字
体
種
類
数
と
比
較
す
る
七

と
、
三
本
と
も
黄
表
紙
を
上
回
り
、
や
や
少
な
め
に
み
え
る
八
犬
伝
も
大
体
の
黄
表
紙
よ
り
種
類
豊
富
で

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

 

複
数
の
字
体
が
使
用
さ
れ
る
仮
名
の
数
の
分
布
を
み
る
と
、
表
１
の
通
り
に
な
る
。
一
つ
の
仮
名
あ
た
り
一
～
五
種
類
を
使
用
し
、
二
種

類
の
字
体
を
使
用
し
て
い
る
場
合
が
最
も
多
い
。
ど
の
読
本
に
お
い
て
も
四
八
の
仮
名
の
う
ち
三
〇
以
上
の
仮
名
に
複
数
の
字
体
が
当
て
ら

れ
て
い
る
が
、
複
数
の
字
体
が
使
用
さ
れ
る
仮
名
の
数
は
月
氷
竒
縁
が
36
、
弓
張
月
33
、
八
犬
伝
31
の
順
に
多
い
。 

 

使
用
さ
れ
て
い
る
平
仮
名
字
体
の
種
類
は
共
通
し
て
い
る
も
の
が
多
い
も
の
の
、
作
品
に
よ
っ
て
は
共
通
し
な
い
字
体
も
あ
る
。
三
本
に

二種類三種類四種類五種類 計
月氷竒縁 21 9 5 1 36
椿説弓張月 19 10 1 3 33
南総里見八犬伝 22 6 2 1 31

表１　複数の字体が使用される仮名の数
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共
通
し
た
字
体
、
二
本
に
共
通
し
て
い
た
字
体
と
、
そ
の
作
品
に
し
か
な
か
っ
た
字
体
を
分
け
る
と
、
Ａ
～
Ｇ
ま
で
に
分
類
で
き
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

  

Ａ
．
三
作
品
に
共
通
（
八
二
字
体
） 

 

・
一
種
類
（
18
の
仮
名
／
一
八
字
体
） 

 

【
あ
】 
【
う
】 

【
え
】 

【
お
】 

【
さ
】 

【
せ
】 

【
そ
】 

【
ち
】 

【
ぬ
】 

【
へ
】 

【

𛃉

】 

【
む
】 

【
よ
】 

【
ろ
】 

【

𛄌

】 
 

【
ゐ
】 

（
【
ゑ

八

】
） 

【
ん
】 

  

・
二
種
類
（
26
の
仮
名
／
五
二
字
体
） 

 

【
い
】
【

𛀆

】 

【

𛀚

】
【
か
】 

【
き
】
【

𛀪

】 

【
く
】
【

】 

【
け
】
【

𛀳

】 

【
こ
】
【

𛀸

】 

【

𛁅

】
【

𛁈

】 

【

𛁏

】
【

𛁑

】 
 

【

𛁠

】
【
た
】 

【
つ
】
【

𛁪

】 
【
て
】
【

𛁳

】 

【
と
】
【

】 

【

】
【
な
】 

【

𛂌

】
【

𛂋

】 

【
ね
】
【

𛂔

】 

【
の
】
【

𛂜

】 
 

【
ひ
】
【

𛂯

】 

【
ふ
】
【

𛂱

】 
【

】
【

𛂻

】 

【
め
】
【

𛃔

】 

【
や
】
【

𛃝

】 

【
ゆ
】
【

𛃥

】 

【
ら
】
【

𛃰

】 

【
り
】
【

𛃶

】 
 

【
れ
】
【

𛄀

】 

【
を
】
【

𛄚

】 

  

・
三
種
類
（
4
の
仮
名
／
一
二
字
体
） 

 

【

𛂦

】
【

𛂞

】
【

𛂣

】 

【
ま
】
【

𛃄

】
【

𛃅

】 
【

】
【
も

九

】
【

𛃙

】 

【
る
】
【

】
【

𛃽

】 

  

Ｂ
．
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
に
共
通
（
八
字
体
） 

 

【

𛀄

】 

【

𛀙

】 

【

𛁩

】
【

𛁭

】 

【

𛁻

】 

【
に
】
【

𛂍

】 

【

𛃼

】 

  

Ｃ
．
弓
張
月
・
八
犬
伝
に
共
通
（
三
字
体
） 

 

【
し
】 

【
ほ
】 

【

】 

  

Ｄ
．
月
氷
竒
縁
・
八
犬
伝
に
共
通 
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【

𛂙

】 

【

𛃆

】 

【
み
】 

  

Ｅ
．
月
氷
竒
縁
の
み 

 

【

】
【

𛀕

】 

【

𛀾

】 

【

𛁐

】 

【

𛁒

】 

【

𛁞

】 

【

𛁮

】 

【

𛂅

】 

【

】 

【

𛂛

】 

【

𛂢

】 

【

】 
 

  

Ｆ
．
弓
張
月
の
み 

 

【

𛀴

】 

【
す
】 
【
セ
】 

【

𛁫

】 

【

】
【

𛂁

】 

【

𛂇

】 

【

𛄆

】 

  

Ｇ
．
八
犬
伝
の
み 

 

【

𛂗

】 

【
は
】 

【

】 

  

特
筆
す
べ
き
こ
と
に
、
三
作
品
と
も
〈
ル
〉
に
四
～
五
種
類
の
字
体
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
黄
表
紙
な
ど
は
【
る
】
【

】
の
み
の
こ
と
が

多
く
、
読
本
に
は
〈
ル
〉
の
仮
名
字
体
の
種
類
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。 

 

Ａ
は
四
八
の
仮
名
の
字
体
が
揃
っ
て
お
り
、
三
作
品
に
概
ね
共
通
し
た
字
体
が
使
わ
れ
て
い
る
と
分
か
る
。
大
体
が
草
双
紙
な
ど
に
も
必
ず
使
用
さ
れ
る

種
類
だ
が
、【

𛀸

】【

𛁑

】【
た
】【
な
】【

𛂜

】【

𛂣

】【

𛂯

】【

𛂱

】【

𛂻

】【

𛃅

】【
み
】【

𛃙

】【

𛃽

】【

𛄚

】
は
、
当
た
り
前
に
使
用
さ
れ
る
と
は

い
え
な
い
。 

Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
字
体
は
、
基
本
的
に
は
草
双
紙
等
に
当
た
り
前
に
使
わ
れ
る
と
は
い
え
な
い
字
体
で
あ
る
。 

Ｅ
の
月
氷
竒
縁
の
み
の
字
体
は
12
種
類
も
み
ら
れ
る
。【

𛀕

】【

𛁐

】【

𛁒

】【

】【

𛂛

】【

𛂢

】
は
漢
字
に
近
い
字
体
が
多
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

【

𛁞

】
は
『
雨
月
物
語
』
に
使
用
例
が
あ
る
が
、
草
双
紙
に
は
使
用
報
告
の
な
い
字
体
で
あ
る
。 

Ｆ
の
弓
張
月
の
み
の
字
体
も
種
類
が
多
い
と
い
え
る
が
、
片
仮
名
に
近
い
形
の
【
セ
】
と
、
Ａ
に
分
類
さ
れ
る
【

】
と
画
数
の
異
な
る
だ
け
の
【

】

と
い
っ
た
字
体
を
含
む
。
ま
た
、
【
す
】
は
草
双
紙
に
よ
く
使
わ
れ
る
字
体
で
、
月
氷
竒
縁
と
比
べ
て
字
体
が
単
純
な
も
の
が
多
い
印
象
で
あ
る
。 

 

八
犬
伝
に
の
み
使
用
が
確
認
で
き
た
【

】
は
【

】
と
運
筆
違
い
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
、
曲
転
部
に
凹
み
が
あ
る
。
【

𛂗

】
は
、
合
巻
や
黄
表
紙
、

滑
稽
本
、
人
情
本
な
ど
読
本
全
盛
期
よ
り
少
し
後
の
方
が
よ
く
使
用
さ
れ
る
字
体
で
あ
る
。 
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Ｂ
の
【

𛁩

】
【

𛁭

】
、
Ｃ
の
【
し
】
、
Ｄ
の
【

𛃆

】
、
Ｆ
の
【
す
】
な
ど
は
黄
表
紙
ほ
か
よ
く
戯
作
に
み
ら
れ
る
字
体
で
あ
る
一
〇

。
読
本
三
本
そ
れ
ぞ
れ

に
仮
名
字
体
の
種
類
が
多
め
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
字
体
が
必
ず
Ａ
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
は
注
目
に
値
す
る
。 

以
上
か
ら
、
各
作
品
の
種
類
は
概
ね
共
通
す
る
も
、
個
別
に
特
色
が
窺
わ
れ
る
面
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
今
回
は
Ａ
の
字
体
を
中
心
に
、
そ
の
用
法

を
検
討
す
る
。
読
本
三
本
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
使
用
傾
向
と
通
じ
る
の
か
、
ま
た
草
双
紙
に
は
さ
ほ
ど
使
わ
れ
な
い
字
体
の
使
用
傾
向
に
注
目

し
て
い
き
た
い
。 

 

 

三 

読
本
三
本
に
共
通
す
る
仮
名
字
体
の
使
用
法 

  

Ａ
に
分
類
し
た
字
体
の
使
用
数
や
使
用
傾
向
を
確
か
め
る
と
、
草
双
紙
類
に
は
み
ら
れ
な
い
使
用
傾
向
を
持
つ
も
の
を
含
む
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
用

法
の
あ
る
字
体
と
、
読
本
に
特
徴
的
な
用
法
の
あ
る
字
体
を
分
け
て
述
べ
て
い
き
た
い
。 

 

二
種
類
以
上
の
字
体
が
み
ら
れ
た
仮
名
と
、
表
２
に
、
Ａ
に
該
当
す
る
仮
名
の
自
立
語
、
付
属
語
、
そ
の
仮
名
一
字
の
助
詞
・
助
動
詞
に
分
類
し
、
使
用

位
置
を
示
し
た
。
た
だ
し
〈
ス
〉
〈
テ
〉
の
み
分
け
方
を
別
に
し
た
の
で
後
述
す
る
。 

 

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
た
字
体
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

〈
カ
〉
【

𛀚

】
【
か
】 

〈
キ
〉
【
き
】
【

𛀪

】 

〈
ク
〉
【
く
】
【

】 

〈
ケ
〉
【
け
】
【

𛀳

】 

〈
コ
〉
【
こ
】
【

𛀸

】 

〈
シ
〉
【

𛁅

】
【

𛁈

】 

〈
ツ
〉
【
つ
】
【

𛁪

】 

〈
テ
〉
【
て
】
【

𛁳

】 

〈
ト
〉
【
と
】
【

】 

〈
ニ
〉
【

𛂌

】
【

𛂋

】 

〈
ネ
〉
【
ね
】
【

𛂔

】 

〈
ハ
〉
【

𛂦

】
【

𛂞

】
【

𛂣

】 

〈
モ
〉
【

】
【
も
】
【

𛃙

】 
〈
ヤ
〉
【
や
】
【

𛃝

】 

  

【
か
】【

𛁈

】
が
語
頭
、【

𛀪

】
が
非
語
頭
と
い
っ
た
使
い
分
け
は
、
先
行
研
究
で
例
外
な
く
見
出
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
平
仮
名
中
心
の
文
章
に

お
い
て
、
そ
う
し
た
使
い
分
け
は
表
語
機
能
と
な
っ
て
お
り
、
語
の
切
れ
目
を
分
か
り
や
す
く
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
漢
字
が
自
立
語
の
マ
ー
カ
ー
と

な
る
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
読
本
に
お
い
て
も
同
様
の
用
法
が
あ
る
と
分
か
っ
た
。
右
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
つ
い
て
は
三-

一
で
述
べ
る
。 

 

草
双
紙
に
は
報
告
が
あ
ま
り
み
え
な
い
使
用
傾
向
が
あ
っ
た
字
体
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 
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表２-１　三本に共通した複数の字体の使用傾向（[　]内はその字体の総数）

付属語 語末 語中 準語頭 語頭 語末 語中 準語頭 語頭

12 0 1 0 0
𛀳

[13] 0 0 1 64
い

[65]

13 6 15 0 0
け

[29]
0 0 1 20

𛀆

[21]

46 0 3 0 3
𛀳

[52] 0 2 0 97
い

[99]

2 8 8 0 2
け

[20] 0 1 0 1
𛀆

[2]

5 0 1 0 0
𛀴

[6] 0 0 0 95
い

[95]

26 0 2 0 0
𛀳

[28] 0 1 0 3
𛀆

[4]

28 11 18 0 6
け

[63] 付属語 助詞ガ 語末 語中 準語頭 語頭

付属語 語末 語中 準語頭 語頭 22 39 2 69 10 13
𛀚

[155]

6 0 22 0 88
こ

[116] 3 0 0 0 3 15
か

[21]

0 0 0 1 16
𛀸

[17] 0 0 0 0 0 1
𛀙

[1]

10 1 16 6 120
こ

[153]
48 81 20 113 25 21

𛀚

[297]

0 0 0 0 2
𛀸

[2] 0 0 0 0 9 26
か

[35]

0 0 2 2 68
こ

[72] 1 2 1 8 0 0
𛀙

[11]

0 0 0 0 23
𛀸

[23] 57 50 19 82 27 11
𛀚

[245]

付属語 語末 語中 準語頭 語頭 0 0 0 1 6 31
か

[38]

64 86 82 4 0
𛁅

[236] 付属語 語末 語中 準語頭 語頭

0 0 10 6 29
𛁈

[45] 0 1 3 1 3
き

[8]

55 124 91 0 0
𛁅

[344] 7 37 7 0 0
𛀪

[51]

2 2 0 2 43
𛁈

[50] 15 49 10 0 1
き

[75]

2 18 11 0 0
し

[34] 3 15 7 0 0
𛀪

[25]

61 113 116 0 7
𛁅

[298] 0 10 4 0 4
き

[18]

0 1 2 2 26
𛁈

[30] 14 77 7 0 0
𛀪

[108]

17 31 7 0 0
し

[55] 付属語 語末 語中 準語頭 語頭

末尾 語中 準語頭 語頭 11 57 2 0 0
く

[68]

66 13 5 22
𛁏

[106] 0 0 4 0 5 [9]

35 0 0 0
𛁑

[35] 15 105 24 0 0
く

[144]

2 0 0 0
𛁐

[2] 0 0 5 3 3 [11]

105 25 2 16
𛁏

[149] 12 52 23 0 0
く

[87]

13 2 0 0
𛁑

[15] 0 0 3 0 1 [4]

2 3 0 4
す

[9]

91 30 0 20
𛁏

[128]

43 1 0 0
𛁑

[44]

八
犬
伝

弓
張
月

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

八
犬
伝

弓
張
月

月
氷
竒
縁

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝 八

犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝
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表２-２　三作品に共通した複数の字体の使用傾向（[　]内にその字体の総数、助詞はその字体一文字のみで文中に表れるもの）

付属語 助詞ト 語末 語中 準語頭 語頭 付属語 語末 語中 準語頭 語頭

16 106 5 20 0 9
と

[157] 11 7 27 0 3
𛁠

[48]

20 21 0 8 3 25
[79]

24 0 1 1 20
た

[46]

0 6 0 1 0 0
𛁻

[7] 4 0 12 1 1
𛁞

[18]

62 164 32 30 4 8
と

[300] 57 13 42 8 12
𛁠

[133]

9 9 0 3 5 29 [55] 0 0 0 0 1
た

[1]

0 1 0 0 0 0
𛁻

[1] 81 11 20 4 1
𛁠

[117]

89 140 31 21 9 28
と

[318]
3 0 0 1 2

た

[6]

2 5 1 2 3 10 [23] 付属語 助動詞ツ 語末 語中 準語頭 語頭

付属語
終助詞
ナ

語末 語中 準語頭 語頭 1 1 0 11 4 3
つ

[20]

69 2 2 23 8 32 [134] 1 0 4 14 0 0
𛁪

[19]

11 0 0 2 0 6
な

[21]
0 0 1 2 0 0

𛁩

[3]

0 0 0 3 0 0
𛂅

[3]
0 0 0 2 4 3

𛁭

[9]

10 0 0 6 1 4 [21] 12 8 8 14 10 25
つ

[77]

49 0 2 11 2 19
な

[83] 0 0 1 2 0 0
𛁪

[3]

38 0 7 23 6 26
[101]

0 2 1 3 0 0
𛁩

[6]

0 0 0 1 0 1
𛂁

[2]
1 0 0 0 1 5

𛁭

[7]

145 0 7 37 3 17 [209] 0 0 0 0 1 0
𛁫

[1]

6 0 0 0 0 1
な

[7]
9 1 1 11 6 7

つ

[35]

付属語 助詞ニ 語末 語中 準語頭 語頭 5 5 7 12 0 0
𛁪

[29]

1 35 3 0 0 0
𛂌

[39]
付属語 語末 語中 準語頭 語頭

41 213 19 0 0 1
𛂋

[274]
13 96 5 0 1

て

[115]

1 13 2 0 0 0
に

[16]
22 154 1 0 0

𛁳

[177]

0 1 0 0 0 0
𛂍

[1]
3 2 0 0 0

𛁮

[5]

0 2 1 0 0 0 [3] 9 45 4 1 1
て

[60]

8 270 36 0 1 0
𛂌

[315]
39 311 0 0 0

𛁳

[350]

42 43 8 1 0 0
𛂋

[94] 8 78 2 0 0
て

[88]

26 24 10 1 0 0
𛂇

[61] 38 250 0 0 0
𛁳

[288]

0 1 0 0 0 0
に

[1]

0 1 0 0 0 0
𛂍

[1]

0 261 40 0 0 0
𛂌

[301]

51 144 28 3 0 0
𛂋

[226]

月
氷
竒
縁

月
氷
竒
縁

弓
張
月

弓
張
月

八
犬
伝

弓
張
月

弓
張
月

八
犬
伝

八
犬
伝 八

犬
伝

月
氷
竒
縁

月
氷
竒
縁

月
氷
竒
縁

月
氷
竒
縁

弓
張
月

弓
張
月

八
犬
伝

八
犬
伝
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語末 語中 準語頭 語頭 付属語 助動詞ネ 語末 語中 準語頭 語頭

22 8 0 0
ひ

[32]
0 3 1 0 1 2

ね

[7]

14 0 0 11
𛂯

[25]
0 0 1 0 0 0

𛂔

[1]

94 37 0 0
ひ

[131] 0 4 1 0 0 1
ね

[6]

0 0 0 5
𛂯

[5]
0 0 1 0 0 0

𛂔

[1]

48 27 0 3
ひ

[78]
0 2 0 0 0 0

ね

[2]

0 0 1 2
𛂯

[3] 0 2 0 4 0 0
𛂔

[6]

語末 語中 準語頭 語頭 0 5 0 0 0 0
𛂗

[5]

48 4 0 8
ふ

[60] 付属語 助詞ノ 語末 語中 準語頭 語頭

0 0 0 4
𛂱

[4] 2 164 95 20 0 9
の

[287]

77 7 0 19
ふ

[103] 0 47 6 1 0 0
𛂜

[54]

0 0 0 3
𛂱

[3] 0 0 1 0 0 0
𛂛

[１]

64 4 0 9
ふ

[77] 0 1 0 0 0 0
𛂙

[１]

0 0 0 1
𛂱

[1] 2 347 143 11 0 2
の

[505]

語末 語中 準語頭 語頭 0 12 2 0 0 0
𛂜

[14]

2 1 0 0 [3] 14 229 109 6 1 1
の

[362]

9 4 1 2
𛂻

[16] 0 0 3 0 0 0
𛂜

[4]

0 5 0 1 [6] 0 11 0 0 0 0
𛂙

[11]

14 18 0 0
𛂻

[32] 付属語
助詞
ハ・バ 語末 語中 準語頭 語頭

0 0 0 5
ほ

[5] 2 125 1 34 0 1
𛂞

[167]

2 4 1 1 [8] 2 0 0 6 0 28
𛂦

[36]

5 7 0 0
𛂻

[12] 8 8 0 0 0 0
𛂣

[16]

0 2 0 2
ほ

[4] 0 1 0 0 0 0
𛂢

[1]

29 243 10 64 0 0
𛂞

[347]

4 4 0 12 6 13
𛂦

[35]

0 13 0 0 0 0
𛂣

[13]

35 265 21 36 0 0
𛂞

[357]

0 0 0 1 1 26
𛂦

[28]

7 1 0 0 0 0
𛂣

[8]

0 0 0 0 0 1
は

[1]

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

表２-３　三本に共通した複数の字体の使用傾向（[　]内にその字体の総数、助詞はその字体一文字のみで文中に表れる
もの）

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁
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表２-４　三本に共通した複数の字体の使用傾向（[　]内にその字体の総数、助詞はその字体一文字のみで文中に表れるもの）

付属語 助詞ヤ 語末 語中 準語頭 語頭 付属語 語末 語中 準語頭 語頭

2 4 1 1 0 1
や

[7]
2 2 13 0 13

ま

[30]

0 0 0 12 0 5
𛃝

[18]
0 0 5 0 2

𛃄

[8]

11 6 0 1 1 3
や

[22]
0 1 0 0 0

𛃆

[1]

0 0 0 17 0 17
𛃝

[34]
0 0 8 0 3

𛃅

[11]

1 28 3 3 0 1
や

[36]
0 0 2 0 0

ま

[2]

0 0 0 13 0 9
𛃝

[22]
16 0 20 0 38

𛃄

[74]

語末 語中 準語頭 語頭 0 0 4 0 0
𛃅

[4]

0 0 1 0
ゆ

[1]
1 1 2 1 1

ま

[6]

1 0 1 9
𛃥

[11]
12 0 17 3 27

𛃄

[59]

0 0 0 3
ゆ

[3] 0 1 0 0 0
𛃆

[1]

1 1 2 0
𛃥

[4]
0 0 1 0 0

𛃅

[1]

0 0 3 4
ゆ

[7]
付属語 語末 語中 準語頭 語頭

0 1 0 3
𛃥

[4] 4 2 3 0 0
め

[9]

付属語 語末 語中 準語頭 語頭 6 4 10 0 0
𛃔

[20]

2 0 5 0 0
ら

[7] 4 14 4 0 2
め

[24]

19 21 69 0 0
𛃰

[109]
0 0 1 0 0

𛃔

[1]

0 0 15 0 0
ら

[15]
1 24 3 1 1

め

[30]

11 14 106 0 0
𛃰

[131]
1 0 0 0 0

𛃔

[1]

0 3 12 0 0
ら

[15] 付属語 助詞モ 語末 語中 準語頭 語頭

30 12 103 0 0
𛃰

[145]
0 1 0 14 2 38

[55]

付属語 語末 語中 準語頭 語頭 21 27 4 0 0 0
も

[52]

70 57 45 0 0
り

[163] 0 0 0 0 0 3
𛃙

[3]

6 19 5 0 0
𛃶

[30] 0 4 0 2 4 62 [71]

83 164 64 0 0
り

[312] 65 95 20 4 0 2
も

[186]

0 14 5 0 0
𛃶

[19] 0 0 0 0 0 3
𛃙

[3]

137 122 43 0 0
り

[302] 3 0 0 5 1 63 [72]

2 0 3 0 0
𛃶

[5] 56 80 14 1 0 0
も

[151]

0 3 0 0 0 0
𛃙

[3]

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

月
氷
竒
縁

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

弓
張
月

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

八
犬
伝

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

弓
張
月

八
犬
伝
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〈
ス
〉
【

𛁏

】
【

𛁑

】 

〈
ノ
〉
【
の
】
【

𛂜

】 
 

〈
フ
〉
【
ふ
】
【

𛂱

】 

〈
ホ
〉
【

】
【

𛂻

】 

〈
マ
〉
【
ま
】
【

𛃄

】
【

𛃅

】 

 

〈
リ
〉
【
り
】
【

𛃶

】 

〈
レ
〉
【
れ
】
【

𛄀

】 

  

草
双
紙
と
同
じ
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
た
字
体
に
も
個
別
の
問
題
は
あ
る
が
、
右
に
挙
げ
た
仮
名
字
体
は
特
に
顕
著
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
三-

二
で
述
べ

る
。 

 

一
本
に
の
み
特
徴
的
な
用
字
が
み
ら
れ
た
も
の
は
次
の
仮
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
三-

三
で
述
べ
る
。 

  

〈
イ
〉
【
い
】
【

𛀆

】 

〈
タ
〉
【

𛁠

】
【
た
】 

〈
ヒ
〉
【
ひ
】
【

𛂯

】 

〈
メ
〉
【
め
】
【

𛃔

】 

〈
ヲ
〉
【
を
】
【

𛄚

】 

表２-５　三本に共通した複数の字体の使用傾向

付属語 語末 語中 準語頭 語頭

6 32 0 0 0
る

[38]

14 55 2 0 0 [71]

7 7 0 0 0
𛃽

[14]

0 2 0 0 0
𛃼

[2]

19 39 0 0 0
る

[58]

49 107 4 0 0 [168]

0 2 0 0 0
𛃼

[2]

0 1 0 0 0
𛃽

[1]

1 1 0 0 0 [2]

5 47 6 0 0
る

[58]

80 69 12 0 0 [161]

4 2 0 0 0
類

[2]

0 8 0 0 0 [12]

0 3 0 0 0 [3]

付属語 語末 語中 準語頭 語頭

7 39 15 0 0
れ

[61]

5 43 29 0 0
𛄀

[77]

19 56 74 0 0
れ

[149]

6 17 25 0 0
𛄀

[48]

15 57 43 0 0
れ

[115]

40 32 37 0 0
𛄀

[109]

付属語 助詞 語末 語中 準語頭 語頭

0 326 0 0 0 5
を

[331]

0 4 0 0 0 0
𛄚

[4]

12 321 0 2 0 5
を

[340]

0 7 0 0 0 0
𛄚

[7]

2 245 0 3 0 5
を

[255]

0 90 0 0 0 0
𛄚

[90]

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁

弓
張
月

八
犬
伝

月
氷
竒
縁
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こ
れ
と
い
っ
た
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
な
い
字
体
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
先
に
挙
げ
た
分
類
に
含
め
な
い
。
三-

三
に
付
け
加
え
る
形
で
最
後
に
述
べ
る
。 

 

〈
ナ
〉
【

】
（
【

】
）
【
な
】 

〈
ユ
〉
【
ゆ
】
【

𛃥

】 

〈
ラ
〉
【
ら
】
【

𛃰

】 

〈
ル
〉
【
る
】
【

】
【

𛃽

】 

 

三-

一 
先
行
研
究
の
指
摘
と
同
じ
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
た
仮
名
字
体 

  

ま
ず
、
草
双
紙
等
を
検
討
し
た
先
行
研
究
の
指
摘
と
同
じ
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
た
仮
名
字
体
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

 

〈
カ
〉
は
語
の
位
置
に
関
係
な
く
使
わ
れ
る
【

𛀚

】
と
、
語
頭
・
準
語
頭
に
使
わ
れ
る
【
か
】
の
使
用
傾
向
が
読
本
に
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
格
助
詞
ガ
は

【

𛀚

】
が
占
め
、
そ
の
た
め
【

𛀚

】
の
使
用
数
は
月
氷
竒
縁
155
、
弓
張
月
297
、
八
犬
伝
245
と
多
い
。
自
立
語
の
語
頭
・
準
語
頭
の
用
例
は
【
か
】
と
【

𛀚

】

の
両
方
が
あ
る
。【
か
】
に
用
例
が
多
い
の
は
「
か
ゝ
る
」（
月
氷
竒
縁
3
、
弓
張
月
8
、
八
犬
伝
3
）
「
か
く
て
」（
弓
張
月
3
、
八
犬
伝
7
）
と
い
っ
た
連
体
詞
や

副
詞
、
と
き
に
「
か
い
つ
か
み
」
「
か
し
こ
み
て
」
と
い
っ
た
動
詞
も
書
か
れ
る
。
【

𛀚

】
は
方
向
を
表
す
名
詞
「
か
た
」
や
、
「
吼ほ

え

か
ゝ
る
」
「
吼ほ

え

か
ゝ
り

て
」
2
「
大
か
た
」
4
と
漢
字
と
合
わ
さ
っ
て
い
る
複
合
動
詞
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
語
や
文
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
要
素
か
が
【

𛀚

】【
か
】
の

使
い
分
け
に
影
響
し
て
い
る
。
月
氷
竒
縁
に
は
【
か
】
を
終
助
詞
カ
・
カ
モ
・
カ
シ
に
使
う
例
が
あ
る
。
カ
モ
・
カ
シ
は
語
頭
と
捉
え
た
か
と
考
え
ら
れ
、

終
助
詞
カ
は
「
ゆ
く
か
と
」（
廿
五
丁
ウ
・
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）
と
連
綿
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
頭
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
八
犬
伝
に

唯
一
【
か
】
が
語
中
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
例
に
「
う
た
か
た
」
が
あ
っ
た
が
、
「
う
た
・
か
た
」
と
解
釈
し
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

〈
キ
〉
の
【
き
】【

𛀪

】
は
、【
き
】
が
汎
用
の
字
体
、【

𛀪

】
が
非
語
頭
の
字
体
と
い
う
傾
向
が
三
本
に
共
通
す
る
。
月
氷
竒
縁
で
は
【
き
】
8
【

𛀪

】

51
、
八
犬
伝
で
は
【
き
】
18
【

𛀪

】
108
と
【

𛀪

】
の
使
用
数
が
多
く
、
弓
張
月
は
【

𛀪

】
26
【
き
】
84
と
【

𛀪

】
が
【
き
】
の
半
分
以
下
の
使
用
数

で
あ
る
。
語
末
の
字
体
の
分
布
を
み
る
と
、
月
氷
竒
縁
は
【
き
】
1
【

𛀪

】
37
、
八
犬
伝
は
【
き
】
10
【

𛀪

】
77
と
二
作
品
で
は
【

𛀪

】
が
上
回
る
が
、

弓
張
月
の
語
末
は
【
き
】
40
【

𛀪

】
14
と
【
き
】
が
多
い
。
加
え
て
助
動
詞
も
月
氷
竒
縁
と
八
犬
伝
は
ベ
キ
（
月
氷
竒
縁
7
、
八
犬
伝
11
）
、
マ
ジ
キ
（
八
犬

伝
1
）
、
キ
（
八
犬
伝
2
）
が
、
す
べ
て
【

𛀪

】
で
書
か
れ
る
。
弓
張
月
は
助
動
詞
ベ
キ
に
【
き
】
14
【

𛀪

】
3
、
マ
ジ
キ
に
【
き
】
1
と
【
き
】
に
偏
る
。

【

𛀪

】
の
使
用
傾
向
は
共
通
し
て
い
る
が
、
資
料
に
よ
っ
て
使
用
割
合
が
異
な
る
。 

 

〈
ク
〉
は
【
く
】
が
非
語
頭
、
横
幅
に
広
い
【

】
が
非
語
末
に
用
い
ら
れ
る
。
用
例
は
【
く
】
は
「
と
ま
れ
か
く
ま
れ
」「
む
く
〳
〵
」「
か
く
て
」
、「
い
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へ
ら
く
」「
ふ
か
く
」「
ゆ
く
」
等
で
、
副
詞
・
接
続
詞
・
動
詞
や
形
容
詞
の
活
用
語
尾
に
使
用
さ
れ
る
。【

】
は
月

氷
竒
縁
に
語
頭
「
く
ら
く
」
2
「
く
ふ
う
す
る
」「
く
る
ゝ
」
等
、
語
中
「
う
く
る
」「
お
く
り
」「
名な

づ
く
る
」
等
、

弓
張
月
に
語
頭
「
く
ろ
み
」
「
く
れ
て
」
「
く
つ
ろ
げ
て
」
、
準
語
頭
「
狩か

り

く
ら
し
」
3
、
語
中
「
お
く
り
」
2
「
さ

し
ぐ
み
て
」
「
問と

ひ

か
く
る
」
等
、
八
犬
伝
に
語
頭
「
ぐ
さ
と
」
、
語
中
「
ま
く
ら
に
」
「
め
ぐ
ら
し
」
「
ゆ
く
り
な
く
」

と
語
頭
の
ほ
か
語
幹
に
〈
ク
〉
を
含
む
語
に
用
い
ら
れ
る
。 

 

〈
ケ
〉
は
三
本
を
通
じ
て
【

𛀳

】
が
少
数
字
体
で
あ
る
。
【
け
】
は
月
氷
竒
縁
に
語
中
末
、
弓
張
月
・
八
犬
伝
で

は
位
置
に
関
係
な
く
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
【

𛀳

】
の
字
体
は
慣
習
的
に
助
動
詞
ケ
リ
・
ケ
ン
や

形
容
詞
活
用
語
尾
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
一

。
今
回
の
調
査
で
も
ケ
リ
・
ケ
ン
が
【

𛀳

】
で
書
か
れ

て
い
た
が
、
表
３
に
ま
と
め
た
通
り
【

𛀳

】【
け
】
の
両
方
に
用
例
が
あ
る
。
弓
張
月
は
確
か
に
【

𛀳

】
が
使
用
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
月
氷
竒
縁
と
八
犬
伝
は
ほ
ぼ
同
等
に
【
け
】
が
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
先
行
研
究
で
「
け

ふ
」
の
語
は
【

𛀳

】
が
定
着
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
一
二

が
、
月
氷
竒
縁
に
は
「
け
ふ
」
を
平
仮
名
で
書
く
例

は
な
く
、
弓
張
月
に
「
け
ふ
」
／
【

𛀳

】
3
【
け
】
2
、
八
犬
伝
で
は
5
例
す
べ
て
【
け
】
で
あ
る
。
三
本
を
通
じ
て
自
立
語
に
は
【
け
】
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
、
【
け
】
の
使
用
領
域
は
広
く
、
【

𛀳

】
は
限
ら
れ
た
位
置
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。 

 

〈
コ
〉
の
【

𛀸

】
は
草
双
紙
に
滅
多
に
使
用
さ
れ
な
い
が
、
恋
川
春
町
の
黄
表
紙
で
は
語
頭
に
使
用
さ
れ
て
い
る
一
三

。
読
本
三
本
に
は
汎
用
の
【
こ
】

を
中
心
に
、
語
頭
・
準
語
頭
に
【

𛀸

】
が
使
わ
れ
て
い
た
。【

𛀸

】
の
使
用
数
は
八
犬
伝
23
、
月
氷
竒
縁
17
、
弓
張
月
2
と
弓
張
月
は
他
の
二
本
に
比
し

て
僅
か
で
あ
る
。
用
例
は
「
こ
れ
」
「
ご
と
く
」
、
そ
れ
ぞ
れ
行
末
近
く
に
位
置
す
る
。 

  
 

 

十
五
丁
ウ
（
L2
） 

【

𛀸

】
と
く
｜
一
四 

 
 

 

廿
四
丁
オ
（
L3
） 

【

𛀸

】
れ
｜ 

  

合
字
の
［
こ
と
］
や
【
こ
】
よ
り
大
き
め
の
字
体
な
の
で
、
行
末
近
く
の
ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
、
中
途
半
端
な
語
の
切
れ
目
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
用
途

で
使
わ
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

月
氷
竒
縁
の
【

𛀸

】
の
用
例
は
、
語
頭
「
こ
れ
」
11
「
こ
ゝ
」「
こ
ひ
ね
が
は
く
は
」「
こ
な
た
」「
こ
と
〴
〵
」「
こ
み
〳
〵
」
、
準
語
頭
「
跳と

び

こ
え
」
と
、

べ
け
れ

な
け
れ

け
め

け
ん

け
れ

け
る

け
り

0 0 0 1 8 2 1 𛀳

0 0 1 2 1 4 3 け

1 4 0 5 8 19 2 𛀳

0 0 1 0 0 1 0 け

0 0 0 0 0 4 1 𛀴

4 7 0 3 2 1 9 𛀳

0 1 0 6 7 6 8 け

月氷

弓張月

八犬伝

表３　<ケ>助動詞
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頻
用
さ
れ
る
「
こ
れ
」（
【
こ
】
26
例
）
の
語
に
【

𛀸

】
が
時
折
混
ぜ
ら
れ
、
そ
の
他
の
自
立
語
に
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
る
。
八
犬
伝
は
語
頭
「
こ
ゝ
」
14

「
こ
ゝ
ろ
」
4
「
こ
な
た
」
4
「
こ
よ
な
き
」
1
と
、〈
コ
〉
か
ら
「
ゝ
」
に
続
く
語
「
こ
ゝ
」「
こ
ゝ
ろ
」
に
【

𛀸

】
が
目
立
ち
（
「
こ
ゝ
」
／
【
こ
】
1
、

「
こ
ゝ
ろ
」
／
【
こ
】
7
）
、
決
ま
っ
た
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
印
象
で
あ
る
。【

𛀸

】
は
確
か
に
語
頭
に
使
わ
れ
る
字
体
で
あ
る
が
、
使
用
用
途
が
本
に
よ
っ

て
異
な
る
。 

 

〈
シ
〉
は
非
語
頭
【

𛁅

】
に
対
し
、【

𛁈

】
が
語
頭
と
い
う
使
用
位
置
の
区
別
が
読
本
三
本
に
も
共
通
し
て
い
た
。【

𛁈

】
の
用
例
の
み
左
に
挙
げ
る
。 

  

【

𛁈

】 

 

月
氷
竒
縁 

 
 

 

語
頭―

し
の
び
4 
し
か
れ
ど
も
3 

し
3 

し
か
る
2 

し
か
は
2 

し
ら
ず
2
等 

 
 

 

準
語
頭―

久
し
く
し
て 
飽あ

か

し
め
て 

禳
は
ら
へ

し
む 

畜か
は

し
め 

 
 

 

語
中―

餌
飼

ゑ

が

ひ

し
て 

假
寝

う
た
ゝ
ね

し
た
ま
ふ 

つ
ゝ
し
み
て 

決
断

け
つ
だ
ん

し
て 

音お
と

し
け
れ 

銷
鑠

し
ょ
う
れ
き

し
て
等 

 

弓
張
月 

 
 

語
頭―

し
ば
し
9 

し
7 

し
ば
〳
〵
5 

し
か
る
に
4 

し
る
（
知
）

3
等 

 
 

準
語
頭―

引
し
ぼ
り
2 

正た
ゞ

し
く
し
て 
ま
っ
し
ら
（
真
白
） 

 
 

語
末―

和
睦
し 

修
行
し 

 

八
犬
伝 

 
 

語
頭―

し
3 

し
か
ず
2 

し
か
れ
ど
も
2 

し
ら
ず
2 

し
ら
ぬ 

し
か
り
し
等 

 
 

準
語
頭―

思
ひ
し
ら
せ
ん 

聞き
ゝ

し
ら
で
や 

語
中
末―

青
あ
お
う

し
て 

帰
降

き

ご

う

し
て 

賞
し
ょ
う

し 

 

語
頭
を
中
心
に
「
餌
飼

ゑ

が

ひ

し
て
」「
賞

し
ょ
う

し
」
と
い
っ
た
語
中
末
に
僅
か
に
み
ら
れ
る
。
全
体
的
に
語
中
末
は
「
倶ぐ

し
て
」「
為な

し
」
と
い
っ
た
動
詞
・
複
合
動

詞
の
連
用
形
が
占
め
、「
漢
字
＋
し
て
」「
漢
字
＋
し
」
と
い
う
表
記
の
場
合
が
多
い
。
こ
う
し
た
場
合
、【

𛁅

】
が
中
心
に
用
い
ら
れ
る
が
、
漢
字
が
合
わ

さ
る
と
【

𛁈

】
を
使
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。 
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〈
ツ
〉
は
【
つ
】
が
位
置
に
関
係
な
く
使
わ
れ
、【

𛁪

】
が
語
中
末
に
偏
っ
て
い
る
。【

𛁪

】
は
三
本
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
の
、
弓
張
月
は
僅
か

3
例
と
少
な
い
。
用
例
を
挙
げ
る
と
「
ま
つ
し
ら
（
真
白
）
」「
も
つ
は
ら
（
専
）
」「
ま
づ
」
と
促
音
と
語
末
で
あ
る
。
月
氷
竒
縁
は
「
お
の
づ
か
ら
」
5
「
い

づ
ち
」
「
い
つ
く
」
、
助
詞
「
つ
ゝ
」
等
の
語
と
、
「
と
つ
て
か
へ
し
」
「
も
つ
は
ら
」（
「
も
つ
は
ら
」
は
【
つ
】
1
あ
り
）
と
促
音
に
も
【

𛁪

】
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
八
犬
伝
の
【

𛁪

】
は
語
中
末
に
偏
っ
て
お
り
、
「
な
つ
草
」
「
し
づ
か
」
「
ひ
と
つ
と
し
て
」
等
、
「
あ
つ
て
」
「
と
つ
て
」
2
「
と
つ
て
返
し
」
「
の

ぼ
し
か
ゝ
つ
て
」
と
他
の
二
本
と
同
様
に
促
音
が
【

𛁪

】
で
書
か
れ
て
い
る
。【

𛁪

】
が
促
音
表
記
に
用
い
ら
れ
る
の
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
お
り
一
五

、

読
本
に
も
同
様
の
用
法
が
あ
っ
た
。 

 

〈
テ
〉
は
三
本
と
も
【
て
】
が
汎
用
、【

𛁳

】
が
語
末
お
よ
び
付
属
語
の
助
詞
テ
、
ト
テ
、
連
語
ト
シ
テ
な
ど
に
偏
っ
て
い
る
。
月
氷
竒
縁
の
【
て
】
の

語
頭
中
の
用
例
は
「
て
ら
し
て
」「
過

あ
や
ま

て
り
」
2
「
い
か
で
か
」
2
「
引
た
て
ゝ
」
、
弓
張
月
は
「
て
ら
し
」「
ふ
り
て
ら
し
」「
過

あ
や
ま

て
り
」「
も
て
る
」「
さ

て
は
」
2
、
八
犬
伝
は
「
さ
て
も
」「
な
で
ふ
」
で
あ
る
。【

𛁳

】
は
三
本
と
も
使
用
量
が
月
氷
竒
縁
177
、
弓
張
月
350
、
八
犬
伝
288
と
【
て
】
の
月
氷
竒
縁

115
、
弓
張
月
60
、
八
犬
伝
88
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
文
中
に
最
も
よ
く
使
わ
れ
る
「
至い

た

り
て
」「
呼よ

び
て
」「
倶ぐ

し
て
」「
見
て
」
等
の
動
詞
連
用
形
語
尾
に

接
続
す
る
助
詞
テ
に
【

𛁳

】
が
優
勢
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

〈
ト
〉
は
汎
用
の
【
と
】
に
対
し
、
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
・
八
犬
伝
に
【

】
が
語
頭
に
偏
っ
て
使
わ
れ
る
。
使
用
数
は
【
と
】
が
い
ず
れ
の
作
品
に
お

い
て
も
多
い
。
助
詞
ト
・
ド
、
連
語
ト
シ
テ
・
ト
テ
は
大
勢
が
【
と
】
で
書
か
れ
、
時
折
【

】
が
混
じ
る
。【

】
の
自
立
語
語
頭
の
用
例
は
「
と
り
て
」

「
と
ま
れ
か
く
ま
れ
」「
と
く
〳
〵
」
等
で
、
月
氷
竒
縁
は
語
頭
に
【
と
】
9
【

】
25
、
弓
張
月
は
【
と
】
8
【

】
29
と
【

】
が
優
勢
だ
が
、
八

犬
伝
は
【
と
】
28
【

】
10
と
【
と
】
が
優
勢
で
あ
る
。
近
世
も
終
わ
り
の
方
に
な
る
と
〈
ト
〉
の
使
い
分
け
が
崩
れ
て
く
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
六

。

関
連
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
八
犬
伝
は
語
頭
に
偏
る
と
い
う
よ
り
、
時
折
混
ぜ
ら
れ
る
字
体
と
い
う
具
合
で
あ
る
。 

 

〈
ニ
〉
の
【

𛂌

】
【

𛂋

】
の
使
用
傾
向
は
月
氷
竒
縁
と
、
弓
張
月
・
八
犬
伝
と
で
異
な
る
。
弓
張
月
・
八
犬
伝
で
は
、
【

𛂌

】
を
主
に
助
詞
に
用
い
、

【

𛂋

】
を
自
立
語
に
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
月
氷
竒
縁
で
は
付
属
語
・
自
立
語
の
両
方
に
【

𛂋

】
が
主
体
的
に
使
用
さ
れ
る
。
助
詞
ニ
は
、
月
氷
竒
縁

が
【

𛂌

】
36
【

𛂋

】
213
、
弓
張
月
が
【

𛂌

】
270
【

𛂋

】
43
、
八
犬
伝
が
【

𛂌

】
261
【

𛂋

】
144
と
各
資
料
に
よ
っ
て
メ
イ
ン
に
な
る
字
体
と
少
数
の

字
体
の
割
合
が
異
な
る
。
自
立
語
に
【

𛂋

】
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
点
は
三
本
に
お
い
て
共
通
し
、
月
氷
竒
縁
は
「
に
げ
な
く
」
、
弓
張
月
は
「
い
に
し
へ
」
、

八
犬
伝
は
「
い
か
に
し
て
」
「
い
に
し
へ
」「
と
に
か
く
」
と
い
っ
た
語
が
【

𛂋

】
で
書
か
れ
る
。
草
双
紙
に
【

𛂌

】【

𛂋

】
の
両
方
が
使
用
さ
れ
る
場
合

に
、
自
立
語
の
語
頭
に
【

𛂋

】
が
使
用
さ
れ
、
自
立
語
語
中
末
や
助
詞
ニ
に
主
と
し
て
【

𛂌

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
一
七

。
自
立
語
を
主
と
し
て
漢

字
で
表
記
す
る
読
本
の
文
章
で
は
、【

𛂋

】【

𛂌

】
の
使
用
位
置
を
分
け
る
必
要
が
な
い
こ
と
が
、
各
資
料
の
助
詞
ニ
に
お
け
る
使
用
傾
向
の
ば
ら
つ
き
に
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表
れ
て
い
よ
う
。 

 
〈
ネ
〉
は
【
ね
】
が
語
の
位
置
に
関
わ
ら
ず
ど
こ
に
で
も
使
用
さ
れ
、【

𛂔

】
は
非
語
頭
に
偏
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
三
本
と
も
に
そ
の
傾
向
が
み
ら

れ
た
。
月
氷
竒
縁
の
【

𛂔

】
は
「
か
ね
（
兼
）
」
、【
ね
】
は
「
ね
が
は
く
」「
ね
が
ふ
」「
こ
ひ
ね
が
は
く
」
と
助
動
詞
ズ
已
然
形
ネ
が
4
例
、
弓
張
月
の
【

𛂔

】

は
「
見
か
ね
」
、【
ね
】
は
「
ね
ら
ひ
」「
は
ね
（
跳
）
」
、
助
動
詞
ズ
已
然
形
ネ
4
例
で
あ
る
。
八
犬
伝
は
【

𛂔

】
に
「
か
ね
て
」「
測

は
か
り

か
ね
て
」「
回
答

い

ら

へ

か
ね

て
」「
死し

ね
や
」
と
助
動
詞
ズ
已
然
形
ネ
2
例
で
あ
る
。【
ね
】
は
助
動
詞
ズ
已
然
形
ネ
2
例
、【

𛂔

】【
ね
】
ど
ち
ら
に
も
助
動
詞
ズ
已
然
形
に
使
わ
れ
る

が
、
【
ね
】
は
「
あ
ら
ね
ば
」
「
認
め
ね
」
に
使
わ
れ
、
【

𛂔

】
は
「
候
は
ね
ど
」
「
候
は
ね
ば
」
に
使
わ
れ
、
【

𛂔

】
が
決
ま
っ
た
語
に
使
用
さ
れ
る
。 

 

〈
ハ
〉
の
【

𛂦

】
は[

h
a
]

の
語
頭
中
に
用
い
ら
れ
、【

𛂞

】
が
助
詞
ハ
お
よ
び
ハ
行
転
呼
音
に
よ
っ
て
生
じ
る[

w
a
]

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
【

𛂦

】
は
三
本
に
共
通
し
て
「
は
じ
め
」
「
は
や
く
」
等
の
語
頭
に
用
い
ら
れ
、
助
詞
「
は
」
は
【

𛂞

】
で
書
か
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、

先
行
研
究
と
変
わ
ら
な
い
。
月
氷
竒
縁
で
唯
一
【

𛂞

】
を
語
頭
に
分
類
し
た
語
は
「
ぱ
と
」
と
い
う
擬
音
語
の
み
で
あ
る
。【

𛂦

】【

𛂞

】
の
使
い
分
け
は

読
本
に
も
か
な
り
は
っ
き
り
み
ら
れ
る
。【

𛂣

】
は
助
詞
ハ
に
用
い
ら
れ
、
行
頭
に
偏
る
こ
と
が
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
る
字
体
で
あ
る
一
八

。
し
か
し
、
月

氷
竒
縁
の
16
例
中
行
末
3
例
、
弓
張
月
は
13
例
中
行
頭
3
例
／
行
末
4
例
、
八
犬
伝
は
8
例
中
行
末
2
例
と
行
頭
・
行
末
に
特
別
偏
る
と
い
う
印
象
は

な
か
っ
た
。
例
え
ば
月
氷
竒
縁
は
連
語
ニ
ハ
10
例
中
8
例
が
【

𛂣

】
で
書
か
れ
、
決
ま
っ
た
助
詞
に
使
わ
れ
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。 

 

〈
モ
〉
の
【

】
は
非
語
頭
、
三
本
に
は
「
も
の
」
「
も
て
」
「
も
し
」
「
も
つ
は
ら
」
「
も
ろ
と
も
」
等
の
語
頭
、
「
お
も
ひ
」
「
お
も
は
ず
」
「
お
も
し
ろ

き
」
等
の
語
中
に
【

】
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
下
の
字
体
に
連
綿
す
る
の
に
適
し
た
形
の
た
め
か
と
考
え
ら
れ
る
。
最
終
画
で
上
に
向
け
て
筆
が
運
ば
れ

る
【
も
】
は
「
最

も
っ
と

も
」「
も
つ
と
も
」「
も
ろ
と
も
」
等
語
末
、
助
詞
モ
・
ト
モ
・
ド
モ
・
ニ
モ
等
の
付
属
語
に
み
ら
れ
る
字
体
で
あ
る
。
弓
張
月
に
は
語
頭

の
【
も
】
が
2
例
あ
る
。「
も
て
」（
二
十
丁
オ
）
「
も
し
」（
廿
七
丁
ウ
）
の
語
で
、
前
者
は
「
も
｜
て
」
と
【
も
】
を
行
末
に
残
し
て
連
綿
が
途
切
れ
て
お
り
、

後
者
は
行
末
の
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
【
も
】
を
【
し
】
で
囲
む
形
で
収
め
た
も
の
で
あ
る
。 

漢
字
に
近
い
【

𛃙

】
も
三
本
に
み
ら
れ
、
月
氷
竒
縁
は
「
も
の
」
3
、
弓
張
月
に
も
「
も
の
」
3
、
八
犬
伝
は
助
詞
モ
3
に
使
わ
れ
て
い
た
。
月
氷
竒

縁
で
【

𛃙

】
の
2
例
は
、
対
句
表
現
が
同
じ
匡
郭
内
に
並
ん
で
い
る
十
八
丁
ウ
に
み
ら
れ
る
。 

 

十
八
丁
ウ 

 
 

 
 

L1 

あ
る
【

】
の 

L1
～
L2 

 

形
か
た
ち

な
き
｜
【

】
の
な
り 
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L2 
 

形
か
た
ち

な
き
【

𛃙

】
の 

 
 

 
 

 
 

 

あ
る
【

】
の 

 
 

 
 

L4 

｜
至
明

し

め

い

な
る
【

】
の
な
り
。 

偽
変

ぎ

へ

ん

な
る
【

𛃙

】
の
な
り
。 

  

L1
～
L4
の
間
に
六
回
「
も
の
」
が
書
か
れ
、
二
回
【

】
が
使
用
さ
れ
た
後
に
【

𛃙

】
で
「
も
の
」
を
書
い
て
い
る
の
で
、
単
調
に
な
ら
な
い
よ
う
変

え
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
弓
張
月
の
【

𛃙

】
の
「
も
の
」
は
十
四
丁
オ
、
廿
五
丁
オ
、
三
十
丁
ウ
と
離
れ
た
場
所
で
、
右
の
よ
う
な
用
法
で
は
な

い
。
八
犬
伝
の
【

𛃙

】
の
助
詞
は
3
例
中
2
例
が
行
末
に
近
い
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
が
、
使
用
理
由
は
判
然
と
し
な
い
。 

 

〈
ヤ
〉
の
【

𛃝

】
は
【

】
と
同
じ
く
下
の
文
字
に
連
綿
し
や
す
い
字
体
で
あ
る
た
め
、
「
や
ゝ
」
「
や
う
や
く
」
「
や
が
て
」
と
い
っ
た
語
頭
、
「
は
や

く
」「
こ
や
つ
」「
あ
や
し
み
」
と
い
っ
た
語
中
に
限
ら
れ
る
。【
や
】
は
終
助
詞
「
や
」
や
「
は
や
」
等
、
文
末
や
語
末
に
用
い
ら
れ
る
が
、
語
頭
に
く
る
こ

と
も
あ
る
。
三
本
に
共
通
し
て
い
た
「
や
う
や
く
」
の
語
は
、
月
氷
竒
縁
で
は
「
【
や
】
う
【

𛃝

】
く
」
、
弓
張
月
で
は
「
【

𛃝

】
う
【
や
】
く
」「
【
や
】
う

【

𛃝

】
く
」
、
八
犬
伝
で
は
「
【

𛃝

】
う
【

𛃝

】
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
上
が
【
や
】
で
あ
っ
て
も
【

𛃝

】
で
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
弓
張
月
と

八
犬
伝
の
「
や
よ
」
、
弓
張
月
に
「
や
（
矢
）
」
に
は
【
や
】
が
用
い
ら
れ
、
独
立
し
た
一
語
で
は
、
下
の
文
字
に
積
極
的
に
続
く
【

𛃝

】
よ
り
【
や
】
が
相

応
し
い
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
こ
ま
で
は
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
用
法
が
み
ら
れ
た
仮
名
だ
が
、【

𛀳

】【

𛀸

】【

𛂋

】【

𛂣

】【

𛃙

】
は
作
品
に
よ
っ
て
若
干
用
い
方
が
異

な
る
。
特
に
【

𛀸

】【

𛂣

】【

𛃙

】
は
語
の
位
置
と
は
関
わ
り
の
な
い
用
法
が
顕
著
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
時
折
混
ぜ
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
傾
向
の
字
体

使
用
も
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。 

 

 

三-

二 

草
双
紙
の
平
仮
名
文
に
は
報
告
の
な
い
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
た
仮
名
字
体 

  

次
に
、
草
双
紙
の
平
仮
名
文
に
は
報
告
の
な
い
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
た
仮
名
字
体
を
検
討
し
て
い
く
。 

〈
ス
〉
の
【

𛁏

】
と
【

𛁑

】
は
、【

𛁏

】
が
汎
用
の
字
体
、【

𛁑

】
が
末
尾
（
助
動
詞
ズ
が
つ
く
語
を
表
２
で
は
「
末
尾
」
に
含
め
て
い
る
）
と
い
う
使
用
傾
向

が
共
通
し
て
い
る
。
読
本
で
弓
張
月
の
み
【
す
】
が
9
例
み
ら
れ
る
が
、
や
は
り
【

𛁑

】
15
と
や
や
使
用
数
の
方
が
多
い
。
黄
表
紙
や
合
巻
と
い
っ
た
草
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双
紙
は
【

𛁑

】
よ
り
【
す
】
が
優
勢
で
あ
り
、
し
か
も
【

𛁏

】【
す
】
は
使
用
傾
向
が
判
然
と
し
な
い
。【

𛁑

】
は
草
双
紙
な
ど
に
当
た
り
前
に
使
わ
れ
る

字
体
で
は
な
い
の
で
、
読
本
に
【

𛁏

】
【

𛁑

】
に
共
通
す
る
住
み
分
け
が
み
ら
れ
た
の
は
興
味
深
い
。
【

𛁑

】
の
用
例
を
次
に
挙
げ
る
。 

  

【

𛁑

】 

 

月
氷
竒
縁 

 
 

 

語
末―

あ
ら
ず
5 

べ
か
ら
ず
5 

容
易

た

や

す

か
ら
ず
2 

な
ら
ず
2 

し
ら
ず 

あ
た
は
ず
等 

 

弓
張
月 

 
 

語
中―

ま
す
〳
〵
2 

 
 

語
末―

か
な
ら
ず
2 
お
は
し
ま
す
2 

し
か
ず 

た
が
は
ず 

は
ゞ
か
ら
ず 

給
は
ず
等 

 

八
犬
伝 

 
 

語
中―

ま
す
〳
〵 

 
 

語
末―

な
ら
ず
4 

給
は
ず
3 
思
は
ず
3 

用も
ち

ひ
ず
2 

死し

す
2 

異こ
と

な
ら
ず
2 

出
ず
等 

 

「
ま
す
〳
〵
」
や
助
動
詞
ズ
を
【

𛁏

】
で
書
く
こ
と
も
あ
り
、
【

𛁑

】
は
語
末
中
心
に
混
ぜ
ら
れ
る
字
体
と
な
っ
て
い
る
。 

〈
ノ
〉
は
【
の
】
が
汎
用
の
字
体
で
あ
り
、
メ
イ
ン
の
字
体
と
い
え
る
。
【

𛂜

】
は
月
氷
竒
縁
54
、
弓
張
月
14
、
八
犬
伝
4
と
使
用
数
に
差
が
あ
る
。

用
例
を
み
る
と
、
助
詞
ノ
の
211
例
中
47
例
、「
お
の
づ
か
ら
」
7
例
中
1
例
、「
も
の
」
20
例
中
6
例
が
【

𛂜

】
で
あ
る
。
主
に
助
詞
に
混
ぜ
ら
れ
、
稀

に
自
立
語
に
【

𛂜

】
が
使
わ
れ
る
。【

𛂜

】
を
使
っ
て
書
く
「
お
の
づ
か
ら
」
は
、「
お
の
｜
づ
か
ら
」
と
改
行
で
途
切
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
弓
張
月

で
助
詞
ノ
12
、
語
末
は
名
詞
「
も
の
」
37
例
中
1
例
、
副
詞
「
夥

お
ほ
く

の
」
に
【

𛂜

】
が
使
わ
れ
て
い
る
。
弓
張
月
の
【

𛂜

】
の
6
例
は
行
末
近
く
に
み
ら

れ
、
字
体
を
歪
ま
せ
た
り
、
二
本
の
縦
線
の
間
に
前
後
の
文
字
を
挟
ま
せ
た
り
し
て
、
ス
ペ
ー
ス
を
省
略
す
る
書
き
方
を
し
て
い
る
。
改
行
に
よ
っ
て
語
が

途
切
れ
る
の
を
嫌
っ
た
技
法
か
と
考
え
ら
れ
る
。
八
犬
伝
は
「
も
の
」
46
例
中
4
例
に
【

𛂜

】
が
使
わ
れ
て
い
る
。
三
作
品
と
も
【

𛂜

】
は
語
末
と
助
詞

を
使
用
領
域
に
し
て
い
る
。 

〈
フ
〉
の
【
ふ
】
【

𛂱

】
は
、
【
ふ
】
が
汎
用
の
字
体
、
【

𛂱

】
が
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
読
本
三
本
に
共
通
し
て
い
た
。
先
行
研
究
で
は
【

𛂱

】

の
用
法
が
一
定
し
て
い
な
い
。
読
本
三
本
で
は
【

𛂱

】
は
す
べ
て
語
頭
で
あ
る
。【
ふ
】【

𛂱

】
の
語
頭
の
用
例
を
み
る
と
、
こ
の
二
種
類
の
字
体
で
同
じ
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語
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 
【

𛂱

】 
月
氷
竒
縁 

ふ
か
く
2 

ふ
た
ゝ
び
2 

弓
張
月 
ふ
た
り 

ふ
た
ゝ
び 

ふ
り
た
る
（
古
） 

八
犬
伝 
ふ
た
り 

 

【
ふ
】 

月
氷
竒
縁 

ふ
か
く
3 

ふ
た
ゝ
び 

ふ
か
ゝ
り
し 

ふ
か
し 

ふ
り
て 

ふ
る
は
し
て 

弓
張
月 

ふ
か
く
12 
ふ
た
ゝ
び
5 

ふ
り
た
る
（
古
） 

ふ
り
て
ら
し
て 

八
犬
伝 

ふ
か
く
2 

ふ
か
く
し 

ふ
か
く
し
て 

ふ
か
き 

ふ
き 

ふ
く 

ふ
ら
せ
し
等 

 

大
抵
は
【
ふ
】
で
語
を
書
き
、
稀
に
語
頭
に
【

𛂱

】
が
使
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。 

〈
ホ
〉
の
【

】
と
【

𛂻

】
は
、
草
双
紙
な
ど
で
は
【

】
が
優
勢
で
、【

𛂻

】
が
全
く
使
用
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
読
本
三
本
で
は
、【

𛂻

】
の
使

用
数
が
月
氷
竒
縁
16
、
弓
張
月
32
、
八
犬
伝
12
、【

】
が
月
氷
竒
縁
3
、
弓
張
月
6
、
八
犬
伝
8
と
【

𛂻

】
が
多
め
で
あ
る
。
な
お
、
弓
張
月
・
八
犬

伝
は
【
ほ
】
も
用
い
て
い
る
。
【

𛂻

】
【

】
の
用
例
を
次
に
挙
げ
る
。 

  

【

𛂻

】 

 

月
氷
竒
縁 

 
 

 

語
頭―

ほ
ど
2 

 
 

 

準
語
頭―

何
ほ
ど 

 
 

 

語
中―

お
ほ
し 

お
ほ
か
り 

お
ぼ
え
し 

も
よ
ほ
し 

 
 

 

語
末―

な
ほ
9 

 
 

弓
張
月 
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語
中―

お
ぼ
し
て
6 

お
ぼ
し
3 

お
ぼ
さ
ん 

お
ぼ
え
ね
ば 

お
ぼ
す 

も
よ
ほ
し
て
等 

 
 

 

語
末―

な
ほ
14 

 
 

八
犬
伝 

 
 

 
語
中―

お
ぼ
つ
か
な
し 

お
ぼ
し
き 

お
ぼ
し
召 

お
ぼ
ゆ
れ
ば 

な
ほ
り
て 

ひ
き
し
ぼ
り
て
等 

 
 

 

語
末―
な
ほ
5 

  

【

】 

 

月
氷
竒
縁 

 
 

 

語
中―

お
ほ
く 

 
 

 

語
末―

な
ほ
2 

 
 

弓
張
月 

 
 

 

語
中―

お
ぼ
し 

と
ぼ
し
か
ら
ず 
の
ぼ
し 

引
し
ぼ
り 

刺さ
し

と
ほ
し 

 

八
犬
伝 

 
 

 

語
頭―

ほ
ゐ 

 
 

 

準
語
頭―

待ま
つ

ほ
ど 

 
 

 

語
中―

お
ぼ
つ
か
な
く 

お
ぼ
し
く
て 

立
な
ほ
し 
取と

り

な
ほ
す 

 
 

 

語
末―

な
ほ 

処
と
こ
ろ

得え

が
ほ 

 

月
氷
竒
縁
で
は
【

𛂻

】
が
位
置
に
関
係
な
く
使
用
さ
れ
、
【

】
は
語
中
末
に
し
か
使
わ
れ
な
い
。
弓
張
月
は
【

𛂻

】
が
語
中
末
に
偏
り
、
【

】
は
語

頭
中
に
み
ら
れ
る
。
八
犬
伝
の
【

𛂻

】
は
語
中
末
、
【

】
は
位
置
に
関
係
な
く
使
用
さ
れ
る
。
「
お
ぼ
し
」
の
語
、
活
用
形
は
三
本
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど

【

𛂻

】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

月
氷
竒
縁
と
弓
張
月
で
は
【

】
と
【

𛂻

】
で
、
近
く
の
行
に
使
用
さ
れ
る
同
じ
語
の
字
体
を
変
え
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。 
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月
氷
竒
縁 

 
 

 

十
二
丁
オ 

 
 

 
（
L4
） 

な
【

𛂻

】 

 
 

 
（
L6
） 

な
【

】 

 
 

 

十
五
丁
オ 

 
 

 

（
L5
） 
な
【

𛂻

】 

 
 

（
L10
） 

な
【

】 

 
 

弓
張
月 

 
 

引
し
ぼ
り 

 
 

 

十
四
丁
オ 

（
L8
） 

 

引
し
【

】
り 

（
L11
） 

 

引
し
【

𛂻

】
り 

 
 

刺
と
ほ
し 

廿
五
丁
ウ 

（
L9
～
L10
）
刺さ

し

と
【

𛂻

】
｜
し
刺さ

し

と
【

】
し 

 

八
犬
伝
に
は
こ
う
し
た
変
字
法
は
な
い
が
、
使
い
分
け
と
は
異
な
る
使
用
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。 

〈
マ
〉
は
【
ま
】【

𛃄

】【

𛃅

】
の
三
種
類
の
字
体
が
共
通
し
て
い
た
。【
ま
】【

𛃄

】
の
二
種
類
は
、
語
頭
中
を
中
心
に
使
わ
れ
る
と
い
う
用
法
が
似
て

お
り
、
三
本
で
は
ど
ち
ら
か
が
主
体
的
に
使
わ
れ
、
も
う
片
方
は
混
ぜ
ら
れ
る
字
体
と
な
っ
て
い
る
。 

 

【
ま
】 

月
氷
竒
縁 

 

語
頭―

ま
づ
5 

ま
す
〳
〵
2 

ま
げ
て 

ま
つ 

ま
だ 

ま
す
（
増
） 

ま
じ
は
り 
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語
中―

た
ち
ま
ち
3 

い
ま
だ
2 

あ
や
ま
ち 

い
ま
し
め 

し
づ
ま
り 

と
ま
れ
か
く
ま
れ
等 

 

語
末―

ひ
ま
2 

 
付
属
語―

ま
で
2 

弓
張
月 

 

語
中―
い
ま
だ
2 

八
犬
伝 

 

語
頭―

ま
よ
へ
（
迷
） 

 

準
語
頭―

う
ち
ま
も
る 

 

語
中―

あ
ま
り 

あ
ま
る 

 

語
末―

あ
な
が
ま 

 

付
属
語―

ま
で 

 

【

𛃄

】 

 
 

月
氷
竒
縁 

 
 

 

語
頭―

ま
ゐ
ら
す 

ま
ゐ
ら
せ
し 

ま
つ
は
り
し 

 
 

 

語
中―

た
ち
ま
ち
2 

の
た
ま
は
く 

の
た
ま
ふ 
た
ま
ふ 

 
 

弓
張
月 

 
 

 

語
頭―

ま
ゐ
ら
せ
8 

ま
ゐ
ら
す
れ
4 

ま
づ
4 

ま
つ
は
り
て
3 

ま
す
〳
〵
2
等 

 
 

 

語
中―

い
ま
だ
4 

あ
ま
り 

あ
ま
り
て 

い
き
ま
き
て 

と
ま
れ
か
く
ま
れ 

浅あ
さ

ま
し
等 

 
 

八
犬
伝 

 
 

 

語
頭―

ま
う
す
7 

ま
す
〳
〵
3 

ま
づ
3 

ま
し
て
2 

ま
ゐ
ら
ざ
る 
ま
ゐ
り
等 

 
 

 

準
語
頭―

か
く
ま
で
2 

身
ま
か
り 

 
 

 

語
中―

そ
が
ま
ゝ
4 

つ
か
ま
つ
ら
ん
2 

あ
ま
り
2 

い
ま
だ 

い
つ
の
ま
に 
お
さ
ま
り
等 
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付
属
語―

ま
で
10 

ま
せ 

ま
じ
き 

 
月
氷
竒
縁
は
【
ま
】
が
メ
イ
ン
に
用
い
ら
れ
、
語
頭
中
に
【

𛃄

】
が
み
ら
れ
る
。
弓
張
月
は
ご
く
少
量
【
ま
】
が
使
用
さ
れ
、
主
に
【

𛃄

】
が
使
わ
れ

る
。
八
犬
伝
は
【
ま
】
が
汎
用
だ
が
、
非
語
末
で
【

𛃄

】
が
多
い
。【
ま
】【

𛃄

】
は
「
ま
す
〳
〵
」
や
「
ま
づ
」
な
ど
同
じ
語
を
書
い
て
い
る
こ
と
も
あ

る
の
で
、
代
替
が
利
き
、
書
き
手
に
よ
っ
て
選
ぶ
こ
と
の
で
き
る
字
体
で
あ
る
。
【

𛃄

】
の
用
例
を
見
る
と
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
の
語
が
三
本
に
共
通
し
て
お

り
、
【

𛃄

】
は
語
に
定
着
し
て
い
る
側
面
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。 

【

𛃅

】
一
九

は
月
氷
竒
縁
と
、
弓
張
月
・
八
犬
伝
と
の
間
に
用
法
の
違
い
が
あ
る
。 

  

【

𛃅

】 

 

月
氷
竒
縁 

 
 

語
頭―

ま
す
〳
〵
2 

ま
つ
は
る 

 
 

語
中―

た
ち
ま
ち
5 

の
た
ま
は
く 
身
ま
か
り 

と
ま
れ
か
く
ま
れ 

 

弓
張
月 

 
 

語
中―

ま
し
ま
す
2 

ま
し
ま
さ
ば 

え
ら
ま
ず 

 

八
犬
伝 

 
 

語
中―

ま
し
ま
さ
ず 

 

月
氷
竒
縁
に
は
【

𛃅

】
の
使
用
数
が
多
め
で
、
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
場
合
も
3
例
あ
る
。「
ま
す
〳
〵
」
／
【

𛃅

】
2
【

𛃄

】
2
、「
た
ち
ま
ち
」
は

延
べ
10
の
う
ち
【

𛃅

】
5
【
ま
】
4
【

𛃄

】
2
と
様
々
な
字
体
で
変
化
を
つ
け
て
書
く
。
ま
た
、「
と
ま
れ
か
く
ま
れ
」
は
上
の
〈
マ
〉
は
【
ま
】
、
下

の
〈
マ
〉
を
【

𛃅

】
に
し
て
お
り
、
弓
張
月
・
八
犬
伝
に
も
「
ま
し
ま
す
」
「
ま
し
ま
さ
ば
」
「
ま
し
ま
さ
ず
」
の
例
を
語
頭
が
【

𛃄

】
、
語
中
を
【

𛃅

】

に
し
て
い
る
。
【

𛃅

】
は
主
に
変
化
を
つ
け
る
用
途
で
使
わ
れ
る
。 

〈
リ
〉
は
助
動
詞
タ
リ
・
ナ
リ
・
ケ
リ
や
動
詞
の
活
用
語
尾
が
主
な
語
で
あ
り
、
三
本
と
も
【
り
】
を
主
体
に
、【

𛃶

】
が
補
助
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

【

𛃶

】
は
先
行
研
究
で
共
通
し
た
使
用
傾
向
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
月
氷
竒
縁
30
、
弓
張
月
19
、
八
犬
伝
5
と
月
氷
竒
縁
に
使
用
数
が
や
や
多
め
で
あ
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る
。
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
は
動
詞
の
連
用
形
活
用
語
尾
（
月
氷
竒
縁
「
来 き

た

り
」「
破 や

ぶ

り
」「
至 い

た

り
」
等
、
弓
張
月
「
叱 し

か

り
」「
帰 か

え

り
」「
止 と

ま

り
」
等
）
に
【

𛃶

】
が
使
用
さ
れ
る
。
月
氷
竒
縁
の
「
漢
字
＋
り
」
は
10
例
中
8
例
に
【

𛃶

】
を
用
い
る
傾
向
が
み
ら
れ

る
。
弓
張
月
は
「
吼ほ

え

か
ゝ
り
て
」
2
「
跳と

び

か
ゝ
り
て
」
の
3
例
の
「
ゝ
」
に
続
く
形
に
す
べ
て
【

𛃶

】
が
用
い
ら
れ
る
。

八
犬
伝
は
自
立
語
だ
と
「
き
り
ゝ
と
」「
ば
ら
り
ず
ん
」「
残の

こ

り
て
」
の
3
例
に
の
み
【

𛃶

】
が
使
わ
れ
る
。「
き
り
ゝ
と
」

「
ば
ら
り
ず
ん
」
は
共
に
擬
音
語
で
あ
り
、「
残の

こ

り
て
」
は
「
残の

こ

｜
り
て
」
と
語
中
で
行
移
り
し
た
箇
所
（
行
頭
）
に
【

𛃶

】

を
用
い
る
。
使
用
箇
所
を
限
っ
て
、
時
折
混
ぜ
て
い
る
字
体
と
い
う
印
象
で
あ
る
。 

〈
レ
〉
は
草
双
紙
な
ど
で
は
【
れ
】
の
み
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、【

𛄀

】
が
使
用
さ
れ
る
場
合
は
1
～
2
例
と
僅
か
で

あ
る
。
読
本
三
本
に
は
必
ず
【

𛄀

】
が
使
用
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
月
氷
竒
縁
【
れ
】
61
【

𛄀

】
77
、
弓
張
月
【
れ
】

149
【

𛄀

】
48
、
八
犬
伝
【
れ
】
115
【

𛄀

】
109
と
使
用
割
合
に
は
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
読
本
に
も
よ
く
見
ら
れ

る
字
体
だ
っ
た
。
使
用
箇
所
は
語
中
末
に
限
ら
れ
、「
み
だ
れ
て
」「
見
れ
ば
」
と
い
っ
た
動
詞
の
活
用
語
尾
や
、「
こ
れ
」「
わ

れ
」
な
ど
名
詞
の
語
末
で
あ
る
。
頻
出
語
で
あ
る
「
こ
れ
」「
わ
れ
」
の
用
例
を
確
認
す
る
。
表
４
か
ら
、
月
氷
竒
縁
と
八
犬
伝

は
「
こ
れ
」
を
【
れ
】【

𛄀

】
を
混
ぜ
て
書
い
て
い
る
の
が
分
か
る
。「
わ
れ
」
は
【

𛄀

】
が
混
ざ
っ
て
も
1
～
2
例
と
い
う
傾
向
が
三
本
に
通
じ
る
。
ま

た
、
表
５
に
、
漢
字
直
後
の
送
り
仮
名
の
「
漢
字
＋
【
れ
】
」「
漢
字
＋
【

𛄀

】
」
の
用
例
数
を
示
し
た
。
い
ず
れ
も
【

𛄀

】
が
優
勢
で
あ
る
。【

𛄀

】
は
、

変
化
を
つ
け
る
用
途
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。 

草
双
紙
な
ど
に
は
そ
れ
ほ
ど
使
用
数
の
多
く
な
い
、
決
ま
っ
た
使
用
傾
向
を
見
出
し
づ
ら
い
字
体
に
関
し
て
、
読
本
で
は
三
本
に
共
通
す
る
使
用
傾
向
が

み
ら
れ
た
り
、
特
徴
的
な
用
法
と
な
っ
て
い
た
り
す
る
。
草
双
紙
な
ど
は
字
体
の
種
類
総
数
が
少
な
め
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
使
用
傾
向
の
上
で
よ
り
統
一

的
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
、
読
本
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
は
、
仮
名
字
体
の
種
類
を
限
っ
て
だ
が
、
個
別
的
な
様
相
が
み
ら
れ
る
。 

  
 

三-

三 

読
本
三
本
の
う
ち
一
本
に
特
徴
的
な
用
法
が
み
ら
れ
た
仮
名
字
体 

 

資
料
の
う
ち
一
本
に
特
徴
的
な
用
法
が
み
ら
れ
た
も
の
は
次
の
仮
名
字
体
で
あ
る
。 

〈
イ
〉
は
【
い
】
が
主
体
的
な
字
体
で
あ
り
、
【

𛀆

】
の
使
用
数
は
弓
張
月
2
、
八
犬
伝
4
と
二
桁
に
も
満
た
な
い
が
、
月
氷
竒
縁
は
20
と
多
め
で
あ

る
。【

𛀆

】
の
弓
張
月
と
八
犬
伝
の
用
例
は
、
弓
張
月
「
い
か
な
る
」「
か
い
繕

つ
く
ろ

ひ
」
、
八
犬
伝
「
い
づ
れ
」「
い
か
に
」「
い
た
う
」「
か
い
繰く

り
」
と
な
っ

漢
字
＋

【
𛄀

】

漢
字
＋

【
れ

】
22 3 月氷
23 16 弓張月
32 31 八犬伝

表５　漢字の直後〈レ〉

わ
れ

こ
れ

17 15 れ

0 22 𛄀

14 28 れ

1 3 𛄀

13 23 れ

2 14 𛄀

月
氷

弓
張
月
八
犬
伝

表４　【れ】【𛄀】の分布
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て
い
る
。
月
氷
竒
縁
の
用
例
に
は
「
か
い
つ
か
み
」
が
あ
り
、
接
頭
辞
「
か
い
」
に
【

𛀆

】
を
用
い
ら
れ
る
の
は
三
作
品
で
共
通
し
て
い
た
。
月
氷
竒
縁
に

は
、
他
の
用
例
に
「
い
へ
ど
も
」
4
「
い
た
づ
ら
に
」
2
「
い
た
り
て
」
2
「
い
た
り
」「
い
た
れ
ば
」「
い
た
る
」「
い
た
ゞ
き
」
な
ど
〈
イ
〉
の
次
に
〈
タ
〉

【

𛁞

】【

𛁠

】
の
字
体
に
続
く
語
頭
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
「
い
ひ
」
／
【
い
】
9
【

𛀆

】
1
、「
い
へ
ら
く
」
／
【
い
】
6
【

𛀆

】
1
、「
い
へ
ど
も
」

／
【
い
】
8
【

𛀆

】
4
と
い
っ
た
、
文
中
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
語
に
【

𛀆

】
を
混
ぜ
る
。 

〈
タ
〉
の
【

𛁠

】【
た
】
は
、【
た
】
が
語
頭
、【

𛁠

】
が
汎
用
の
字
体
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。【
た
】
の
使
用
数
を
み
る
と
弓
張
月
は
1
例
（
「
た
ゝ
か
ひ
」
）
、

八
犬
伝
は
6
（
助
動
詞
タ
リ
3
「
た
ち
」
「
た
も
つ
」
「
を
り
た
ち
て
」
）
で
、
他
の
多
く
の
語
は
【

𛁠

】
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
。
月
氷
竒
縁
は
【
た
】
46
と
使
用

数
が
飛
び
抜
け
て
い
る
。
月
氷
竒
縁
の
【
た
】
の
用
例
は
、
助
動
詞
は
タ
リ
23
例
中
16
例
、
タ
ル
10
例
中
6
例
、
タ
レ
1
例
、
補
助
動
詞
「
た
ま
へ
」
1
、

自
立
語
語
頭
は
「
た
ち
ま
ち
」
11
「
た
の
し
ま
ず
」「
た
ち
ぬ
」
等
、
準
語
頭
「
引
た
て
ゝ
」
、
語
中
「
み
だ
れ
て
」
と
い
っ
た
語
で
あ
る
。
月
氷
竒
縁
の
み

に
【

𛁞

】
の
字
体
も
み
ら
れ
、
語
頭
に
の
み
少
数
の
【
た
】
の
使
用
が
み
ら
れ
た
弓
張
月
・
八
犬
伝
に
比
べ
て
、〈
タ
〉
の
字
体
を
様
々
に
使
い
書
く
の
が

特
徴
的
と
い
え
よ
う
。 

〈
ヒ
〉
の
【
ひ
】【

𛂯

】
は
、
弓
張
月
・
八
犬
伝
に
共
通
す
る
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
月
氷
竒
縁
に
【

𛂯

】
が
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

【
ひ
】
は
弓
張
月
で
語
中
末
、
八
犬
伝
に
汎
用
の
字
体
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
い
ひ
」
「
思
ひ
」
「
給
ひ
」
等
の
動
詞
連
用
形
語
尾
に
使
わ
れ
る
点
は
三

本
で
共
通
し
て
い
る
。
で
は
、
【

𛂯

】
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
用
例
を
次
に
挙
げ
る
。 

 

【

𛂯

】 

月
氷
竒
縁 

 

語
頭―

ひ
と
り
5 

ひ
と
し
く 

ひ
ゞ
き
て 

ひ
ら
き 
ひ
ま 

ひ
ら
き
て 

ひ
ろ
く 

 

語
末―

よ
ろ
こ
び
4 

し
の
び
2 

ふ
た
ゝ
び 

一
た
び 
こ
ひ
（
請
） 

う
し
な
ひ 

お
も
ひ
等 

弓
張
月 

 

語
頭―

ひ
と
り
3 

ひ
ろ
く 

ひ
た
と 

八
犬
伝 

 

語
頭―

ひ
ら
け
ば 

ひ
と
つ
と
し
て 

 

準
語
頭―

推お
し

ひ
ら
き
て 
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弓
張
月
は
語
頭
が
【

𛂯

】
を
占
め
、
語
中
末
が
【
ひ
】
と
住
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
八
犬
伝
で
は
語
頭
に
【

𛂯

】
が
混
ざ
っ
て
い
る
形
で
あ
る
。

月
氷
竒
縁
で
は
【

𛂯

】
が
語
頭
を
占
め
て
い
る
だ
け
な
ら
ず
、
語
末
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
よ
ろ
こ
び
」
／
【
ひ
】
2
【

𛂯

】
4
、「
ふ
た
ゝ

び
」
／
【
ひ
】
2
【

𛂯

】
1
、
「
う
し
な
ひ
」
／
【
ひ
】
1
【

𛂯

】
1
、「
思
ひ
」
／
【
ひ
】
1
【

𛂯

】
1
と
同
じ
語
に
【

𛂯

】【
ひ
】
両
方
の
字
体

を
用
い
る
。
弓
張
月
と
八
犬
伝
は
、【

𛂯

】
を
語
頭
に
使
用
す
る
こ
と
で
語
の
明
示
す
る
使
用
傾
向
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
月
氷
竒
縁
は
装
飾
性
重
視
に
使

用
さ
れ
る
字
体
と
い
う
印
象
で
あ
る
。 

〈
メ
〉
は
【
め
】【

𛃔

】
が
三
本
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
使
用
法
に
月
氷
竒
縁
の
み
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
弓
張
月
・
八
犬
伝
は
と
も
に
【
め
】
の

使
用
数
が
極
め
て
多
く
、【

𛃔

】
は
弓
張
月
に
「
睨

に
ら
み

つ
め
て
」
、
八
犬
伝
に
助
動
詞
メ
へ
そ
れ
ぞ
れ
1
例
ず
つ
用
い
ら
れ
、
稀
少
字
体
と
い
え
る
。
そ
の
用

法
に
共
通
性
は
見
い
だ
せ
な
い
。
月
氷
竒
縁
で
は
【
め
】
9
を
【

𛃔

】
20
と
使
用
数
が
上
回
る
。 

 

月
氷
竒
縁 

【
め
】 

語
中―

す
ゝ
め
る 

す
ゝ
め
て 

飽あ
か

し
め
て 

語
末―

い
ま
し
め 

鎮し
ず

め 

 
 

助
動
詞―

な
め
り
2 

め
2 

し
め 

 

【

𛃔

】 

 
 

語
中―

も
と
め
2 

は
じ
め 

す
ゝ
め 

 
 

語
末―

は
じ
め
て
6 

な
が
め
て
2 

や
め
て 

 
 

助
動
詞―

な
め
り
2 

し
め
2 

め 

け
め 

 

用
例
を
み
る
と
、
ど
ち
ら
の
字
体
も
語
中
末
、
助
動
詞
に
用
い
ら
れ
る
。
助
動
詞
は
、
メ
リ
・
シ
メ
（
使
役
シ
ム
の
連
用
形
）
・
メ
（
推
量
ム
の
已
然
形
）
に
字

体
の
組
み
合
わ
せ
で
表
記
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
す
ゝ
め
る
」
「
す
ゝ
め
て
」
は
【
め
】
、
「
は
じ
め
」
「
は
じ
め
て
」
は

【

𛃔

】
と
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
字
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
【
め
】
で
書
く
語
と
【

𛃔

】
で
書
く
語
を
分
け
て
、
ち
り
ば
め
て
い
る
印
象
で
あ
る
。 
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〈
ヲ
〉
の
【
を
】
は
主
に
助
詞
ヲ
を
書
く
ほ
か
、
自
立
語
に
使
わ
れ
る
。
自
立
語
の
用
例
を
挙
げ
る
と
、
月
氷
竒
縁
「
を
ろ
」「
を
し
へ
て
」「
を
は
り
て
」

「
朽く

ち

を
し
」
等
、
弓
張
月
「
を
は
り
」
2
「
を
り
〳
〵
」
「
朽く

ち

を
し
さ
」
「
や
を
ら
」
「
や
を
れ
」
等
、
八
犬
伝
「
を
さ
〳
〵
」
2
「
を
り
」
「
や
を
ら
」
2

「
や
を
れ
」
等
で
あ
る
。【

𛄚

】
は
助
詞
ヲ
に
の
み
使
わ
れ
る
。
こ
の
【
を
】【

𛄚

】
の
使
用
法
は
読
本
三
本
に
共
通
す
る
。
と
こ
ろ
が
、【

𛄚

】
の
使
用

数
を
み
る
と
、
月
氷
竒
縁
4
、
弓
張
月
7
、
八
犬
伝
90
と
八
犬
伝
が
突
出
し
て
い
る
。
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
は
稀
に
み
ら
れ
る
と
い
う
印
象
だ
が
、
八
犬

伝
は
満
遍
な
く
文
中
に
使
用
が
確
認
で
き
る
仮
名
字
体
で
あ
る
。 

最
後
に
特
に
は
っ
き
り
し
た
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
仮
名
を
挙
げ
る
。 

〈
ナ
〉
は
【

】【
な
】
の
二
種
類
が
三
本
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
月
氷
竒
縁
・
八
犬
伝
は
【

】
を
メ
イ
ン
に
使
用
し
【
な
】
は
少
数
、
弓
張

月
は
【
な
】
が
【

】
を
上
回
っ
て
使
用
さ
れ
、
【

】
【
な
】
以
上
に
【

】
よ
り
一
画
多
い
【

】
が
主
体
的
に
使
わ
れ
る
。【

】
【

】
は
画
数
の

異
な
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
が
、
弓
張
月
は
両
方
の
字
体
が
使
用
さ
れ
、【

】
を
メ
イ
ン
と
す
る
た
め
、
今
回
は
分
け
る
こ
と
に
し
た
。
と
は

い
え
、
〈
ナ
〉
は
助
動
詞
ナ
リ
、
形
容
詞
「
な
し
」
な
ど
の
語
が
頻
出
す
る
も
の
の
、
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
・
八
犬
伝
の
【

】【

】【
な
】
の
使
用
傾
向

に
特
に
大
き
な
個
別
性
も
な
く
、
混
ぜ
書
か
れ
て
い
る
。 

〈
ユ
〉
の
仮
名
は
三
本
に
【
ゆ
】【

𛃥

】
の
二
種
類
が
共
通
し
た
。
用
例
を
挙
げ
る
と
、【
ゆ
】
は
月
氷
竒
縁
に
準
語
頭
「
引ひ

き

ゆ
く
」
、
弓
張
月
に
語
頭
「
ゆ

く
」
3
、
八
犬
伝
に
語
頭
「
ゆ
く
」
2
「
ゆ
き
〳
〵
て
」「
ゆ
き
と
ゞ
く
」
、
準
語
頭
「
落お

ち

て
ゆ
く
」
2
「
牽ひ

き

て
ゆ
く
」
と
語
頭
・
準
語
頭
が
中
心
で
あ
る
。

【

𛃥

】
は
月
氷
竒
縁
に
語
頭
「
ゆ
づ
り
」「
ゆ
ゑ
に
」「
ゆ
る
し
」
な
ど
、
準
語
頭
「
將つ

れ

ゆ
く
」
、
語
末
「
聞き

こ

ゆ
」
、
弓
張
月
に
準
語
頭
「
伴

と
も
な

い
ゆ
く
」
、
語
中

「
見
ゆ
る
」
、
八
犬
伝
に
語
頭
「
ゆ
く
」
2
「
ゆ
く
り
な
く
」
、
語
中
「
お
ぼ
ゆ
れ
」
と
語
中
末
に
も
み
ら
れ
る
。
汎
用
の
【

𛃥

】
、
語
頭
に
偏
る
【
ゆ
】
と

い
う
見
方
が
で
き
る
が
、
使
用
量
が
少
な
い
の
で
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。 

〈
ラ
〉
は
現
行
仮
名
字
体
に
近
い
【
ら
】
と
【

𛃰

】
が
み
ら
れ
る
。
月
氷
竒
縁
は
【
ら
】【

𛃰

】
、
弓
張
月
・
八
犬
伝
に
は
【
ら
】
と
、【

𛃰

】
に
一
点

が
加
え
ら
れ
た
字
体
が
使
用
さ
れ
る
。
三
本
と
も
【
ら
】
よ
り
も
【

𛃰

】
の
使
用
数
が
多
い
。〈
ラ
〉
は
「
あ
ら
ず
」「
い
へ
ら
く
」「
奉
ら
ん
」
と
い
っ
た

動
詞
未
然
形
活
用
語
尾
や
、
助
動
詞
ラ
ル
や
ベ
シ
・
ズ
の
未
然
形
ベ
カ
ラ
・
ザ
ラ
等
に
限
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
【

𛃰

】
で
書
か
れ
る
。【
ら
】
の
使
用

数
は
月
氷
竒
縁
7
、
弓
張
月
15
、
八
犬
伝
15
と
な
っ
て
お
り
、
助
動
詞
ラ
ル
や
「
悞

あ
や
ま

ら
ず
」
「
易や

す

か
ら
ん
」
と
い
っ
た
動
詞
活
用
形
語
尾
な
ど
に
時
折
混

ぜ
ら
れ
る
字
体
で
あ
る
。
使
用
領
域
は
【

𛃰

】
と
同
等
で
、
【
ら
】
【

𛃰

】
に
使
用
位
置
の
区
別
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。 

〈
ル
〉
は
現
行
仮
名
字
体
に
近
い
【
る
】
と
、
上
の
字
か
ら
連
綿
出
来
る
形
の
【

】
、【

𛃽

】
が
三
本
に
み
ら
れ
る
。〈
ル
〉
の
語
は
動
詞
終
止
形
が
大

勢
で
あ
る
。
月
氷
竒
縁
の
【
る
】【

】
で
は
、
動
詞
終
止
形
が
漢
字
の
送
り
仮
名
の
場
合
と
、
平
仮
名
の
場
合
と
で
異
な
る
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
た
。「
畏お

そ
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る
」
2
「
被

こ
う
む

る
」「
飾か

ざ

る
」
な
ど
「
漢
字
＋
る
」
の
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
【
る
】
が
用
い
ら
れ
、
平
仮
名
で

書
か
れ
る
「
す
る
」
全
10
例
や
、「
あ
る
」
13
例
中
10
例
は
【

】
で
あ
る
。
ま
た
、「
涙

そ
ゝ
ぎ

入い

る
ゝ
」「
生う

ま

る
ゝ
」「
逃の

が

る
ゝ
」

と
「
漢
字
＋
る
ゝ
」
と
踊
り
字
に
連
綿
す
る
場
合
は
、【

】
を
用
い
て
漢
字
か
ら
一
続
き
に
な
っ
て
い
る
。【

】
が
連
綿
し

や
す
い
仮
名
字
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う
な
傾
向
が
表
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
書
き
手
の
書
き
癖
の

よ
う
な
も
の
ら
し
く
、
弓
張
月
の
「
漢
字
＋
る
」
は
表
６
に
示
し
た
よ
う
に
【
る
】【

】
が
ほ
と
ん
ど
同
等
に
用
い
ら
れ
る
。

「
敗や

ぶ

る
ゝ
」
な
ど
「
漢
字
＋
る
ゝ
」
の
6
例
す
べ
て
が
【
る
】
で
書
か
れ
、
月
氷
竒
縁
と
は
異
な
る
。
八
犬
伝
の
「
漢
字
＋
る
」

は
【
る
】
が
や
や
多
く
、「
漢
字
＋
る
ゝ
」
は
【
る
】
4
【

】
5
と
さ
ほ
ど
字
体
の
使
用
傾
向
に
変
わ
り
は
な
い
。
筆
の
流
れ
や
書
き
や
す
さ
と
い
う
個

別
的
な
問
題
に
よ
り
、
【
る
】
【

】
の
使
用
傾
向
が
分
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

【

𛃽

】
は
草
双
紙
な
ど
に
は
滅
多
に
使
用
さ
れ
な
い
字
体
で
あ
る
。
使
用
数
と
し
て
は
、
月
氷
竒
縁
14
、
弓
張
月
1
、
八
犬
伝
2
と
、
月
氷
竒
縁
は
や

や
多
め
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
弓
張
月
は
「
い
か
な
る
」
、
八
犬
伝
は
「
あ
る
」「
得
る
」
に
用
い
ら
れ
、
い
ず
れ
も
行
末
、
行
末
に
近
い
箇
所
に
使
わ
れ
て

い
る
。【

】
で
書
く
と
ス
ペ
ー
ス
が
余
っ
て
し
ま
う
と
き
に
、
画
数
が
多
く
、
幅
を
と
る
字
体
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
月
氷
竒
縁
は
助
動
詞
ラ
ル
2
・

ル
、
タ
ル
4
、
自
立
語
語
末
「
あ
る
」
3
「
あ
づ
か
る
」
「
し
る
（
知
）
」
「
ま
つ
は
る
」
「
う
く
る
」
に
【

𛃽

】
が
用
い
ら
れ
る
。
助
動
詞
ラ
ル
・
ル
が
書

か
れ
る
の
は
【

𛃽

】
で
の
み
。
し
か
し
行
末
に
使
用
さ
れ
る
例
な
ど
は
な
い
。
語
を
書
く
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
る
面
が
強
い
と
考
え
ら
れ

る
。 

  
 

 

四 

ま
と
め 

 

読
本
は
自
立
語
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
字
で
書
か
れ
る
が
、
平
仮
名
で
書
か
れ
る
「
か
ゝ
る
」
や
「
し
ば
し
」
「
し
か
る
に
」
な
ど
の
副
詞
・
連
体
詞
・
接
続

詞
、
ま
た
名
詞
や
動
詞
に
【
か
】
や
【

𛁈

】
と
い
っ
た
特
定
の
位
置
に
用
い
ら
れ
る
字
体
を
使
用
す
る
。
そ
の
点
は
、
平
仮
名
文
の
草
双
紙
と
変
わ
ら
な
か

っ
た
。
ま
た
、
非
語
頭
の
【

𛀪

】
や
【

𛁳

】
は
動
詞
の
送
り
仮
名
や
助
詞
テ
等
に
使
用
さ
れ
、
語
幹
部
分
を
漢
字
で
表
記
す
る
読
本
の
本
行
で
は
使
用
数

が
多
い
よ
う
に
み
え
る
場
合
が
あ
っ
た
。
〈
ニ
〉
の
【

𛂌

】
【

𛂋

】
は
、
助
詞
ニ
に
使
う
メ
イ
ン
の
字
体
が
本
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
、

こ
れ
も
自
立
語
を
平
仮
名
で
書
く
機
会
の
減
る
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

表
記
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
す
志
向
は
強
く
、
全
体
と
し
て
、
草
双
紙
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
字
体
を
よ
く
使
用
し
て
い
た
。【

𛂻

】
は
草
双
紙

漢
字
＋

【
る

】

漢
字
＋

【
　

】
21 2 月氷
22 17 弓張月
39 18 八犬伝

表６　漢字の直後〈ル〉
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で
よ
く
使
わ
れ
る
【

】
に
比
し
て
多
く
使
用
さ
れ
、【

𛄀

】
も
使
用
数
が
多
め
で
あ
っ
た
。
読
本
三
本
に
通
じ
て
み
ら
れ
た
の
は
頻
出
語
の
字
体
を
変
え

る
用
法
で
あ
る
。
特
に
【

𛀸

】
は
月
氷
竒
縁
の
「
こ
れ
」
、
八
犬
伝
の
「
こ
ゝ
」
の
表
記
に
【
こ
】
と
と
も
に
混
用
さ
れ
る
の
が
顕
著
だ
っ
た
。
ま
た
語
の

途
中
で
の
行
移
り
を
嫌
っ
た
用
法
が
み
ら
れ
、
月
氷
竒
縁
に
は
「
お
の
｜
づ
か
ら
」
と
語
が
切
れ
て
し
ま
う
箇
所
に
【

𛂜

】
を
用
い
る
場
合
が
あ
っ
た
り
、

縦
幅
を
と
る
仮
名
字
体
を
使
っ
て
ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
る
、
字
体
を
歪
め
さ
せ
て
ス
ペ
ー
ス
を
省
略
し
た
り
す
る
技
法
的
な
用
い
方
が
弓
張
月
に
は
み
ら
れ

た
。
匡
郭
が
あ
り
、
行
数
の
決
ま
っ
て
い
る
読
本
は
、
語
の
切
れ
目
を
注
意
喚
起
し
た
り
、
語
が
行
末
と
行
頭
に
分
か
れ
て
別
語
と
と
ら
れ
て
し
ま
う
の
を

回
避
す
る
配
慮
を
要
し
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
行
数
の
決
ま
っ
て
い
る
本
な
ら
で
は
と
い
え
る
。
今
回
は
読
本
の
各
作
品
に
し
か
み
ら
れ
な
い
字
体
は
割
愛

し
た
。
し
か
し
、
三
本
に
共
通
す
る
字
体
を
検
討
し
た
の
に
関
わ
ら
ず
、
既
に
示
し
た
通
り
作
品
に
よ
っ
て
は
特
徴
的
な
仮
名
字
体
の
使
用
が
み
ら
れ
た
。

文
字
表
記
の
上
で
個
別
性
を
志
向
す
る
こ
と
に
読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
性
が
窺
え
よ
う
。
草
双
紙
は
平
仮
名
主
体
、
読
本
は
漢
字
主
体
の
文
章
だ
が
、
草
双

紙
よ
り
読
本
の
仮
名
字
体
は
多
様
で
あ
り
、
平
仮
名
に
も
教
養
色
が
強
い
表
記
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 

注一 

浜
田
啓
介
（
一
九
七
九
）p

p
.
2
-
4
 

二 

草
双
紙
類
は
一
七
七
二
～
一
八
三
四
年
の
出
版
物
、
読
本
類
は
一
八
〇
五
～
一
八
三
〇
年
の
間
の
出
版
物
で
あ
る
。 

三 

曲
亭
馬
琴
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
（
徳
田
武
校
注
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）p

.
1
4
2
 

四 

式
亭
三
馬
『
昔
唄
花
街
始
』
（
天
保
一
五
年
刊
）
の
跋
文
を
参
照
し
た
。
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
w
u
l
.
w
a
s
e
d
a
.
a
c
.
j
p
/
k
o
t
e
n
s
e
k
i
/
h
t
m
l
/
h
e
1
3
/
h
e
1
3
_
0
1
8
5
3
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l

（
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
六
日
参
照
）
） 

五 

『
復
讐

小
説

月
氷
竒
縁
』
は
『
馬
琴
中
編
読
本
集
成 

第
一
巻
』（
鈴
木
重
三
・
徳
田
武
編
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
）
、『
椿
説
弓
張
月
前
篇
』
は
『
影
印
椿
説
弓

張
月
前
篇
』
（
板
坂
則
子
編
集
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年
）
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
は
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
、h
t
t
p
:
/
/
d
l
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
i
n
f
o
:
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
2
5
4
6
3
3
8
?
t
o
c
O
p
e
n
e
d
=
1

（
二
〇
一
四
年
十
一
月
十
六
日
参
照
）
）
を
資
料
と
し
た
。 

六 

以
降
、
便
宜
的
に
資
料
の
名
称
を
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
、
八
犬
伝
と
省
略
す
る
。 

七 

恋
川
春
町
『
無
益
委
記
』
87
（
久
保
田
一
九
九
六
）
、
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
94
（
内
田
一
九
九
八
ａ
）
、
十
返
舎
一
九
『
心
学
時
計
草
』
85
、
『
新
鑄
小
判

𫆓
』
83
、
『
奇
妙
頂
礼
胎
錫
杖
』
89
、
『
怪
談
筆
始
』
84
、
『
化
物
小
遣
帳
』
78
（
以
上
六
作
品
矢
野
一
九
九
〇
）
、
芝
全
交
『
大
悲
千
禄
本
』
73
（
久
保
田

二
〇
〇
二
）
と
比
較
。 

八 

弓
張
月
に
は
〈
ヱ
〉
に
あ
た
る
字
体
が
本
文
中
に
現
れ
な
か
っ
た
が
月
氷
竒
縁
と
八
犬
伝
の
【
ゑ
】
の
扱
い
を
優
先
し
て
Ａ
に
含
ん
だ
。 
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九 

【
も
】
と
し
た
仮
名
字
体
に
は
筆
順
や
画
数
の
異
な
る
【

】
【

】
が
み
え
る
が
使
用
傾
向
が
同
じ
だ
っ
た
。
資
料
ご
と
に
〈
モ
〉
の
【
も
】
【

】

【

】
は
書
き
癖
の
異
な
る
人
物
が
書
い
た
と
判
断
し
、
本
稿
で
は
【
も
】
で
代
表
す
る
。 

一
〇 
内
田
（
一
九
九
八
ｃ
）
（
二
〇
〇
〇
）
、
久
保
田
（
一
九
九
七
）
（
二
〇
〇
二
）
（
二
〇
〇
九
）
、
矢
野
（
一
九
九
〇
）
（
一
九
九
二
）
、
玉
村
（
一
九
九
四
）
の

黄
表
紙
、
合
巻
、
滑
稽
本
、
人
情
本
の
調
査
結
果
を
参
照
。 

一
一 

久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
（
一
九
九
七
）
、
矢
野
（
一
九
九
〇
）
に
指
摘
が
あ
る
。 

一
二 

久
保
田
（
一
九
九
七
）
で
『
浮
世
風
呂
』
の
用
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
古
く
か
ら
「
け
ふ
」
を
【

𛀳

】
で
書
く
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
久
保
田
（
二
〇
〇
九
）
の
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
に
用
例
が
あ
る
。 

一
三 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
久
保
田
（
一
九
九
六
）
（
一
九
九
八
）
に
報
告
が
あ
る
。 

一
四 

以
下
、
用
例
を
示
す
際
の
「
｜
」
は
行
頭
・
行
末
に
あ
た
る
場
合
の
匡
郭
を
表
す
。 

一
五 

久
保
田
（
一
九
九
七
）
で
『
浮
世
風
呂
』
に
促
音
表
記
が
「
川
」
の
漢
字
に
近
い
形
の
字
体
に
偏
っ
て
い
た
と
あ
る
。
玉
村
（
一
九
九
四
）
で
『
春
色
梅
兒

譽
美
』
に
同
じ
く
促
音
に
用
い
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

一
六 

矢
田
（
一
九
九
六
）
参
照
。 

一
七 

久
保
田
（
二
〇
〇
二
）
に
よ
る
芝
全
交
『
大
悲
千
禄
本
』
（
天
明
五
〈
一
七
八
五
〉
年
）
の
調
査
で
【

𛂌

】
【

𛂋

】
の
使
用
位
置
を
分
け
る
傾
向
が
指
摘

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
矢
野
（
一
九
九
〇
）
の
用
例
数
や
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
に
よ
れ
ば
、
黄
表
紙
・
赤
本
に
【

𛂋

】
が
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

が
窺
え
る
も
の
の
、
【

𛂌

】
【

𛂋

】
の
使
用
傾
向
に
大
き
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。 

一
八 

坂
梨
（
一
九
七
九
）
に
【

𛂣

】
が
行
頭
に
使
わ
れ
る
場
合
が
詳
し
い
。 

一
九 

【

𛃅

】
は
久
保
田
（
一
九
九
七
）
で
滑
稽
本
『
浮
世
風
呂
』
、
同
（
二
〇
〇
九
）
で
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
に
も
み
ら
れ
る
が
、
特
徴
的
な
用
法
は

見
出
さ
れ
な
い
。 
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第
三
章 

馬
琴
読
本
『
月
氷
竒
縁
』
『
椿
説
弓
張
月
』
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
仮
名
字
体
の
特
徴 

 

 
一 

は
じ
め
に 

  

馬
琴
の
読
本
『
月
氷
竒
縁
』
、『
椿
説
弓
張
月
』
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
板
本
の
巻
之
一
に
み
ら
れ
る
仮
名
字
体
に
つ
い
て
は
、
三
本
す
べ
て
に
共
通
し

て
出
現
す
る
字
体
の
用
法
に
関
す
る
報
告
を
既
に
行
っ
た
。
本
稿
で
は
、
読
本
三
本
の
う
ち
二
本
に
共
通
し
た
字
体
、
一
本
に
の
み
み
ら
れ
た
字
体
の
用
例

を
検
討
し
、
各
読
本
の
表
記
の
個
別
性
と
共
通
点
を
述
べ
て
い
き
た
い
。 

 

各
資
料
に
お
け
る
調
査
範
囲
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

『
復
讐

小
説 

月
氷
竒
縁
』
（
文
化
二
年
）
一 

巻
之
一 

八
丁
オ
～
廿
六
丁
オ 

 

『
椿
説
弓
張
月
』
前
篇
（
文
化
四
年
） 

巻
之
一 

七
ノ
下
ウ
～
三
十
一
丁
ウ 

 

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
（
文
化
十
一
年
） 

巻
之
一 

九
丁
オ
～
三
十
丁
ウ 

  

こ
れ
ら
三
本
の
読
本
は
、
馬
琴
の
読
本
の
中
で
も
よ
く
売
れ
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
各
作
品
に
つ
い
て
、『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
で
、

馬
琴
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

○
月
氷
竒
縁
（
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
（
徳
田
武
校
注
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）p

.
2
1
2

） 

享
和
三
年
、
『
小
説
比
翼

ひ

よ

く

文も
ん

』
二
巻[

中
本

ち
ゅ
う
ほ
ん

な
り
。
鶴
屋
喜
右
衛
門
板]

、
又
『
曲
亭
伝
奇
花
釵
児

ば
な
か
ん
ざ
し

』
二
巻[

同
上
。
浜
松
屋
幸
助

こ
う
す
け

板
也]

を
作
る
。
こ
の

年
又
大
坂
の
書し

ょ

賈こ

河
内
屋

か

わ

ち

や

太
助

た

す

け

に
前
約
あ
れ
ば
、『
月
氷
奇
縁

げ
っ
ぴ
ょ
う
き
え
ん

』
五
巻
を
作
る
。
是こ

れ

曲
亭
が
半
紙
形

は

ん

し

が

た

の
よ
み
本
を
綴
る
初
筆
也[

出
像

し
ゅ
つ
ぞ
う

浪
華

な

に

わ

の
画
工
に
画え

が

か
し
む
。
画
工
の
名
を
知
ら
ず]

。
こ
の
書
大イ

タ

く
時
好
に
称か

な

ひ
て
、
印
行
の
年[

文
化
元
年]

大
坂
并

な
ら
び

に
江
戸
に
て
千
百
部
売
れ
た
り
と
い
ふ
。
是
よ
り

読
本

よ
み
ほ
ん

漸
々

ぜ
ん
ぜ
ん

に
流
行
し
て
、
竟つ

い

に

甚
は
な
は
だ

し
き
ま
で
に
至
れ
り
。 

 

○
椿
説
弓
張
月
（
同p

p
.
2
1
4

～2
1
6

） 
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『
弓
張
月
』
世
評
尤
高
か
り
。
（
中
略
）
大
約

お
お
よ
そ

文
化
年
中
馬
琴
の
戯
墨

ぎ

ぼ

く

、
毎
歳

ま
い
さ
い

臭
草
紙

く

さ

ぞ

う

し

・
読
本
共
に
、
十
余よ

種し
ゅ

出
板

し
ゅ
っ
ぱ
ん

せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
そ
の
す
け
な

き
年
と
い
へ
ど
も
、

必
か
な
ら
ず

八
、
九
種
発
行
し
け
り
。
戯
作
者
あ
り
て
よ
り
依
頼
、
一
人

ひ

と

り

一
筆

い
っ
ぴ
つ

に
し
て
、
か
く
の
如
く
著
編

ち
ょ
へ
ん

の
年
々
に
多
か
る
は
前
未
聞

ぜ

ん

み

も

ん

也
。
遠
方
の
看
官
は
こ
れ
を
疑
ひ
て
、
馬
琴
と
い
ふ
も
の
二
人
も
三
人
も
あ
る
歟か

と
い
へ
り
。『
弓
張
月
』
は
、
こ
の
ゝ
ち
編
を
続つ

ぐ
こ
と
都す

べ

て
五
次
、

そ
の
度た

び

毎ご
と

に
板
元

は
ん
も
と

の
利
市

り

し

三
倍
也
と
い
ふ
。
全
本
廿
九
巻
、
文
化
七
年
に
至
り
て
結
局
団
円

だ
ん
え
ん

す
。
八
年
の
春
、
板
元
平
林
庄
五
郎
、
作
者
に
報む

く

ふ
に
、

潤
筆
の
外ほ

か

に
金
拾
両
を
以

も
つ
て

す
。
且
北
斎
に
為
朝

た
め
と
も

の
像
を
画え

が

か
せ
、
曲
亭
に
賛さ

ん

を
乞
ふ
て
、
こ
れ
を
懸
幅

か
け
ふ
く

に
し
て
祭
れ
り
。
そ
の
贏
余

え

い

よ

多
き
を
も
て
徳
と

す
る
所
也
。 

 

○
南
総
里
見
八
犬
伝
（
同p

.
2
4
1

、p
p
.
2
4
8

～2
4
9

） 

文
化
十
一
年[

甲
き
の
え

戌い
ぬ]

、『
南
総
里
見
八

な
ん
そ
う
さ
と
み
は
っ

犬
伝

け
ん
で
ん

』
第
一
輯

し
ゅ
う

五
巻
、『
朝
夷
巡
島
記

あ
さ
い
な
し
ま
め
ぐ
り
き

』
初
編
五
巻
を
綴
る
。
こ
の
二
書
、
編
を
累

か
さ
ぬ

る
に
及

お
よ
び

て
大イ

タ

く
行
は
る
。 

（
中
略
） 

現げ
に

こ
の
『
八
犬
伝
』
は
流
行
未
曽
有

み

ぞ

う

な
り
け
れ
ば
、
三
、
四
輯
ま
で
刊
行
の
比こ

ろ

よ
り
し
て
、
狂
歌
師
の
摺
物

す
り
も
の

に
も
多
く
こ
れ
を
模
擬
し
、
錦
絵
に
も
八

犬
士
の
綉
像

し
ゅ
う
ぞ
う

と
模
刻

も

こ

く

し
て
、
四
方
に
鬻ひ

さ

ぐ
ま
で
に
至
れ
り
。
こ
れ
ら
も
前
実
聞
と
い
ふ
べ
し
。 

 

『
椿
説
弓
張
月
』
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
後
世
に
ま
で
聞
こ
え
た
人
気
ぶ
り
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
に
比
べ
名
が
知
ら
れ
て
い
な
い
『
月
氷
竒
縁
』

も
、
馬
琴
が
初
め
て
著
述
し
た
半
紙
本
の
読
本
に
し
て
当
時
の
人
気
作
で
あ
り
、
馬
琴
を
読
本
作
家
と
し
て
知
ら
し
め
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

後
期
読
本
隆
盛
の
き
っ
か
け
と
な
る
作
品
の
月
氷
竒
縁
、
世
間
に
高
く
評
価
さ
れ
大
流
行
し
た
椿
説
弓
張
月
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
馬
琴
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
的

長
編
作
品
の
南
総
里
見
八
犬
伝
の
初
輯
と
、
い
ず
れ
も
読
本
が
い
か
な
る
体
裁
で
あ
り
、
い
か
な
る
表
記
で
あ
る
べ
き
か
、
読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
相
応

し
い
表
記
等
が
目
指
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

合
巻
に
比
べ
、
読
本
に
は
字
体
の
種
類
が
多
い
二

の
で
あ
る
が
、
読
本
三
本
の
字
体
の
総
種
類
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、
月
氷
竒
縁
106
、
弓
張
月
102
、
八

犬
伝
92
と
や
や
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
。
ま
た
、
読
本
三
本
に
共
通
し
た
字
体
だ
と
し
て
も
、
使
用
数
や
使
用
傾
向
に
差
異
が
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
三

。
各

本
に
よ
っ
て
使
用
の
あ
り
よ
う
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

江
戸
時
代
の
資
料
を
対
象
と
し
た
仮
名
字
体
の
研
究
の
多
く
は
、
語
の
特
定
の
位
置
に
使
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
字
体
使
用
の
傾
向
を
分
析
す
る
の
が
中
心

と
な
る
。
使
用
数
が
1
、
2
例
の
字
体
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
二
本
に
共
通
し
た
字
体
、
一
本
の
み
に
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
字
体
は
、
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先
行
研
究
で
は
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
字
体
と
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
の
字
体
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
読
本
そ
れ
ぞ
れ
に
字
体
の
総
種

類
数
が
多
め
と
な
っ
て
い
る
。
使
用
割
合
の
多
い
字
体
の
傾
向
を
み
る
だ
け
で
は
な
く
、
僅
か
し
か
使
用
さ
れ
な
い
字
体
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か

を
検
討
し
な
け
れ
ば
、
読
本
の
平
仮
名
と
そ
の
表
記
を
分
析
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。 

 

 

二 
読
本
三
本
の
表
記
に
特
徴
と
な
る
仮
名
字
体
の
種
類 

  

ま
ず
、
二
本
に
共
通
す
る
字
体
と
、
一
本
に
の
み
み
ら
れ
た
字
体
の
種
類
と
、
そ
の
使
用
数
を
概
観
す
る
。
二
本
に
共
通
す
る
字
体
は
、
月
氷
竒
縁
と
弓

張
月
、
弓
張
月
と
八
犬
伝
、
月
氷
竒
縁
と
八
犬
伝
の
組
み
合
わ
せ
で
、
計
14
の
字
体
が
該
当
す
る
。 

 

月
氷
竒
縁
・
弓
張
月 

 

【

𛀄

】 

【

𛀙

】 

【

𛁩

】
【

𛁭

】 

【

𛁻

】 

【
に
】
【

𛂍

】 

【

𛃼

】 

  

弓
張
月
・
八
犬
伝 

 

【
し
】 

【
ほ
】 

【

】 

  

月
氷
竒
縁
・
八
犬
伝 

 

【

𛂙

】 

【

𛃆

】 

【
み
】 

 

こ
の
う
ち
、
【
し
】
【

𛁩

】
【

𛁭

】
【

𛃆

】
は
庶
民
的
な
本
に
お
い
て
も
使
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
字
体
で
あ
る
四

。 

 

資
料
の
う
ち
一
本
に
の
み
に
み
ら
れ
た
字
体
は
計
22
、
具
体
的
に
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

  

月
氷
竒
縁 

 

【

】
【

𛀕

】 

【

𛀾

】 

【

𛁐

】 

【

𛁒

】 

【

𛁞

】 

【

𛁮

】 

【

𛂅

】 
【

】 

【

𛂛

】 

【

𛂢

】 

【

】 
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弓
張
月 

 

【

𛀴

】 

【
す
】 

【
セ
】 

【

𛁫

】 

【

】
【

𛂁

】 

【

𛂇

】 

【

𛄆

】 

  

八
犬
伝 

 

【

𛂗

】 

【
は
】 

【

】 

  

【

𛀕

】【

𛁐

】【

𛁒

】【

𛂛

】【

𛂢

】【

𛂁

】【

𛂇

】【

𛂗

】
は
漢
字
を
崩
し
た
形
に
近
い
字
体
で
あ
る
。【
す
】【
セ
】【

𛂇

】
以
外
は
、
三
本
に
共
通

し
た
字
体
よ
り
、
比
較
的
大
き
な
字
体
で
あ
る
。
し
だ
し
、
黄
表
紙
や
合
巻
ほ
か
多
く
の
資
料
に
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
【
す
】
や
、
作
品
に
よ

っ
て
は
主
体
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
【
セ
】
五

が
含
ま
れ
て
い
る
。 

 

表
１
に
右
の
字
体
の
使
用
数
と
、
使
用
割
合
を
示
し
た
。
右
に
挙
げ
て
い
る
字
体
に
は
、
○
を
付
け
て
い
る
。 

二
本
に
共
通
す
る
字
体
と
一
本
の
み
に
み
ら
れ
る
字
体
36
の
う
ち
35
は
読
本
三
本
に
共
通
す
る
字
体
の
使
用
割
合
に
対
し
、
使
用
割
合
が
少
な
い
。
そ

の
う
ち
使
用
率
五
％
未
満
の
稀
少
字
体
と
い
う
べ
き
字
体
が
22
も
あ
る
。
例
え
ば
〈
ア
〉
を
み
る
と
、
三
本
と
も
【
あ
】
を
九
〇
％
以
上
使
用
し
、
月
氷
竒

縁
で
〇
・
八
七
％
、
弓
張
月
で
八
・
四
九
％
、【

𛀄

】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。【
あ
】
は
主
体
的
、【

𛀄

】
は
補
助
的
な
関
係
に
あ
り
、
二
本
に
共
通
す
る
字

体
、
一
本
に
の
み
み
ら
れ
る
字
体
は
、
ほ
ぼ
補
助
的
な
字
体
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
月
氷
竒
縁
に
お
い
て
〈
オ
〉
の
仮
名
は
【
お
】
と
は
書
形

の
異
な
る
【

】
が
最
も
使
用
さ
れ
、
【
お
】
は
【

】
よ
り
も
少
な
い
。 

ま
た
、〈
オ
〉〈
ケ
〉〈
シ
〉〈
ツ
〉〈
ナ
〉〈
ニ
〉〈
ネ
〉〈
ノ
〉〈
ホ
〉〈
マ
〉〈
ル
〉
の
字
体
の
使
用
割
合
は
、
作
品
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
二
本
に

共
通
し
て
み
ら
れ
た
字
体
の
う
ち
【

𛀄

】【

𛀙

】【
し
】【

𛁭

】【

𛁻

】【
に
】【

𛂙

】【

】
は
、
作
品
に
よ
っ
て
使
用
割
合
が
異
な
る
。
一
本
に
の
み
み

ら
れ
た
字
体
の
う
ち
、
月
氷
竒
縁
の
【

𛁞

】【

】
、
弓
張
月
の
【

𛂇

】【

𛄆

】
は
、
使
用
割
合
が
一
〇
％
以
上
あ
り
、
そ
の
本
に
お
い
て
し
ば
し
ば
使
用

さ
れ
る
字
体
で
あ
る
。
特
に
月
氷
竒
縁
の
〈
タ
〉
は
、【

𛁞

】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、【

𛁠

】
と
【
た
】
の
使
用
割
合
が
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
。
他
の
二

本
で
は
、【

𛁠

】
が
九
五
％
以
上
、【
た
】
が
五
％
未
満
で
、【

𛁠

】
が
主
体
的
で
、【
た
】
は
僅
か
し
か
使
用
さ
れ
な
い
。
月
氷
竒
縁
の
使
用
傾
向
は
、
他

の
二
本
に
対
し
て
特
徴
的
と
い
え
る
。 

読
本
の
二
本
に
共
通
す
る
字
体
、
一
本
に
の
み
に
み
ら
れ
る
字
体
は
、
使
用
割
合
が
少
な
い
と
い
う
傾
向
が
共
通
す
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
が
稀
少
字
体 
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表１　字体の種類とその割合
字体 字体

あ 113 99.12% 97 91.50% 90 100.00% 𛂌 39 11.71% 315 66.73% 301 57.11%

○𛀄 1 0.87% 9 8.49% 0 0.00% 𛂋 274 82.28% 94 19.91% 226 42.88%

お 17 34.00% 47 100.00% 32 100.00% ○に 16 4.80% 1 0.21% 0 0.00%

 ○ 32 64.00% 0 0.00% 0 0.00% ○𛂇 0 0.00% 61 12.92% 0 0.00%

○𛀕 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% ○𛂍 1 0.30% 1 0.21% 0 0.00%

𛀚 155 85.87% 297 86.58% 245 86.57% ○　 3 0.90% 0 0.00% 0 0.00%

か 21 11.86% 35 10.20% 38 13.42% 𛂔 1 12.50% 1 14.28% 6 46.15%

○𛀙 1 0.56% 11 3.20% 0 0.00% ね 7 87.50% 6 85.71% 2 15.38%

𛀳 13 30.95% 52 66.66% 28 30.76% ○𛂗 0 0.00% 0 0.00% 5 38.46%

け 29 69.04% 20 25.64% 63 69.23% の 287 83.67% 505 97.30% 362 96.02%

○𛀴 0 0.00% 6 7.69% 0 0.00% 𛂜 54 15.74% 14 2.69% 4 1.06%

さ 28 96.55% 89 100.00% 104 100.00% ○𛂙 1 0.29% 0 0.00% 11 2.91%

○𛀾 1 3.44% 0 0.00% 0 0.00% ○𛂛 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00%

𛁅 238 84.09% 344 80.37% 298 77.80% 𛂞 167 75.90% 347 87.84% 357 90.60%

𛁈 45 15.90% 50 11.68% 30 7.83% 𛂦 36 16.36% 35 8.86% 28 7.10%

○し 0 0.00% 34 7.94% 55 14.36% 𛂣 16 7.27% 13 3.29% 8 2.03%

𛁏 106 74.12% 149 86.12% 128 74.41% ○𛂢 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00%

𛁑 35 22.37% 15 8.67% 44 25.58% ○は 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25%

○𛁐 2 1.39% 0 0.00% 0 0.00% へ 72 84.70% 180 100.00% 69 100.00%

○す 0 0.00% 9 5.20% 0 0.00% ○　 13 15.29% 0 0.00% 0 0.00%

せ 28 96.55% 62 93.93% 92 100.00% 𛂻 16 84.21% 32 74.41% 12 50.00%

○セ 0 0.00% 4 6.06% 0 0.00% 3 15.78% 6 13.95% 8 33.33%

○𛁒 1 3.44% 0 0.00% 0 0.00% ○ほ 0 0.00% 5 11.62% 4 16.66%

𛁠 48 42.85% 133 99.25% 117 95.12% ま 30 60.00% 2 2.27% 6 8.95%

た 46 41.07% 1 0.74% 6 4.87% 𛃄 8 16.00% 74 84.09% 59 88.05%

○𛁞 18 16.07% 0 0.00% 0 0.00% 𛃅 11 22.00% 4 4.54% 1 1.49%

つ 20 39.21% 77 81.91% 35 54.68% ○𛃆 1 2.00% 0 0.00% 1 1.49%

𛁪 19 37.25% 3 3.19% 29 45.31% 𛃉 26 92.85% 51 100.00% 40 90.90%

○𛁩 3 5.88% 6 6.38% 0 0.00% ○み 2 7.14% 0 0.00% 4 9.09%

○𛁭 9 17.64% 7 7.44% 0 0.00% 71 56.80% 168 72.72% 161 68.22%

○𛁫 0 0.00% 1 1.06% 0 0.00% る 38 30.40% 58 25.10% 58 24.57%

𛁳 177 59.59% 350 85.36% 288 76.59% 𛃽 14 11.20% 1 0.43% 2 0.84%

て 115 38.72% 60 14.63% 88 23.40% ○𛃼 2 1.60% 2 0.86% 0 0.00%

○𛁮 5 1.68% 0 0.00% 0 0.00% ○　  0 0.00% 2 0.86% 12 5.08%

と 157 64.60% 300 84.26% 318 93.25% ○　  0 0.00% 0 0.00% 3 1.27%

79 32.51% 55 15.44% 23 6.74% ろ 44 100.00% 23 71.87% 19 100.00%

○𛁻 7 2.88% 1 0.28% 0 0.00% ○𛄆 0 0.00% 9 28.12% 0 0.00%

134 84.81% 21 10.14% 209 96.75%

な 21 13.29% 83 40.09% 7 3.24%

0 0.00% 101 48.79% 0 0.00%

○𛂁 0 0.00% 2 0.96% 0 0.00%

○𛂅 3 1.89% 0 0.00% 0 0.00%

月氷 弓張月 八犬伝

ヘ

ハ

ノ

ナ

ニ

ネ

ロ

ル

ミ

マ

ホ

ト

セ

タ

ツ

テ

カ

ケ

サ

シ

ス

月氷 弓張月 八犬伝

ア

オ
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と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
ご
と
に
、
字
体
の
種
類
や
、
使
用
数
に
差
異
が
あ
り
、
個
別
性
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

 
 

 

三 

先
行
研
究
に
使
用
位
置
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
仮
名
字
体 

 
 

 

ま
ず
先
行
研
究
に
お
い
て
、
使
用
位
置
に
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
字
体
を
み
て
い
く
。 

  

〈
シ
〉
【
し
】 

〈
ツ
〉
【

𛁩

】 

【

𛁭

】 

〈
マ
〉
【

𛃆

】 

 

〈
シ
〉
の
【
し
】
六

は
、
現
行
仮
名
字
体
に
近
い
形
を
し
て
い
る
が
、
前
の
文
字
の
左
横
か
ら
起
筆
し
、
前
の
文
字
を
囲
む
よ
う
に
書
か
れ
る
字
体
で
あ

る
。
弓
張
月
と
八
犬
伝
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
使
用
数
が
多
め
な
真
っ
直
ぐ
線
状
に
書
か
れ
る
【

𛁅

】
に
対
し
、
使
用
数
の
少
な
い
字
体
で
あ
る
。
次
に
、

使
用
さ
れ
て
い
る
語
を
示
す
。 

 

 

弓
張
月 

【

𛁅

】
〔
344
〕 

語
中―

勇
々

ゆ

ゝ

し
き
1 

久ひ
さ

し
き
1 

感か
ん

じ
て
1 
油
然

ゆ

ぜ

ん

と
し
て
1 

愀
然

し
う
ぜ
ん

と
し
て
1 

等
91
例 

語
末―

し
ば
し
7 

よ
し
5 

な
し
（
無
）

7 

な
し
（
成
）

3 

か
へ
し
1 

お
ぼ
し
1 

等
124
例 

助
動
詞―

し
か
ば
8 

助
詞―

し
4 

し
て
5 

【
し
】〔
34
〕 

 
 

語
中―

信
々

ま
め
〳
〵

し
き
1 

久ひ
さ

し
く
1 

感か
ん

じ
あ
へ
り
1 

欣
然

き
ん
ぜ
ん

と
し
て
1 

語
末―

狩か
り

く
ら
し
3 

し
ば
し
2 

よ
し
2 

な
し
（
成
）

1 

な
し
（
無
）

1 

お
ぼ
し
か
へ
し
1 

お
ぼ
し
1 

て
ら
し
1 

懲こ

ら
し
1 

助
動
詞―

し
か
ば
3 

し
め
1 

助
詞―

し
6 

し
て
4 
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八
犬
伝 

 
【

𛁅

】
〔
298
〕 

語
中―

お
ぼ
し
き
1 

お
ぼ
し
く
1 

し
ら
し
て
1 

ふ
か
く
し
て
1 

忽
然

こ
つ
ぜ
ん

と
し
て
1 

等
113
例 

語
末―
な
し
（
無
）

9 

心
や
す
し
1 

似に

げ
な
し
1 

今い
ま

は
し
1 

鳴な

ら
し
1 

進ま
ゐ

ら
し
1 

等
115
例 

助
動
詞―
し
か
ば
13 

じ
5 

べ
し
6 

等
46
例 

助
詞―

し
15 
に
し
て
13 

と
し
て
1 

か
し
1 

 

【
し
】
〔
55
〕 

語
中―

お
ぼ
し
く
て
1 

忽
然

こ
つ
ぜ
ん

と
し
て
1 

さ
ゝ
し
て
1 

量は
か

ら
ず
し
て
1 

せ
わ
し
く
1 

ま
な
く
し
て
1 

語
末―

な
し
（
無
）

3 
牽ひ

き

め
ぐ
ら
し
1 

立
な
ほ
し
1 

読よ
み

つ
く
し
1 

お
ぼ
つ
か
な
し
1 

反そ

ら
し
1 

と
り
か
は
し
1 

物
体

も
つ
た
い

な
し
1 

大
人
気

お

と

な

げ

な
し
1 

い
ひ
が
た
し
1 

ふ
か
く
し
1 

測
は
か
り

が
た
し
1 

立
が
た
し
1 

見
わ
た
し
1 

助
動
詞―

し
か
ば
12 

じ
1 

助
詞―

し
18 

か
し
1 

 

【
し
】
の
使
用
箇
所
は
語
中
末
・
付
属
語
で
、
【

𛁅

】
に
準
じ
る
。
【

𛁅

】
で
主
に
書
か
れ
、
時
折
【
し
】
が
使
用
さ
れ
る
。 

弓
張
月
の
用
例
の
う
ち
9
例
は
行
末
で
あ
り
、
行
末
の
〈
シ
〉
は
必
ず
【
し
】
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。 

 

①
九
丁
オ
（
L3
） 
 

 
 

讀よ
む

よ
【
し
】
｜ 

 
 

 
 

 

②
十
二
丁
オ
（
L5
～
L6
） 

感か
ん

【
し
】
｜
あ
へ
り 

 
 

 

③
二
十
丁
オ
（
L10
） 

 
 

業わ
ざ

を
な
【
し
】
｜ 
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④
廿
五
丁
オ
（
L8
） 

 
 

な
【
し
】
｜ 

 
 

 
 

 
 

⑤
廿
六
丁
オ
（
L11
） 

 
 

し
ば
【
し
】
｜ 

 
 

 
 

 

⑥
廿
七
丁
ウ
（
L5
） 

 
 

も
【
し
】
｜ 

 
 

 
 

 
 

⑦
廿
九
丁
ウ
（
L3
） 

 
 

お
ぼ
し
か
へ
【
し
】
｜ 

 
 

⑧
三
十
丁
ウ
（
L3
） 

 
 

お
ぼ
【
し
】
。
｜ 

 
 

 
 

 

⑨
三
十
一
丁
オ
（
L10
） 

 

幾
日

い

く

か

も
あ
ら
ず
【
し
】
｜
て 

 

 

【
し
】
は
直
線
的
に
ス
ペ
ー
ス
を
と
る
【

𛁅

】
よ
り
、
結
果
的
に
ス
ペ
ー
ス
を
と
ら
ず
に
済
む
。
一
語
を
同
一
行
に
収
め
る
た
め
に
、【
し
】
を
用
い
て
行

末
に
押
し
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
七

。
用
例
の
う
ち
、
③
、
⑤
～
⑨
は
行
末
の
ス
ペ
ー
ス
を
省
略
す
る
た
め
【
し
】
が
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か

し
、
弓
張
月
の
①
、
②
、
④
は
、
行
末
に
【

𛁅

】
一
文
字
分
を
書
き
入
れ
ら
れ
る
充
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
の
に
関
わ
ら
ず
、【
し
】
を
書
き
入
れ
て
い
る
。

ス
ペ
ー
ス
を
省
略
す
る
こ
と
だ
け
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
行
末
に
は
【
し
】
を
用
い
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
八
犬
伝
で
は
、
行

末
の
〈
シ
〉
は
9
例
中
8
例
が
【

𛁅

】
、
僅
か
1
例
の
み
【
し
】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（
廿
九
丁
オ
L7
）
。
こ
れ
は
、
ス
ペ
ー
ス
を
省
略
す
る
た
め
書
き
入
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
っ
た
。
行
末
の
処
理
に
、
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

〈
ツ
〉
の
月
氷
竒
縁
と
弓
張
月
に
み
ら
れ
た
【

𛁩

】
八

【

𛁭

】
九

の
用
例
を
、
【
つ
】
【

𛁪

】
と
共
に
み
て
み
る
。 

 

月
氷
竒
縁 
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【
つ
】
〔
20
〕 

 
 

語
頭―

つ
ゝ
し
み
て
1 

つ
な
が
れ
1 

つ
き
て
1 

 
 

準
語
頭―

名
つ
く
1 

纏
ま
と
ひ

つ
き
1 

 
 

語
中―
お
の
づ
か
ら
2 

み
づ
か
ら
2 

あ
づ
か
り
1 

あ
づ
か
ら
1 

あ
づ
け
1 

う
つ
し
て
1 

ゆ
づ
り
1 

わ
づ
ふ
1 

 
 

助
動
詞―
つ
2 

助
詞―

つ
ゝ
1 

 

【

𛁪

】
〔
19
〕 

 
 

準
語
頭―

縁ゑ
ん

づ
く
1 

 
 

語
中―

お
の
づ
か
ら
5 

み
づ
か
ら
2 

い
づ
ち
1 

い
つ
く
1 

し
づ
ま
り
1 

と
つ
て
か
へ
し
1 

ま
つ
は
る
1 

ま
つ
は
り
し
1 

も
つ
は
ら
1 

 
 

語
末―

ま
づ
3 

た
つ
1 
ま
つ
1 

【

𛁩

】
〔
3
〕 

語
中―

あ
づ
く
1 

あ
づ
か
る
1 
ま
づ
1 

 

【

𛁭

】
〔
9
〕 

語
頭―

つ
よ
く
2 

つ
げ
て
1 

 
 

準
語
頭―

名な

づ
く
る
1 

名な

つ
け
1 

承う
け

つ
ぎ
て
1 

こ
ゝ
ろ
づ
き
て
1 

語
中―

い
た
づ
ら
2 

 

弓
張
月 

【
つ
】
〔
77
〕 

語
頭―

つ
き
て
5 

つ
か
ふ
1 

つ
が
ひ
1 

つ
い
ゐ
て
1 

つ
く
〴
〵
1 

つ
け
て
1 

つ
と
1 

つ
ら
な
る
1 

つ
ゞ
き
1 

準
語
頭―

名な

づ
け
2 

う
ち
つ
れ
て
1 

痍き
ず

つ
き
1 

餓う
へ

つ
ら
め
1 
追お

ひ

つ
き
1 

睨
に
ら
み

つ
め
て
1 

手て

づ
か
ら
1 

彫ほ
り

つ
け
1 

語
中―

お
の
づ
か
ら
2 

ま
つ
は
り
て
2 

ま
つ
は
り
し
1 

い
づ
れ
1 
う
つ
り
て
1 

し
づ
や
か
1 

た
て
ま
つ
る
1 

ま
つ
り
1 

み
づ
か
ら
1 

め
づ
ら
し
1 

よ
つ
引ひ

き

1 

語
末―

ま
づ
3 

思
し
召
た
つ
2 

た
つ
2 

發は
な

つ
1 
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助
動
詞―

つ
る
9 

つ
8 

つ
れ
3 

【

𛁪

】
〔
3
〕 

語
末―

ま
づ
1 

ま
つ
し
ら
1 

も
つ
は
ら
1 

【

𛁩

】
〔
6
〕 

語
中―
く
つ
ろ
げ
て
1 

な
つ
か
し
み
1 

よ
つ
引
て
1 

語
末―

よ
ろ
づ
1 

助
動
詞―

つ
2 

【

𛁭

】
〔
7
〕 

語
頭―

つ
か
ふ
る
1 
つ
が
ひ
1 

つ
か
ず
1 

つ
よ
く
1 

つ
く
（
嚼 か

み

も
つ
く
）

1 

 
 

助
動
詞―

つ
る
1 

 
 

助
詞―

つ
ゝ
1 

  

【

𛁩

】
は
「
川
」
の
漢
字
を
崩
し
た
形
に
近
い
字
体
で
あ
り
、
語
中
末
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。【
つ
】【

𛁪

】
の
用
例
と
同
じ
よ
う
な
位
置
に
使
用
さ
れ

て
い
る
。【

𛁭

】
は
、
月
氷
竒
縁
に
は
語
頭
中
、
弓
張
月
に
は
語
頭
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
傾
向
と
通
じ
て
い
る
。〈
ツ
〉
の

表
記
を
豊
富
に
行
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

〈
マ
〉
の
【

𛃆

】
は
草
双
紙
等
で
、
語
末
や
、「
さ
ま
」
の
語
に
固
定
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
字
体
で
あ
り
一
〇

、
月
氷
竒
縁
と
八
犬
伝
に

み
ら
れ
た
全
2
例
に
お
い
て
も
、「
い
と
ま
」（
月
氷
廿
三
丁
オ
）
、「
仰の

け

さ
ま
」（
八
犬
伝
廿
五
丁
ウ
）
と
語
末
に
み
ら
れ
た
。
よ
り
漢
字
に
近
い
形
の
【

𛃅

】
は

三
本
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
読
本
に
お
い
て
は
【

𛃅

】
が
優
勢
で
、
【

𛃆

】
は
極
め
て
少
な
い
字
体
と
な
っ
て
い
る
。 

  
 

 
 

四 

仮
名
字
体
の
使
用
種
類
の
多
い
〈
ニ
〉
〈
ル
〉 

  

〈
ニ
〉
と
〈
ル
〉
は
四
、
五
種
類
と
仮
名
字
体
の
種
類
が
多
く
み
ら
れ
る
。
各
資
料
に
お
け
る
用
例
を
こ
こ
で
確
認
し
た
い
。 
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〈
ニ
〉
【

𛂍

】
【
に
】（
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
） 

【

】（
月
氷
竒
縁
） 

【

𛂇

】（
弓
張
月
） 

 
〈
ル
〉
【

𛃼

】（
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
） 

【

】（
弓
張
月
・
八
犬
伝
） 

【

】（
八
犬
伝
） 

  

ま
ず
〈
ニ
〉
に
は
、
月
氷
竒
縁
と
弓
張
月
に
五
種
類
の
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。 

 

弓
張
月
の
み
に
み
ら
れ
た
【

𛂇

】
は
、〈
ニ
〉
の
一
二
・
九
二
％
で
あ
っ
た
。
前
期
読
本
の
『
雨
月
物
語
』
一
一

で
は
全
体
の
約
二
％
で
あ
る
の
で
、
弓
張

月
は
こ
の
【

𛂇

】
が
や
や
多
く
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。
使
用
さ
れ
た
語
を
、
【

𛂌

】
【

𛂋

】
と
共
に
示
す
。 

 

弓
張
月 

【

𛂌

】〔
315
〕 

語
末―

既す
で

に
4 

為た
め

に
3 
潜

ひ
そ
か

に
3 

遙
は
る
か

に
2 

大
お
お
い

に
2 

い
か
に
2 

直た
ゞ

に
1 

等
36
例 

 
 

助
詞―

に
265 

に
は
3 

に
も
3 

に
や
1 

だ
に
1 

【

𛂋

】〔
94
〕 

語
中―

い
に
し
へ
1 

語
末―

遂つ
ひ

に
1 

故ゆ
ゑ

に
1 

他あ
だ

に
1 

僅
わ
ず
か

に
1 

誠
ま
こ
と

に
1 

忽
地

た
ち
ま
ち

に
1 

憂う
き

に
1 

さ
ら
に
1 

 

助
詞―

に
47 

に
て
15 

に
し
て
10 

に
も
7 
に
は
6 

に
ぞ
4 

に
し
も
1 

に
や
1 

【

𛂇

】
〔
61
〕 

語
中―

い
に
し
へ
1 

 
 

語
末―

遂つ
ひ

に
2 

為た
め

に
1 

既す
で

に
1 

直た
ゞ

に
1 

嬉う
れ

し
氣げ

に
1 

軽か
ろ

や
か
に
1 

健
す
く
よ
か

に
1 

等
11
例 

助
詞―

に
22 

に
も
13 

に
は
5 

に
て
4 

に
や
3 

に
し
て
1 

 

【

𛂇

】
が
使
わ
れ
て
い
る
語
は
、
三
本
に
共
通
す
る
字
体
で
あ
る
【

𛂌

】【

𛂋

】
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
使
用
箇
所
は
主
に
助
詞
ニ
や

副
詞
の
語
末
で
あ
る
。 

 

現
行
仮
名
字
体
に
近
い
【
に
】
は
、
月
氷
竒
縁
に
は
16
例
み
ら
れ
る
が
、
助
詞
ニ
15
例
、
「
ゆ
ゑ
に
」
1
例
、
弓
張
月
で
は
、
助
詞
ニ
1
例
が
み
ら
れ
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る
。 

 
【

𛂍

】
は
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
と
も
に
僅
か
1
例
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
行
末
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、【

𛂍

】
に
比
し
て
画
数
の
多
い
【

】

は
、
月
氷
竒
縁
に
3
例
み
ら
れ
、
す
べ
て
行
末
に
あ
た
る
。
月
氷
竒
縁
の
【
に
】
も
助
詞
ニ
15
例
の
う
ち
8
例
は
行
末
で
あ
る
。 

 

月
氷
竒
縁 

八
丁
ウ
L9 

 
身み

【
に
】
｜ 

十
一
丁
オ
L2 

 
密

ひ
そ
か

【

𛂍

】
｜ 

十
一
丁
ウ
L3 

 

一
室

ひ

と

ま

【
に
】
｜ 

十
四
丁
オ
L1 

 

廉
直

れ
ん
ち
よ
く

【
に
】
｜ 

L5 
 

戯
あ
そ
び

【

】
｜ 

 
 

 
 

 
 

L11 
 

杖
し
ゃ
く

【
に
】
｜ 

 
 

十
五
丁
ウ
L8 

 

見
る
【
に
】
｜ 

 
 

十
八
丁
オ
L11 

 

駈か
る

【
に
】
｜ 

 
 

二
十
丁
オ
L5 

 

遂つ
ひ

【
に
】
｜ 

 
 

廿
三
丁
ウ
L7 

 

烏
夜

や

み

【
に
】
｜ 

 
 

 
 

 
 

L8 
 

粟
津

あ

は

づ

【

】
｜ 

 
 

廿
四
丁
オ
L11 

 

遂つ
ひ

【

】
｜ 

 

弓
張
月 

十
三
丁
オ
L11 

 

爲た
め

義よ
し

【

𛂍

】
｜ 

 

月
氷
竒
縁
に
は
行
末
に
【

𛂋

】
が
く
る
場
合
も
13
例
あ
る
。
行
末
に
さ
ま
ざ
ま
な
字
体
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
装
飾
志
向
の
使
用
傾
向
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
弓
張
月
に
も
同
様
に
、
【

𛂌

】
9
、
【

𛂋

】
4
、
【

𛂇

】
4
と
行
末
に
四
種
類
の
字
体
が
出
現
す
る
。 

【

𛂍

】【

】
は
最
終
画
を
下
方
に
伸
ば
す
字
体
で
あ
る
た
め
、【

𛂌

】【

𛂋

】
に
比
し
て
縦
幅
を
と
っ
て
書
か
れ
る
。【
に
】【

𛂇

】
も
含
め
、
そ
れ
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ぞ
れ
の
字
体
は
平
均
的
に
字
幅
が
異
な
る
。
行
末
の
ス
ペ
ー
ス
次
第
で
、
字
体
を
選
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
。【

𛂍

】【

】
が
行
末
に
使
用
さ
れ
や
す
い
の

は
、
行
末
の
ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
る
用
途
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

〈
ル
〉
の
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
に
使
用
さ
れ
て
い
た
【

𛃼

】
は
、
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
と
も
に
2
例
の
み
使
用
さ
れ
、
月
氷
は
「
は
し
る
」「
給
へ
る
」

（
十
二
丁
オ
L8
）
、
弓
張
月
は
「
綴つ

ゞ

る
」（
七
ノ
下
丁
ウ
L8
）
、
「
よ
る
」
が
用
例
で
あ
る
。 

  

月
氷
竒
縁 
十
六
丁
オ 

L8 

柄
杓

ひ

さ

く

お
の
づ
か
ら
躍
出

お
ど
い
で

て
庖
湢

だ
い
ど
こ
ろ

を
は
し
【
る
】
。
者
甚
麼

こ

は

い

か

に

と
お
ど
ろ 

L9 

き
看み

れ

ば
。
盌

も
ひ
。

鍋
か
な
ゝ
べ
。

俎
ま
な
い
た

の
た
ぐ
ひ
こ
と
〴
〵
く
板
架

た

な

を
は
な
れ
。
或

あ
る
ひ

は

梁
う
つ
ば
り

の
上う

ゑ

に
附つ

き

。
或

あ
る
ひ 

L10 

は
棧
板

い
た
ゑ
ん

を
は
し
【

𛃼

】
。 

 

弓
張
月
十
三
丁
オ 

 
 

L10
～
L11 

よ
｜
【

𛃼

】 

  

月
氷
竒
縁
「
は
し
る
」
は
、
二
行
前
に
同
じ
語
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
近
接
す
る
同
じ
こ
と
ば
の
同
じ
字
体
の
反
復
を
避
け
た
変
字
法
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

弓
張
月
の
【

𛃼

】
の
使
用
は
、
原
因
理
由
の
動
詞
「
よ
る
」
が
語
中
で
行
末
・
行
頭
で
分
れ
て
い
る
、
行
頭
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
弓
張

月
で
は
行
頭
に
〈
リ
〉
が
位
置
す
る
場
合
に
、
十
四
丁
オ
L8
～
L9
「
居お

れ
｜
【

𛃶

】
」
、
二
十
丁
オ
L8
～
L9
「

畄
と
ゞ
ま
れ

｜
【

𛃶

】
て
」
、
三
十
一
丁
オ
L9
～
L10

「
勦

い
た
わ

｜
【

𛃶

】
」
と
必
ず
【

𛃶

】
が
使
用
さ
れ
る
。〈
ハ
〉
の
場
合
も
、
行
頭
の
助
詞
ハ
・
バ
に
限
る
と
、
5
例
中
4
例
に
【

𛂣

】
で
書
か
れ
る
。
必
ず

【
し
】
が
行
末
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
含
め
、
弓
張
月
に
お
い
て
は
行
頭
・
行
末
の
字
体
使
用
に
気
を
配
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
一
二

。 

【

】
は
弓
張
月
で
2
（
〇
・
八
六
％
）
、
八
犬
伝
で
は
12
（
五
・
〇
八
％
）
の
使
用
数
で
あ
っ
た
。
弓
張
月
の
2
例
は
、「
け
る
」（
十
七
丁
オ
L11
）
、「
遮

さ
へ
ぎ

る
」

（
廿
五
丁
オ
L8
）
の
語
で
あ
る
。
八
犬
伝
に
は
形
が
や
や
異
な
る
【

】
も
3
例
使
用
さ
れ
て
お
り
、
【
る
】
【

】
が
主
と
し
て
使
用
さ
れ
な
が
ら
、
語
末

に
さ
ま
ざ
ま
な
〈
ル
〉
の
字
体
が
み
ら
れ
る
。 

 

八
犬
伝 

【
る
】〔
58
〕 
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語
末―

落お
つ

る
3 

か
ゝ
る
2 

象
か
た
ど

る
2 

入
る
2 

捩ね
じ

断き

る
1 

廻
翔

ま
ひ
さ
が

る
1 

等
47
例
（
「
漢
字
＋
【
る
】
39
」
） 

助
動
詞―

た
る
1 

け
る
2 

ら
る
2 

【

】
〔
161
〕 

語
末―
見
る
5 

大
な
る
2 

入
る
1 

象
か
た
ど

る
1 

送お
く

る
1 

見
か
へ
る
1 

等
69
例
（
「
漢
字
＋
【

】
18
」
） 

助
動
詞―
た
る
33 

な
る
25 

ざ
る
12 

け
る
6 

つ
る
3 

ら
る
1 

【

】
〔
12
〕 

語
末―

送お
く

る
1 
立
る
1 

掛
跨

か

け

の

る
1 

潜
る
1 

譏そ
し

る
1 

向
上

み

あ

ぐ

る
1 

多お
ほ

か
る
1 

し
か
る
1 

は
や
る
1 

助
動
詞―

た
る
2 

ざ
る
1 

【

】
〔
3
〕 

語
末―

遠
离

と
ほ
ざ
か

る
1 

含
ふ
く
め

る
1 
立
か
へ
る
1 

  

動
詞
や
助
動
詞
の
終
止
形
や
連
体
形
は
、
文
中
に
頻
繁
に
出
現
す
る
。
変
化
を
つ
け
る
た
め
〈
ル
〉
の
字
体
が
様
々
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 
 

 

五 

二
本
の
資
料
に
共
通
使
用
さ
れ
た
仮
名
字
体 

  

三
・
四
節
述
べ
た
以
外
の
、
資
料
二
本
に
共
通
し
た
字
体
の
用
例
を
み
て
み
よ
う
。 

 

〈
ア
〉
の
【

𛀄

】
は
、
月
氷
竒
縁
で
は
次
の
1
例
の
み
で
あ
る
。 

 

 

十
三
丁
ウ 

L9 

女
子

を

な

ご

の
し
る
と
こ
ろ
に
【
あ
】
ら
【

𛁑

】
。
渠か

れ

卵
た
ま
ご

を
偸ぬ

す

む
に
【
あ
】
ら
【

𛁏

】
は
。
か
な
ら
ず
破
碎

う
ち
く
だ
け

る
も
の 

L10 

な
ら
ん
。
そ
の
こ
と
分
明

ぶ
ん
み
や
う

な
ら
ず
し
て
免

ゆ
る
す

は
法ほ

う

に
【

𛀄

】
ら
【

𛁑

】
。 

 
 

※
す
べ
て
〈
ス
〉
の
仮
名
字
体
に
濁
点
が
付
く
。 

  

近
接
し
た
箇
所
で
三
回
「
あ
ら
ず
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
中
に
使
用
さ
れ
る
。【

𛁏

】【

𛁑

】
と
も
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
同
じ
語
に
同
じ
字
体
が
使
用
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さ
れ
る
の
を
避
け
た
と
み
ら
れ
る
。 

 
弓
張
月
の
9
例
は
、
用
例
は
【
あ
】
で
も
書
か
れ
る
語
で
あ
る
。 

 

【
あ
】 
あ
り
20 

あ
る
10 

あ
り
て
8 

あ
れ
1 

あ
ら
そ
ひ
し
1 

等
101
例 

【

𛀄

】 
あ
り
3 

あ
る
3 

あ
り
て
1 

あ
れ
1 

あ
ら
そ
ひ
し
1 

  

【

𛀄

】
で
書
か
れ
た
語
の
う
ち
3
例
は
、
対
句
の
同
じ
語
に
同
じ
字
体
の
使
用
を
避
け
た
も
の
、
近
接
し
た
た
め
同
字
体
を
避
け
た
と
考
え
ら
れ
る
箇

所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

十
七
丁
オ
L3 

智ち

【
あ
】
る
も
の
は
爭

あ
ら
そ

は
【

𛁏

】
。
能の

う

【

𛀄

】
る
も
の
は
誇ほ

こ

ら
【
す
】
。 

 
 

廿
六
丁
オ
L4 

【
あ
】
し
か
り
つ
る
も
。
こ
の
事
【

𛀄

】
る
べ
き
｜ 

 
 

 
 

 
 

L7 

【
あ
】
ま
り
【

𛀄

】
り
。 

  

し
か
し
、
二
十
丁
ウ
に
は
「
あ
り
」「
あ
ら
ず
」
が
同
じ
行
に
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
【
あ
】
で
書
か
れ
て
お
り
、
変
化
を
つ
け
る
用
法
が
徹
底
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。 

〈
カ
〉
の
【

𛀙

】
は
月
氷
竒
縁
で
十
丁
オ
L1
の
短
歌
「
お
も
へ
ど
も
思
ひ
も
【

𛀙

】
ね
つ
あ
し
引 ひ

き

の
山
ど
り
の
尾 を

の
な
が
き
こ
の
よ
を
」
に
お
い
て
の
み

使
用
さ
れ
て
い
る
。 

弓
張
月
の
【

𛀙

】
11
例
は
、
自
立
語
の
語
中
末
か
付
属
語
に
使
わ
れ
る
。
【

𛀚

】
の
用
例
と
示
し
て
み
る
。 

 

【

𛀚

】〔
297
〕 

語
中―

や
が
て
8 

い
か
な
る
2 

し
か
ば
13 

賢
か
し
こ

か
る
1 

快
こ
ゝ
ろ
よ

か
ら
ず
1 
等
114
例 

語
末―

軽 か
ろ

や
か
1 

し
づ
や
か
1 

わ
が
16 

助
詞―

が
81 

な
が
ら
5 

等
124
例 
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【

𛀙

】〔
11
〕 

語
中―

や
が
て
4 

い
か
な
る
1 

し
か
ば
1 

甚
は
な
は
だ

し
か
り
1 

語
末―

信 ま
め

や
か
1 

助
詞―
が
2 

な
が
ら
1 

 

【

𛀙

】
は
二
画
で
済
む
字
体
で
、
複
雑
な
形
と
は
い
え
な
い
が
、
漢
字
の
名
残
が
あ
る
字
体
で
あ
る
。【

𛀚

】
と
使
用
位
置
も
変
わ
ら
ず
、
装
飾
的
志
向

に
よ
り
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。 

 

〈
ト
〉
の
【

𛁻

】
は
月
氷
竒
縁
で
7
例
、
弓
張
月
で
1
例
、
そ
の
8
例
の
う
ち
7
例
は
助
詞
ト
、
月
氷
に
「
も
と
め
」
と
自
立
語
語
中
に
1
例
の
用

例
が
み
ら
れ
た
。
助
詞
ト
の
用
例
で
、
月
氷
の
4
例
と
弓
張
月
の
1
例
は
行
末
に
あ
た
る
。 

  

月
氷
竒
縁 

十
二
丁
オ
L6 

打う
た

ん
【

𛁻

】
｜
す
る 

十
三
丁
ウ
L3 

し
ら
ず
〳
〵
【

𛁻

】
｜
あ
ら
が
へ
ば 

（
腰
元
さ
ざ
浪
の
台
詞
） 

 
 

廿
二
丁
ウ
L3 

喫き
つ

し
給
へ
【

𛁻

】
｜
い
ふ 

 
 

 
 

（
盗
賊
石
見
太
郎
の
台
詞
） 

 
 

廿
五
丁
ウ
L3 

卒い
ざ

こ
な
た
へ
【

𛁻

】
｜
前さ

き

に
立 

 
 

（
怨
霊
さ
ざ
浪
の
台
詞
） 

 

弓
張
月 

二
十
丁
ウ
L2
～
L3 

打
殺

う
ち
こ
ろ

さ
ず
【

𛁻

】
｜
い
ふ 

 

【

𛁻

】
の
行
末
へ
の
使
用
が
目
立
つ
の
は
、
【

𛂍

】
【

】
と
事
情
を
同
じ
く
、
字
体
の
縦
幅
と
行
末
の
ス
ペ
ー
ス
の
余
り
方
が
関
係
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
右
の
よ
う
な
用
例
は
、
行
末
の
匡
郭
ま
で
の
間
に
、
助
詞
ト
の
あ
と
の
自
立
語
を
書
き
入
れ
る
に
は
狭
く
、
し
か
し
通
常
用
い
る
【
と
】【

】

を
助
詞
ト
に
使
用
す
る
に
は
ス
ペ
ー
ス
が
広
い
場
合
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
【

𛁻

】
は
画
数
が
多
い
た
め
縦
幅
が
お
の
ず
と
必
要
に
な
る
字
体
で
あ
る
。

行
末
の
ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
る
用
途
で
使
用
し
た
と
み
ら
れ
る
。 

 

〈
ノ
〉
の
【

𛂙

】
は
月
氷
竒
縁
で
1
例
（
〇
・
二
九
％
）
、
八
犬
伝
で
11
例
（
二
・
九
一
％
）
の
使
用
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
助
詞
ノ
に
お
け
る
用
例
だ
っ
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た
。
月
氷
竒
縁
で
は
十
五
丁
ウ
L1
に
使
用
さ
れ
、
使
用
理
由
は
窺
え
な
い
。
八
犬
伝
で
は
、
【

𛂙

】
は
行
末
近
く
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

 
八
犬
伝 

十
一
丁
オ
L1 

馬う
ま

【

𛂙

】
｜ 

十
一
丁
ウ
L7 

馬う
ま

【

𛂙

】
｜ 

十
二
丁
オ
L8 
五
枚

ご

ま

い

冑
か
ぶ
と

【

𛂙

】
鍫く

わ

｜
形か

た 

十
二
丁
ウ
L2 
大
勢

た
い
ぜ
い

【

𛂙

】
真ま

ん

｜
中な

か 

十
四
丁
ウ
L5 

晋し
ん

【

𛂙

】
文ぶ

ん

｜
公こ

う 

十
六
丁
オ
L6 

聖
人

せ
い
じ
ん

【

𛂙

】
無む

｜
欲よ

く 

L8 

法
華
経

ほ

け

き

ょ

う

【

𛂙

】
｜ 

十
九
丁
オ
L10 

舊も
と

【

𛂙

】
｜ 

廿
五
丁
オ
L6 

落
馬

ら

く

ば

【

𛂙

】
｜ 

廿
六
丁
オ
L2 

馬う
ま

【

𛂙

】
｜ 

 
 

 
 

 

L8 

案
内

あ
ん
な
い

【

𛂙

】
山や

ま

｜
阪さ

か 

 

助
詞
ノ
の
240
例
の
う
ち
、
229
例
が
【
の
】
で
表
記
さ
れ
る
。
行
末
に
【
の
】
が
表
記
さ
れ
る
の
は
そ
の
う
ち
19
例
で
あ
る
。
【
の
】
と
【

𛂙

】
は
行
末

に
お
い
て
見
た
目
に
変
化
を
つ
け
る
た
め
使
用
さ
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

〈
ホ
〉
の
【
ほ
】
は
、【

𛂻

】
に
比
し
て
現
行
仮
名
字
体
に
近
い
と
い
え
る
。
近
世
を
通
し
て
様
々
な
板
本
で
、
当
時
〈
ホ
〉
の
仮
名
は
【
ほ
】
よ
り
【

】

が
優
勢
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
一
三

。
【
ほ
】
の
用
例
を
次
に
示
す
。 

 

 

弓
張
月 

語
頭―

ほ
と
り
4 

ほ
ど
こ
し
1 

 

八
犬
伝 

語
頭―

ほ
と
り
2 

語
中―

お
ぼ
し
く
1 

の
ぼ
し
か
ゝ
つ
て
1 
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こ
の
よ
う
に
、【
ほ
】
は
非
語
末
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
弓
張
月
で
は
【

】
が
「
ほ
と
り
」
1
例
、「
お
ぼ
し
」「
の
ぼ
し
」
等
語
中
5
例
、【

𛂻

】

が
「
お
ぼ
し
て
」「
も
よ
ほ
し
て
」
等
語
中
18
例
、「
な
ほ
」
語
末
14
例
に
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
八
犬
伝
で
は
【

】
は
「
ほ
ゐ
」
語
頭
1
例
、「
お
ぼ
し
」

「
な
ほ
し
」
等
語
中
4
例
、「
な
ほ
」「
処

と
こ
ろ

得ゑ

が
ほ
」
語
末
2
例
、【

𛂻

】
は
「
お
ぼ
つ
か
な
し
」「
な
ほ
り
て
」
等
語
中
7
例
、「
な
ほ
」
語
末
5
例
に
み

ら
れ
る
。 

 

〈
ミ
〉
の
【
み
】
の
用
例
を
【

𛃉

】
の
用
例
と
共
に
示
す
。 

 

月
氷
竒
縁 

【

𛃉

】
〔
26
〕 

語
頭―

み
づ
か
ら
4 
み
な
2 

み
の
ら
ず
1 

み
だ
れ
て
1 

語
中―

こ
の
み
て
2 

こ
み
〳
〵
1 

あ
は
れ
み
て
1 

う
ら
み
ん
1 

か
し
こ
み
て
1 

つ
ゝ
し
み
て
1 

語
末―

す
ゝ
み
1 

ゆ
る
み
1 
掴つ

か

み
1 

あ
は
れ
み
1 

哀
あ
は
れ

み
1 

あ
や
し
み
1 

か
へ
り
み
1 

助
動
詞―

べ
み
1 

助
詞―

の
み
2 

 

【
み
】〔
2
〕 

語
頭―

み
た
ず
1 

み
だ
れ
て
1 

八
犬
伝 

【

𛃉

】
〔
40
〕 

語
頭―

み
な
3 

語
中―

進す
ゝ

み
し
2 

う
ち
笑え

み
て
2 

す
ゝ
み
し
1 

挟
わ
き
は
さ

み
て
1 

あ
ざ
み
誇

ほ
こ
り

て
1 

あ
ざ
み
笑わ

ら

ひ
1 

す
ゝ
み
出
1 

語
末―

好こ
の

み
10 

進す
ゝ

み
3 

す
ゝ
み
1 

淪し
づ

み
1 

生う

み
1 
推お

し

尊
た
つ
と

み
1 

助
詞―

の
み
11 

【
み
】〔
4
〕 

語
頭―

み
づ
か
ら
2 

み
な
2 
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【
み
】
は
、
月
氷
竒
縁
・
八
犬
伝
と
も
に
、
【

𛃉

】
が
主
用
さ
れ
る
中
で
時
折
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
の
あ
る
字
体
と
い
え
る
。 

 
以
上
、
二
本
の
資
料
に
共
通
す
る
字
体
の
用
例
を
確
認
し
た
。
字
面
に
様
々
な
変
化
を
つ
け
た
と
み
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
、
字
体
の
縦
幅
を
利
用

し
た
と
考
え
ら
れ
る
行
末
に
お
け
る
使
用
も
み
ら
れ
、
一
概
に
変
化
を
つ
け
る
こ
と
だ
け
が
字
体
の
出
現
理
由
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。 

 

 
 

 

六 
読
本
三
本
の
う
ち
一
本
の
み
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体 

  

次
に
、
一
本
の
資
料
に
の
み
使
用
が
確
認
で
き
た
字
体
を
検
討
す
る
。
各
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
み
て
い
く
。 

 

 
 

 

六-

一 

月
氷
竒
縁 

 

ま
ず
、
月
氷
竒
縁
の
字
体
を
検
証
す
る
。
〈
オ
〉
に
は
、
最
終
画
の
点
か
ら
文
字
を
突
き
抜
け
る
よ
う
に
し
て
、
下
の
仮
名
に
連
綿
す
る
形
を
し
て
い
る

【

】
、
漢
字
の
形
に
近
い
【

𛀕

】
が
月
氷
竒
縁
に
み
ら
れ
た
字
体
で
あ
る
。
三
本
の
資
料
に
共
通
す
る
【
お
】
と
と
も
に
、
使
用
さ
れ
た
語
を
示
す
。 

 

【
お
】
〔
17
〕 

お
そ
れ
2 

お
の
づ
か
ら
1 

お
ど
ろ
き
1 
お
ど
ろ
く
1 

お
さ
め
1 

お
そ
ろ
し
1 

お
と
ろ
へ
1 

お
な
じ
1 

お
な
じ
く
1 

お
の
〳
〵
1 

お
の
れ
1 

お
ふ
て
1 

お
ほ
し
1 

入
お
き
1 

【

】
〔
32
〕 

お
の
づ
か
ら
6 

お
ど
ろ
き
4 

お
も
ふ
3 

お
も
ひ
3 

お
も
へ
3 

お
も
は
ず
1 

お
く
1 

お
の
び
て
1 

お
ぼ
え
し
1 

お
ほ
く
1 

お
り
立
1 

【

𛀕

】
〔
1
〕 

お
も
ふ
1 
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【

】
は
【
お
】
か
ら
下
の
字
に
連
綿
す
る
形
で
、
実
質
的
に
は
【
お
】
と
字
形
の
違
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
連
綿
と
語
の
ま
と
ま
り
の
関
連
が

窺
え
る
字
形
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。【
お
】
で
書
か
れ
た
異
な
り
語
数
は
11
、【

】
で
書
か
れ
た
異
な
り
語
数
は
8
で
あ
る
。【

】
の
使
用
数
は
【
お
】

を
上
回
る
が
、
決
ま
っ
た
語
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
、「
思
ふ
」
の
語
14
例
は
、【

𛀕

】
で
書
か
れ
た
1
例
を
除
い
て
す
べ
て
【

】

を
使
用
し
て
い
る
。「
お
も
ふ
」
な
ど
の
【

】
に
続
く
〈
モ
〉
の
字
体
は
す
べ
て
【

】
で
あ
る
。
下
の
字
に
続
く
形
で
あ
る
【

】
は
、
上
か
ら
続
く

形
の
字
と
の
相
性
が
よ
く
、
一
語
を
連
綿
に
よ
り
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
や
す
い
形
と
い
え
る
。 

 

【

𛀕

】
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。 

 

十
七
丁
オ
L2
～
3 
【

𛀕

】
｜
【

】
【
ふ
】
あ
た
り 

 

「
お
も
ふ
」
の
「
お
」
を
残
し
て
行
移
り
し
て
い
る
。
ほ
か
の
「
お
も
ふ
」
14
例
は
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
す
べ
て
【

】
で
書
か
れ
、
下
に
続
く

【

】
と
連
綿
す
る
形
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
連
綿
が
途
切
れ
る
こ
と
か
ら
、
通
用
の
字
体
と
は
異
な
る
字
体
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

〈
サ
〉
の
【

𛀾

】
の
用
例
は
僅
か
1
例
、
怨
霊
と
な
っ
た
腰
元
さ
ざ
浪
の
「
さ
ら
ば

縛
い
ま
し
め

を
觧と

く

べ
し
」
と
い
う
台
詞
の
冒
頭
に
使
用
さ
れ
て
い
た
一
四

。 

 

廿
五
丁
ウ
L1 

｜
【

𛀾

】
ら
は 

 

〈
ス
〉
の
【

𛁐

】
は
漢
字
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。
僅
か
2
例
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
一
五

。 
 

 

十
五
丁
オ
L1 

た
の
し
ま
【

𛁐

】
。
｜ 

廿
六
丁
L4 
 

お
も
は
【

𛁐

】
｜ 

 

行
末
に
用
い
ら
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
セ
〉
の
【

𛁒

】
は
漢
字
に
近
い
形
の
字
体
で
あ
る
一
六

。 
 

 

十
二
丁
ウ
L11 

引
出

ひ
き
い
だ

【

𛁒

】
り 
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「
せ
り
」
は
、
右
の
ほ
か
に
「
せ
り
」
2
例
「
も
て
せ
り
」「
寓
居

ぐ
う
き
ょ

せ
り
」
の
5
例
が
現
行
仮
名
字
体
に

近
い
【
せ
】
で
書
か
れ
て
い
る
。 

月
氷
竒
縁
に
は
〈
タ
〉
の
字
体
に
三
種
類
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
表
記
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
他
の
二
本

は
、【

𛁠

】
が
九
五
％
以
上
使
用
さ
れ
、【
た
】
は
僅
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
月
氷
竒
縁
で
は
、【

𛁠

】
四

二
・
八
五
％
、【
た
】
四
一
・
〇
七
％
、【

𛁞

】
一
六
・
〇
七
％
と
、【

𛁠

】【
た
】
は
ほ
ぼ
同
等
に
使
用

さ
れ
て
い
る
上
に
【

𛁞

】
が
し
ば
し
ば
文
章
中
に
み
ら
れ
る
一
七

。
三
つ
の
字
体
の
位
置
を
表
２
に
示
す
。

【
た
】
は
自
立
語
語
頭
、
付
属
語
語
頭
に
偏
っ
て
お
り
、【

𛁠

】【

𛁞

】
は
自
立
語
語
頭
・
語
中
、
付
属
語
語
頭
に
多
い
と
分
か
る
。 

月
氷
竒
縁
の
み
の
字
体
で
あ
る
【

𛁞

】
の
用
例
を
み
て
み
よ
う
。 

 

【

𛁞

】 

語
頭―

た
し
み
1 

準
語
頭―

一
た
び
1 

語
中―

い
た
り
4 

い
た
る
1 

い
た
れ
ば
1 

い
た
ゞ
き
1 

う
た
が
ひ
1 

み
た
ず
1 

み
だ
れ
て
1 

ふ
た
ゝ
び
1 

の
た
ま
ふ
1 

助
動
詞―

た
り
2 

た
る
2 

  

右
の
用
例
の
中
で
、〈
イ
〉
か
ら
【

𛁞

】
に
続
く
語
は
、
す
べ
て
漢
字
に
近
い
【

𛀆

】
か
ら
連
綿
し
て
い
る
。
ま
た
、
助
動
詞
タ
リ
の
連
体
形
タ
ル
は
必

ず
【

𛃽

】
の
字
体
と
連
綿
し
て
い
る
。
通
用
さ
れ
る
【
い
】
や
【
る
】【

】
に
比
し
て
、
画
数
の
多
い
字
体
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
使
用
さ
れ
る
。
表
３
は

助
動
詞
タ
リ
の
「
た
り
」
「
た
る
」（
こ
の
二
つ
の
活
用
形
の
み
が
み
ら
れ
た
）
に
使
用
さ
れ
た
字
体
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
頻
出
語
の
タ
リ
・
タ
ル
は
、
【
た
】

【

𛁠

】
そ
れ
ぞ
れ
が
使
用
さ
れ
、
文
章
中
に
多
様
な
表
記
が
み
ら
れ
る
。
以
上
の
通
り
、〈
タ
〉
を
含
む
語
に
様
々
な
字
体
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
表
記
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
月
氷
竒
縁
の
〈
タ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
は
、
他
の
二
本
の
資
料
の
使
用
傾
向
と
異
な
る
一
八

。
変
化
に
富
ん
だ
表
記
を
志

向
し
た
字
体
使
用
と
い
え
よ
う
。 

〈
テ
〉
の
【

𛁮

】
一
九

は
僅
か
5
例
、
用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
十
八
丁
ウ
の
例
は
文
章
に
お
け
る
用
字
が
字
体
使
用
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
そ
の
文
章
全
体
を
示
し
た
。 

表２　月氷竒縁〈タ〉の字体使用分布
語頭 準語頭 語中 語末 付属語

𛁠

[48]
3 0 27 7 11

た

[46]
20 1 1 0 24

𛁞

[18]
1 1 12 0 4

【

た
】

【

𛁠
】

【

𛁞
】

たり 16 6 2

たる 6 2 2

表３　月氷竒縁助動詞タリ
に用いられた字体
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十
丁
ウ
L4 

釣つ
り

し
【

𛁮

】
｜ 

 

十
八
丁
ウ
L1 

夫そ
れ

剣
つ
る
ぎ

は
陽
物

よ
う
ぶ
つ

に
し
【
て
】
威ゐ

あ
る
も
の
な
り
。
鬼き

は
陰い

ん

に
し
【

𛁳

】
形

か
た
ち

な
き 

L2 

も
の
な
り
形

か
た
ち

な
き
も
の
を
も
て
威ゐ

あ
る
も
の
に
遇あ

ふ

是こ
の

故ゆ
ゑ

に
そ
の

妖
あ
や
し
み

を
銷
鑠

し
ょ
う
れ
き 

L3 

し
て
勝か

つ

こ
と
あ
た
は
ざ
ら
し
む
故ゆ

ゑ

に
鬼き

は
剣

つ
る
ぎ

を
畏お

そ

る
。
鏡

か
ゞ
み

も
亦ま

た

陽
物

よ
う
ぶ
つ

に
し
【

𛁳

】 
L4 
至
明

し

め

い

な
る
も
の
な
り
。
精せ

い

は
亦ま

た

陰
物

い
ん
ぶ
つ

に
し
【

𛁮

】
偽
変

ぎ

へ

ん

な
る
も
の
な
り
。
偽ぎ

を
以

も
つ
て 

L5 

至
明

し

め

い

に
當あ

た

る
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
そ
の
形

か
た
ち

を
暴
著

ぼ
う
ち
ょ

し
て
逃の

が

る
ゝ
こ
と
能あ

た

ざ
ら
し
む 

L6 

ゆ
ゑ
に
精せ

い

は
鏡

か
ゞ
み

を
畏お

そ

る
。
む
か
し
抱
朴
子

ほ

う

は

く

し

そ
の
畧

り
や
く

を
い
へ
り
。
看み

に
後の

ち

三
日 

L7 

に
し
【

𛁮

】
哭

な
げ
き

あ
り
。
百
日
に
し
【

𛁳

】
二
物も

つ

を
う
し
な
ひ
。
廿
五
年ね

ん

を
経
て
禍 

L8 

は
じ
め
て
消

除

け
し
ょ
う
ぢ
ょ

し
。
又ま

た

一
年

い
ち
ね
ん

に
し
【

𛁳

】
大
に

福
さ
い
は
ひ

あ
ら
ん
。 

 

二
十
丁
オ
L6 

｜
疑ぎ

し
【

𛁮

】 

 

二
十
丁
ウ
L9 

｜
あ
り
と
【

𛁮

】 

  

十
八
丁
ウ
に
は
「
陽
物
」
「
陰
物
」
、
「
三
日
」
「
百
日
」
「
一
年
」
と
い
っ
た
反
対
語
や
類
似
の
語
が
「
に
し
て
」
で
繰
り
返
さ
れ
る
た
め
、
【
て
】
【

𛁳

】

【

𛁮

】
を
使
用
し
、
同
字
体
の
反
復
を
避
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
と
の
3
例
の
使
用
理
由
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
行
末
あ
る
い
は
行
頭
に
近
い

と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
。 

 

〈
ナ
〉
の
【

𛂅

】
の
用
例
を
語
別
に
示
す
。
該
当
語
に
【

】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
合
わ
せ
て
示
す
。 

 

は
な
は
だ 

延
べ
数
3 

十
五
丁
ウ
L7 

は
【

】
は
だ 

十
七
丁
オ
L5 

は
【

】
は
だ
し 

 
 

廿
二
丁
ウ
L1 

は
【

𛂅

】
は
だ 

む
な
し
く 

延
べ
数
2 
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十
九
丁
オ
L10 

む
【

𛂅

】
し
く 

二
十
丁
オ
L4 

む
【

】
し
く 

す
な
は
ち 

延
べ
数
6 

 

九
丁
オ
L10 

 

す
【

】
は
ち 

 

十
一
丁
オ
L10 

す
【

】
は
ち 

 

十
七
丁
ウ
L11 
す
【

】
は
ち 

 

十
八
丁
オ
L8 
す
【

】
は
ち 

 

廿
四
丁
ウ
L6 

す
【

】
は
ち 

廿
五
丁
L4
～
L5 

す
【

𛂅

】
｜
は
ち 

  

月
氷
竒
縁
は
、
文
章
中
に
複
数
回
表
れ
る
語
に
、
異
な
る
仮
名
字
体
を
使
用
す
る
ケ
ー
ス
が
多
々
み
ら
れ
、【

𛂅

】
の
場
合
も
変
化
を
つ
け
る
た
め
使
用

さ
れ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
「
す
な
は
ち
」
は
、
6
例
中
5
例
は
【

】
、
【

𛂅

】
の
1
例
の
み
行
末
の
用
例
で
あ
る
。
月
氷
竒
縁
に
は
語
中
で
行
移
り
す

る
際
の
行
末
に
稀
少
字
体
を
使
用
す
る
例
が
〈
オ
〉
に
も
み
え
、
語
中
で
行
移
り
し
た
際
に
行
末
へ
特
別
な
字
体
を
配
す
傾
向
が
窺
え
る
。 

 

〈
ノ
〉
で
は
【

𛂜

】
よ
り
も
漢
字
の
形
を
残
し
て
い
る
【

𛂛

】
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
使
用
箇
所
は
語
頭
で
、「
の
た
ま
ふ
」
に
用
い
ら
れ
る
。「
の
た

ま
ふ
」
の
用
例
を
、
【
の
】
で
書
か
れ
た
も
の
と
示
す
。 

 

九
丁
オ
L1 

 

【
の
】
【

𛁠

】
【

𛃅

】
は
く 

 
 

 
 

 

L6 

【
の
】
【

𛁞

】
【
ま
】
ふ 

十
一
丁
オ
L5 

【

𛂛

】
【

𛁠

】
【
ま
】
は
く 

 

「
の
た
ま
ふ
」
の
語
は
、
す
べ
て
字
体
の
組
み
合
わ
せ
が
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

〈
ハ
〉
の
【

𛂢

】
は
漢
字
を
崩
し
た
形
に
近
く
、
【

𛂣

】
よ
り
更
に
画
数
が
多
い
字
体
で
あ
る
。
月
氷
竒
縁
に
た
だ
1
例
、
行
末
の
助
詞
ハ
に
使
用
さ

れ
る
。 
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十
八
丁
オ
（
L3
） 

こ
ひ
ね
が
は
く
【

𛂢

】
｜ 

 行
末
に
み
ら
れ
る
【

𛂞

】（
6
例
）
、【

𛂣

】（
2
例
）
に
対
し
、【

𛂢

】
は
縦
長
な
形
で
あ
る
の
で
、
や
は
り
、
ス
ペ
ー
ス
が
関
係
あ
る
か
と
も
み
ら
れ
る
。 

 

〈
ヘ
〉
の
【

】
は
助
動
詞
ベ
シ
、「
べ
し
」「
べ
き
」「
べ
み
」
に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
た
。「
べ
し
」「
べ
き
」
は
【
へ
】
で
も
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

【
へ
】 

べ
し
11 

べ
き
2 

べ
か
ら
ず
4 

べ
か
り
1 

給
へ
10 

等
32
例 

【

】 

べ
し
7 

べ
き
5 

べ
み
1 

 

助
動
詞
ベ
シ
の
活
用
形
「
べ
か
り
」「
べ
か
ら
」
や
、
左
に
は
挙
げ
て
い
な
い
が
「
い
へ
ど
も
」（
8
例
）
「
か
へ
す
」（
1
例
）
の
語
中
は
、
す
べ
て
【
へ
】

で
書
か
れ
る
。
平
た
い
【
へ
】
に
比
し
て
の
【

】
は
画
数
が
多
い
字
体
で
あ
る
。
特
定
の
語
に
混
ぜ
て
、
視
覚
的
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
、
三
本
の
資
料
の
う
ち
、
月
氷
竒
縁
に
の
み
確
認
で
き
た
字
体
の
用
例
を
示
し
た
。
そ
の
字
体
使
用
に
は
、
頻
出
す
る
語
を
様
々
な
字
体
の
組
み
合

わ
せ
で
表
記
す
る
、
表
記
の
平
板
化
を
避
け
た
避
板
法
や
、
行
末
に
特
別
な
字
体
を
配
す
場
合
に
使
用
す
る
傾
向
が
あ
り
、
月
氷
竒
縁
に
お
け
る
仮
名
字
体

に
よ
る
表
記
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。 

 

六-

二 

弓
張
月 

  

こ
こ
で
は
弓
張
月
の
み
に
み
ら
れ
た
【

𛀴

】
【
す
】
【
セ
】
【

𛁫

】
【

𛂁

】
【

𛄆

】
の
六
種
類
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

 

〈
ケ
〉
の
【

𛀴

】
は
【

𛀳

】【
け
】
に
比
し
て
画
数
が
多
く
、
大
き
め
に
書
か
れ
る
字
体
で
あ
る
。〈
ケ
〉
の
三
つ
の
字
体
【

𛀴

】【

𛀳

】【
け
】
の
自

立
語
の
用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

 

【

𛀳

】 
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語
頭―

け
ふ
3 

 
 

語
中―

な
け
れ
4 

ち
か
け
れ
1 

深ふ
か

け
れ
1 

有
が
た
け
れ
1 

 

【
け
】 

 
 

語
頭―
け
ふ
2 

 
 

語
中―
か
け
て
2 

か
け
ず
1 

し
げ
き
1 

つ
け
て
1 

う
け
引
て
1 

 
 

語
末―

名な

づ
け
2 

退
し
り
ぞ

け
2 

防ふ
せ

げ
1 

似に

げ
1 

急い
そ

げ
1 

あ
け
1 

 

【

𛀴

】 

 
 

語
中―

く
つ
ろ
げ
て
1 

  

こ
の
【

𛀴

】
の
「
く
つ
ろ
げ
て
」（
廿
五
丁
L3
）
の
1
例
で
は
〈
ツ
〉
に
漢
字
に
近
い
字
体
の
【

𛁩

】
を
使
用
し
て
お
り
、
形
の
複
雑
な
字
体
が
二
字
体

組
み
合
わ
さ
っ
た
表
記
に
な
っ
て
い
る
。 

 

【

𛀴

】
の
他
の
用
例
は
、
表
４
に
示
し
た
通
り
、
助
動
詞
ケ
リ
の
表
記
に
使
用
さ
れ
る
。
助
動
詞
ケ
リ
や
ベ
シ
の
已
然
形
の
〈
ケ
〉
の
多
く
は
【

𛀳

】

で
書
か
れ
る
が
、「
け
り
」
1
例
、「
け
る
」
4
例
が
【

𛀴

】
で
書
か
れ
て
い
る
。
稀
少
字
体
を
時
折
使
用
し
て
、
表
記
の
変
化
を
つ
け
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。 

 

〈
ス
〉
の
【
す
】
は
、
草
双
紙
等
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
字
体
だ
が
、
今
回
の
調
査
で
は
弓
張
月
に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
た
。【

𛁏

】【

𛁑

】
の
用
例
と
と

も
に
み
る
。 

  

【

𛁏

】
〔
149
〕 

語
頭―

す
る
5 

す
ゝ
め
2 

す
ゝ
み
2 

す
は
2 

す
べ
て
1 
等
16
例 

準
語
頭―

脱ぬ
ぎ

す
て
ゝ
1 

一
ト

す
じ
1 

語
中―

ま
ゐ
ら
す
れ
3 

ま
ゐ
ら
す
る
2 

仰お
ふ

す
る
1 

見
す
る
1 

ま
す
〳
〵
1 

等
25
例 

末
尾―

給
は
ず
6 

怕
れ
ず
2
（
打
消
「
ず
」
75
例
） 

ま
ゐ
ら
す
1 

等
105
例 

【

𛁑

】
〔
15
〕 

表４　弓張月〈ケ〉の助動詞
　
　
字
体

用
例 け

り
け
る
け
れ
け
ん
け
め

べ
け
れ

𛀳

[46/52]
9 19 8 5 0 1

け

[2/20]
0 1 0 0 1 0

𛀴

[5/6]
1 4 0 0 0 0
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語
中―

ま
す
〳
〵
2 

末
尾―

べ
か
ら
ず
1 

せ
ず
1
（
打
消
「
ず
」
6
例
） 

お
は
し
ま
す
2 

か
な
ら
ず
2 

等
13
例 

【
す
】
〔
9
〕 

語
頭―
す
る
4 

す
1 

語
中―
さ
す
ら
は
ず
1 

寇あ
だ

す
る
1 

震
ふ
る
は

す
る
1 

末
尾―

放は
な

さ
ず
1 

誇ほ
こ

ら
ず
1 

  

【
す
】
は
自
立
語
の
ど
こ
に
で
も
使
用
さ
れ
、
汎
用
性
が
高
い
が
、
使
用
数
は
最
も
少
な
い
。
用
例
を
み
て
み
る
と
、
「
さ
す
ら
は
ず
」
は
、 

 

廿
二
丁
ウ
L5 

さ
【
す
】
ら
は
【

𛁏

】 
 

 

※
【

𛁏

】
に
は
濁
点
が
付
く
。 

 

〈
ス
〉
が
二
度
出
て
く
る
と
き
に
字
体
を
変
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
似
た
よ
う
な
例
に
、
対
句
の
助
動
詞
ズ
が
同
じ
字
体
に
な
る
の
を
避
け
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。 

 

十
七
丁
オ
L3 

智ち

【
あ
】
る
も
の
は
爭

あ
ら
そ

は
【

𛁏

】
。
能の

う

【

𛀄

】
る
も
の
は
誇ほ

こ

ら
【
す
】 

 
 

※
【

𛁏

】
【
す
】
に
は
濁
点
が
付
く
。 

  

ま
た
、
「
す
る
」
が
行
末
に
あ
た
る
2
例
は
、
ス
ペ
ー
ス
の
省
略
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

廿
二
丁
ウ
L2 

家い
へ

と
【
す
】
る
｜ 

廿
七
丁
ウ
L2 

震
ふ
る
は

【
す
】
る
｜ 

 

【
す
】
は
最
終
画
で
左
に
は
ら
う
た
め
、
【

】
と
連
綿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ス
ペ
ー
ス
を
省
略
で
き
る
。
【

𛁏

】
の
場
合
、
最
終
画
で
右
側
に
は
ら
う

の
で
、【
す
】
の
よ
う
に
【

】
と
密
着
し
て
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
や
狭
く
な
っ
た
行
末
の
ス
ペ
ー
ス
に
、【
す
】
で
書
か
れ
た
「
す
る
」
を
用
い
た
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と
考
え
ら
れ
る
。
巻
之
一
で
は
用
例
を
示
し
た
2
例
の
み
だ
が
、
巻
之
三
の
十
八
丁
オ
L1
に
「
御ご

覧
ず
る
」
が
行
末
に
書
か
れ
、
や
は
り
連
綿
で
ス
ペ
ー

ス
を
省
略
し
た
形
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
【
す
】
に
は
近
接
す
る
同
じ
語
を
別
の
字
体
で
表
記
す
る
用
途
と
、
行
末
の
ス
ペ
ー
ス
の
省
略
を
す
る
用
途

で
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

〈
セ
〉
の
【
セ
】
は
カ
タ
カ
ナ
の
「
セ
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
を
し
た
字
体
で
あ
る
。
現
行
仮
名
字
体
に
近
い
【
せ
】
が
使
用
さ
れ
る
中
で
、
僅
か
4
例
、

使
用
さ
れ
て
い
る
。
【
セ
】
の
用
例
は
【
せ
】
と
区
別
し
て
使
用
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

  

【
せ
】
〔
62
〕 

 
 

語
頭―

せ
ず
3 

せ
り
2 

せ
ん
2 

せ
じ
1 

せ
ざ
り
1 

せ
ら
る
1 

せ
ん
｛
す
べ
な
く
｝

1 

 
 

語
中―

申
せ
し
1 

落お
と

せ
し
1 

ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
1 

労ら
う

せ
ず
し
て
1 

お
は
せ
し
1 

等
31
例 

 
 

語
末―

ま
ゐ
ら
せ
7 

合あ
は

せ
1 

申
せ
1 

搦
か
ら
め

取と
ら

せ
1 

縫
留

ぬ
い
と
め

さ
せ
1 

殺こ
ろ

さ
せ
1 

等
20
例 

 

【
セ
】
〔
4
〕 

 
 

七
ノ
下
丁
ウ
L8 

載の

【
セ
】
て
｜ 

 
 

十
丁
ウ
L8 

 
 

問と
は

【
セ
】
給
ふ 

 
 

十
一
丁
L3 

 
 

お
り
居ゐ

｜
さ
【
セ
】
給
ふ 

 
 

十
二
丁
L6 

 
 

欲ほ
り

【
セ
】
ば 

  

〈
ツ
〉
に
は
【

𛁫

】
が
僅
か
1
例
み
ら
れ
た
二
〇

。
左
の
用
例
の
み
使
用
さ
れ
て
い
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
漢
字
に
近
い
形
の
【

𛁩

】
や
画
数
の
多
い
漢

字
と
近
接
し
て
使
用
さ
れ
る
。 

 

廿
五
丁
ウ
L8 

嚼か
み

【

𛁫

】
き
【

𛁩

】
蟒う

は

｜
蛇ば

み 

 

 

〈
ナ
〉
の
【

𛂁

】
は
僅
か
2
例
で
あ
る
。 
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十
二
丁
オ
L1 

夜よ

【

𛂁

】
〳
〵 

十
四
丁
オ
L7 

【

𛂁

】
ほ 

 

「
な
ほ
」
は
延
べ
14
例
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
使
用
数
の
最
も
多
い
【

】
で
書
か
れ
た
例
が
12
例
、
【
な
】
で
書
か
れ
た
例
が
1
例
み
ら
れ
る
。
頻

出
語
に
稀
少
字
体
で
変
化
を
つ
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
夜
な
〳
〵
」
は
、
漢
字
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
漢
字
に
近
い
形
の
【

𛂁

】
が
選

ば
れ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。 

〈
ロ
〉
の
【

𛄆

】
に
つ
い
て
、
【
ろ
】
と
共
に
使
用
語
を
示
す
。 

 

【
ろ
】
〔
23
〕 

語
中―

よ
ろ
こ
び
1 

よ
ろ
こ
び
て
1 

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
1 

よ
ろ
づ
1 

こ
ゝ
ろ
み
1 

こ
ろ
し
て
1 

く
ろ
み
1 

く
つ
ろ
げ
て
1 

ひ
ろ
く
1 

も
ろ
と
も
1 
矢や

ご
ろ
1 

射ゐ

こ
ろ
す
1 

語
末―

こ
ゝ
ろ
5 

と
こ
ろ
4 

【

𛄆

】
〔
9
〕 

語
中―

よ
ろ
こ
び
1 

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
1 

語
末―

こ
ゝ
ろ
4 

こ
ろ
1 

も
ろ
1 

人
こ
ゝ
ろ
1 

 

【

𛄆

】
は
語
中
、
語
末
に
使
用
さ
れ
、【
ろ
】
と
使
用
位
置
が
変
わ
ら
な
い
。
用
例
の
う
ち
「
よ
ろ
こ
び
」「
こ
ゝ
ろ
」
は
【
ろ
】
で
も
書
か
れ
る
語
で
あ

り
、
「
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
」
は
は
じ
め
の
「
お
ど
ろ
」
は
【
ろ
】
で
書
き
、
二
回
目
の
「
お
ど
ろ
」
は
【

𛄆

】
に
変
え
て
い
る
。 

「
こ
ゝ
ろ
」
は
【
ろ
】
で
5
例
、
【

𛄆

】
で
4
例
書
か
れ
て
い
る
。
【
ろ
】
で
書
か
れ
た
「
こ
ゝ
ろ
」
は
九
丁
オ
、
十
七
丁
ウ
、
十
九
丁
ウ
（
2
）
、
廿
四

丁
オ
（
「
御
こ
ゝ
ろ
」
）
、【

𛄆

】
で
書
か
れ
た
「
こ
ゝ
ろ
」
は
十
八
丁
オ
（
「
人
こ
ゝ
ろ
」
）
、
廿
一
丁
オ
、
廿
二
丁
ウ
、
廿
三
丁
ウ
、
廿
五
丁
ウ
に
分
散
し
て
い
る
。

若
干
【
ろ
】
が
使
用
さ
れ
た
も
の
よ
り
【

𛄆

】
で
書
か
れ
た
「
こ
ゝ
ろ
」
が
弓
張
月
の
後
の
方
に
分
布
し
て
い
る
。
一
部
の
頻
出
語
に
変
化
を
も
た
せ
た
も

の
と
み
ら
れ
る
。 

 

以
上
、
弓
張
月
に
の
み
確
認
で
き
た
仮
名
字
体
は
、
頻
出
語
に
稀
少
字
体
を
使
用
し
て
表
記
の
変
化
を
つ
け
た
り
、
近
接
す
る
同
じ
語
の
字
体
を
変
え
る
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変
字
法
の
た
め
に
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。 

 

 
 

 

六-

三 

八
犬
伝 

  

最
後
に
、
八
犬
伝
の
み
に
確
認
で
き
た
【

𛂗

】
と
【
は
】
の
用
例
を
こ
こ
に
記
す
。 

ま
ず
〈
ネ
〉
の
【

𛂗

】
の
用
例
を
、
【
ね
】
【

𛂔

】
の
用
例
と
と
も
に
示
す
。
【

𛂗

】
は
、
【
ね
】
に
比
し
て
漢
字
に
近
い
字
体
で
あ
る
。 

 

【

𛂗

】
助
動
詞―
ね
5 

【
ね
】
助
動
詞―

ね
2 

【

𛂔

】
助
動
詞―

ね
2 

語
中―

か
ね
て
1 

測
は
か
り

か
ね
て
1 

回
答

い

ら

へ

か
ね
て
1 

死
ね
や
1 

 

【

𛂗

】
は
【
ね
】
と
と
も
に
、
「
あ
ら
ね
」（
4
例
）
、
「
憑

た
の
も

し
か
ら
ね
」
「
進ま

ゐ

ら
し
ね
」
「
認み

と

め
ね
」
に
助
動
詞
ズ
已
然
形
の
「
ね
」
に
使
用
さ
れ
る
。
同

じ
助
動
詞
ズ
已
然
形
の
「
ね
」
で
も
、「
候
は
ね
ば
」「
候
は
ね
ど
も
」
の
場
合
は
【

𛂔

】
の
み
が
使
用
さ
れ
る
。【

𛂗

】
と
【
ね
】
は
特
定
の
文
字
列
に
、

特
定
の
字
体
を
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

〈
ハ
〉
の
【
は
】
は
現
行
仮
名
字
体
に
近
い
字
体
で
あ
る
。
用
例
は
次
の
通
り
。 

 

廿
三
丁
オ
（
L2
） 

件
く
だ
ん

の
事

[

こ
と]

【

𛂞

】
【
は
】
じ
め
よ
り
。 

 

助
詞
ハ
の
直
後
に
語
頭
の
〈
ハ
〉
の
字
体
が
続
い
て
い
る
の
は
右
の
例
の
み
で
あ
り
、
語
の
切
れ
目
を
は
っ
き
り
示
し
た
例
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

文
章
中
に
「
は
じ
め
」
の
語
は
4
例
あ
り
、
他
の
3
例
は
【

𛂦

】
で
書
か
れ
て
い
る
。
娯
楽
小
説
類
の
〈
ハ
〉
に
は
【

𛂞

】【

𛂦

】
、
時
に
【

𛂣

】
の
仮

名
字
体
が
使
用
さ
れ
る
。
【
は
】
は
、
手
習
い
の
初
学
に
用
い
ら
れ
る
「
い
ろ
は
仮
名
」
で
習
わ
れ
る
仮
名
字
体
二
一

で
あ
り
、
娯
楽
小
説
類
に
は
滅
多
に
使

用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
月
氷
竒
縁
に
使
用
が
み
ら
れ
た
【

𛂢

】
に
比
し
て
ご
く
一
般
的
な
仮
名
字
体
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
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八
犬
伝
の
み
に
確
認
で
き
た
字
体
は
以
上
の
通
り
、
少
な
い
。
月
氷
竒
縁
や
弓
張
月
と
比
べ
る
と
、
仮
名
字
体
の
種
類
も
多
く
少
な
く
、
変
化
に
富
ん
だ

表
記
と
は
い
え
な
い
。 

  
 

 
七 

ま
と
め 

  

以
上
、
馬
琴
読
本
の
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
、
八
犬
伝
を
資
料
と
し
て
、
こ
の
う
ち
二
本
に
の
み
共
通
す
る
字
体
、
一
本
の
み
に
み
ら
れ
た
字
体
の
種
類
と

用
例
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
主
と
し
て
使
用
さ
れ
る
字
体
に
対
し
、
使
用
数
が
少
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
個
別
性
が
窺
わ
れ
る
表
記
に
使
用

さ
れ
て
い
た
。 

二
本
の
資
料
に
共
通
す
る
【
し
】【

𛁭

】【

𛁩

】【

𛃆

】
は
、
草
双
紙
等
の
調
査
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
使
用
傾
向
が
読
本
に
も
行
わ
れ
て
い
た
。
語

の
特
定
の
位
置
に
使
用
さ
れ
る
字
体
と
み
ら
れ
る
も
の
（
【
ほ
】
【
み
】
）
も
あ
っ
た
が
、
僅
か
だ
っ
た
。 

 

本
稿
で
用
例
を
確
認
し
て
き
た
仮
名
字
体
は
、
画
数
が
多
く
複
雑
な
字
体
が
多
く
、
こ
う
し
た
字
体
は
、
文
章
中
に
ま
れ
に
使
用
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
存

在
感
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
使
用
傾
向
も
、
近
接
す
る
同
じ
語
、
頻
出
す
る
語
、
対
句
の
同
じ
語
の
字
体
を
変
え
る
た
め
と
み
ら
れ
る
用
例
が
大
勢

だ
っ
た
。
一
方
、
字
体
の
大
き
さ
を
利
用
し
て
、
行
末
と
行
頭
で
語
が
分
か
れ
な
い
よ
う
に
ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
【

𛁻

】

や
【

𛂍

】
は
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
に
行
末
を
埋
め
る
用
途
と
み
ら
れ
る
用
例
が
あ
り
、
八
犬
伝
の
【

𛂙

】
が
行
末
に
使
用
が
偏
る
の
も
同
様
の
使
用
傾
向

か
と
考
え
ら
れ
る
。
弓
張
月
に
は
【
し
】
や
【
す
】
に
よ
り
、
匡
郭
ま
で
の
や
や
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
語
を
収
め
た
と
み
ら
れ
る
例
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
行

末
の
処
理
は
、
行
末
ま
で
に
適
切
な
文
の
切
れ
目
で
収
め
る
書
き
手
の
技
術
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
行
末
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
の
う
ち
で

も
、
月
氷
竒
縁
に
は
語
が
行
頭
と
行
末
に
分
れ
た
際
に
、
通
常
は
使
用
し
な
い
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
こ
の
場
合
が
ど
の
よ
う
な
表
記
原

理
に
基
づ
く
も
の
か
、
追
究
し
が
た
い
。 

 

総
合
的
に
み
て
、
読
本
の
仮
名
字
体
の
使
用
に
関
し
て
は
、
近
世
前
期
の
仮
名
草
子
二
二

の
本
行
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
装
飾
性
の
強
さ
や
、
行
末
で
は
字
体

の
選
択
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。
多
く
の
目
に
触
れ
る
出
版
物
と
し
て
の
表
記
の
分
か
り
や
す
さ
（
例
え
ば
、
行
末
の
処
理
）
と
、
読
本
に
相
応

し
い
表
記
の
選
択
（
例
え
ば
、
変
化
を
つ
け
る
用
字
）
が
、
仮
名
字
体
の
使
用
に
混
ざ
り
合
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

注
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一 

『
月
氷
竒
縁
』
は
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
著
作I

D

：1
6
9
8
5
7

、
二
〇
一
九
年
一
二
月
一
日
参
照
）
で
は
享
和
三
年
版
が
あ
る
と
さ
れ
、
馬

琴
の
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
（
徳
田
武
校
注
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）p
.
2
1
2

で
は
「
印
行
の
年
」
が
文
化
元
年
と
な
っ
て
お
り
、
本
稿
で
調

査
資
料
と
し
て
用
い
た
版
の
奥
付
で
は
文
化
二
年
と
記
さ
れ
と
、
刊
行
年
に
揺
れ
が
あ
る
。
本
稿
で
は
調
査
資
料
の
刊
記
と
収
録
書
の
解
題
に
基
づ
き
、
文

化
二
年
の
刊
行
と
判
断
す
る
。
な
お
、
成
立
年
は
刊
記
と
諸
研
究
に
お
い
て
享
和
三
年
で
一
致
し
て
い
る
。
『
椿
説
弓
張
月
』
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
は
刊
記

と
諸
研
究
で
の
刊
行
年
に
食
い
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

二 

市
地
（
二
〇
一
三
）
に
お
い
て
、
『
椿
説
弓
張
月
』
と
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
の
字
母
の
比
較
を
行
い
、
読
本
に
字
母
の
種
類
数
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て

い
る
。 

三 

〈
ニ
〉
の
【

𛂌

】【

𛂋

】
の
使
用
数
を
み
る
と
、
月
氷
竒
縁
【

𛂌

】
39
【

𛂋

】
274
（
約
一
二
・
四
六
％
／
約
八
七
・
五
三
％
）
、
弓
張
月
【

𛂌

】
315
【

𛂋

】

94
（
約
七
七
・
七
一
％
／
約
二
二
・
九
八
％
）
、【

𛂌

】
301
【

𛂋

】
226
（
約
五
七
・
一
一
％
／
約
四
二
・
八
八
％
）
と
そ
れ
ぞ
れ
使
用
割
合
が
異
な
り
、
月

氷
竒
縁
で
は
自
立
語
・
付
属
語
（
助
詞
ニ
を
中
心
と
す
る
）
と
も
に
主
に
【

𛂋

】
が
用
い
ら
れ
る
が
、
弓
張
月
で
は
【

𛂋

】
は
自
立
語
に
使
用
さ
れ
る
一
方

で
【

𛂌

】
は
ほ
ぼ
付
属
語
専
用
で
あ
り
、
八
犬
伝
で
は
自
立
語
は
【

𛂋

】
で
の
み
書
か
れ
る
も
の
の
使
用
数
は
拮
抗
し
て
い
た
。 

四 

【
し
】
【

𛁭

】
【

𛁩

】
【

𛃆

】
は
、
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
（
内
田
一
九
九
八
ａ
）
、
『
大
悲
千
禄
本
』
（
久
保
田
二
〇
〇
二
）
）
、
一
九
の
黄
表
紙
（
矢
野
一
九
九

〇
）
、
赤
本
（
久
保
田
一
九
九
四
）
、
合
巻
『
金
毘
羅
船
利
生
纜
』
（
内
田
二
〇
〇
〇
）
、
ま
た
、
滑
稽
本
『
浮
世
風
呂
』
（
久
保
田
一
九
九
七
）
に
使
用
が
確
認

で
き
、
人
情
本
『
春
色
梅
兒
譽
美
』
（
玉
村
一
九
九
四
）
に
も
【

𛁭

】
【

𛃆

】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

五 

恋
川
春
町
の
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
、
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
（
内
田
一
九
九
八
ａ
）
『
無
益
委
記
』
（
久
保
田
一
九
九
六
）
で
は
【
セ
】
が
使
用
数

の
上
で
優
勢
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
（
久
保
田
二
〇
〇
九
）
、
滑
稽
本
『
浮
世
風
呂
』
（
久
保
田
一
九
九
七
）
、
一
九
の
黄
表
紙
類

（
矢
野
一
九
九
〇
）
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

六 

一
九
の
黄
表
紙
（
矢
野
一
九
九
〇
）
で
は
自
立
語
語
中
尾
お
よ
び
付
属
語
、
黄
表
紙
『
大
悲
千
禄
本
』（
久
保
田
二
〇
〇
二
）
で
は
自
立
語
の
語
末
、
黄
表
紙

『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
、
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
（
内
田
一
九
九
八
ａ
）
に
て
非
語
頭
、
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
（
久
保
田
二
〇
〇
九
）
に
お
い
て
語
末

か
つ
行
末
の
箇
所
、
『
浮
世
風
呂
』
（
久
保
田
一
九
九
七
）
で
は
語
中
尾
の
使
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

七 

久
保
田
（
一
九
九
七
）p

p
8
2
-
8
3

に
お
い
て
、
行
末
に
書
き
入
れ
る
余
地
の
少
な
い
箇
所
に
書
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

八 

洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
、
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』
（
内
田
一
九
九
八
ａ
）
で
非
語
頭
、
人
情
本
『
春
色
梅
兒
譽
美
』
（
玉
村
一
九
九
四
）
で
は

【

𛁪

】
と
と
も
に
、
促
音
に
使
用
さ
れ
る
割
合
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

九 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
久
保
田
（
一
九
九
七
）
（
二
〇
〇
九
）
に
て
語
頭
へ
の
使
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

一
〇 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
（
一
九
九
六
）
（
一
九
九
七
）
（
二
〇
〇
九
）
、
玉
村
（
一
九
九
四
）
を
参
照
。 
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一
一 

前
田
（
一
九
七
一
）
に
て
『
雨
月
物
語
』
の
平
仮
名
字
母
の
使
用
割
合
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

一
二 
植
（
一
九
七
九
）
に
定
家
の
写
本
の
用
字
に
つ
い
て
「
行
頭
に
ど
っ
し
り
し
て
安
定
感
の
あ
る
華
や
か
な
字
体
が
使
用
さ
れ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。 

一
三 
浜
田
（
一
九
七
九
）p

.
9 

一
四 

『
金
毘
羅
船
利
生
纜
』
自
筆
稿
本
（
内
田
二
〇
〇
〇
）
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
自
筆
稿
本
（
大
島
二
〇
〇
〇
）
、
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
馬
琴
が

好
ん
で
使
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

一
五 

先
行
研
究
に
お
い
て
は
恋
川
春
町
の
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
（
内
田
一
九
九
八
ａ
）
に
詳
し
い
。 

一
六 

仮
名
草
子
整
版
本
『
因
果
物
語
』
『
東
海
道
名
所
記
』
（
久
保
田
一
九
九
四
・
一
九
九
五
ａ
）
に
用
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

一
七 

【

𛁞

】
は
『
可
笑
記
』
『
因
果
物
語
』
『
東
海
道
名
所
記
』
（
久
保
田
一
九
九
四
）
、
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
（
久
保
田
二
〇
〇
九
）
に
お
い
て
、
語
頭

に
使
用
さ
れ
る
と
指
摘
が
あ
る
。 

一
八 

な
お
、
こ
う
し
た
変
化
を
つ
け
る
用
法
は
、
久
保
田
（
一
九
九
四
）
に
お
い
て
仮
名
草
子
に
【

𛁞

】
が
使
用
さ
れ
る
際
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

一
九 

『
可
笑
記
』
『
東
海
道
名
所
記
』
（
久
保
田
一
九
九
四
）
、
人
情
本
『
春
色
梅
兒
譽
美
』
の
短
歌
（
玉
村
一
九
九
四
）
に
使
用
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

二
〇 

『
因
果
物
語
』
『
東
海
道
名
所
記
』
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。 

二
一 

手
習
い
歌
と
し
て
伝
わ
る
い
ろ
は
仮
名
四
十
七
字
体
は
、
ほ
ぼ
固
定
的
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
矢
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
に
鎌
倉
時
代
か

ら
の
通
史
と
し
て
示
さ
れ
、
岡
田
（
二
〇
一
三
）
に
江
戸
期
の
往
来
物
の
い
ろ
は
仮
名
が
精
査
さ
れ
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

二
二 

仮
名
草
子
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
は
久
保
田
（
一
九
九
四
）
（
一
九
九
五
ａ
）
に
よ
る
。 
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読本三本本行における平仮名字体および使用数総覧１
字体 月氷 弓張月八犬伝 字体 月氷 弓張月八犬伝 字体 月氷 弓張月八犬伝

あ 113 97 90 𛁏 106 149 128 134 21 209

𛀄 1 9 0 す 0 9 0 な 21 83 7

い 65 99 95 𛁑 35 15 44 0 101 0

𛀆 21 2 4 𛁐 2 0 0 𛂁 0 2 0

ウ う 25 50 27 せ 28 62 92 𛂅 3 0 0

エ え 5 26 6 セ 0 4 0 𛂌 39 315 301

お 17 47 32 𛁒 1 0 0 𛂋 274 94 226

32 0 0 ソ そ 56 151 64 に 16 1 0

𛀕 1 0 0 𛁠 48 133 117 𛂇 0 61 0

𛀚 155 297 245 た 46 1 6 𛂍 1 1 0

か 21 35 38 𛁞 18 0 0 3 0 0

𛀙 1 11 0 チ ち 49 35 24 ヌ ぬ 13 10 25

き 8 75 18 つ 20 77 35 𛂔 1 1 6

𛀪 51 25 108 𛁪 19 3 29 ね 7 6 2

く 68 144 87 𛁩 3 6 0 𛂗 0 0 5

9 11 4 𛁭 9 7 0 の 287 505 362

𛀳 13 52 28 𛁫 0 1 0 𛂙 1 0 11

け 29 20 63 て 115 60 88 𛂜 54 14 4

𛀴 0 6 0 𛁳 177 350 288 𛂛 1 0 0

こ 116 153 72 𛁮 5 0 0 𛂦 36 35 28

𛀸 17 2 23 と 157 300 318 𛂞 167 347 357

さ 28 89 104 79 55 23 𛂣 16 13 8

𛀾 1 0 0 𛁻 7 1 0 𛂢 1 0 0

𛁅 236 344 298 は 0 0 1

𛁈 45 50 30 ひ 32 131 78

し 0 34 55 𛂯 25 5 3

ア

ス
ナ

イ

セ

ニ
オ

タ

カ

キ

ツ

ネ

ク

ノ
ケ

テ

コ

ハ
サ

シ
ヒ

ト
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読本三本本行における平仮名字体および使用数総覧２
字体 月氷 弓張月八犬伝 字体 月氷 弓張月八犬伝

ふ 60 103 77 ら 7 15 15

𛂱 4 3 1 𛃰 109 131 145

へ 72 180 69 り 163 312 302

13 0 0 𛃶 30 19 5

3 6 8 る 38 58 58

𛂻 16 32 12 71 168 161

ほ 0 5 4 𛃼 2 2 0

ま 30 2 6 𛃽 14 1 2

𛃄 8 74 59 0 2 12

𛃆 1 0 1 0 0 3

𛃅 11 4 1 れ 61 149 115

𛃉 26 51 40 𛄀 77 48 109

み 2 0 4 ろ 44 23 19

ム む 19 21 21 𛄆 0 9 0

め 9 24 30 ワ 𛄌 25 37 36

𛃔 20 1 1 ヰ ゐ 3 20 3

55 71 72 ヱ ゑ 4 0 3

も 52 186 151 を 331 340 255

𛃙 3 3 3 𛄚 4 7 90

や 7 22 36 ン ん 27 71 63

𛃝 18 34 22

ゆ 1 3 7

𛃥 11 4 4

ヨ よ 50 89 81

モ

ユ

ラ

リ

ル

フ

ヘ

ホ

マ

ミ

レ

ロ

ヤ

ヲ

メ
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第
四
章 

馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名―

変
体
仮
名
の
用
字
を
中
心
に―

 

 

一 

は
じ
め
に 

 

稿
者
は
、
こ
れ
ま
で
馬
琴
読
本
『
月
氷
竒
縁
』『
椿
説
弓
張
月
』『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
本
行
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
種
類
、
使
用
傾
向
な
ど
に
つ
い
て

調
査
し
、
草
双
紙
類
に
比
べ
、
読
本
の
ほ
う
が
本
行
に
さ
ま
ざ
ま
な
字
体
を
用
い
て
変
化
に
富
ん
だ
表
記
に
す
る
等
、
装
飾
的
傾
向
が
強
く
、
個
性
的
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
振
り
仮
名
に
つ
い
て
は
、
『
椿
説
弓
張
月
』
の
本
文
と
振
り
仮
名
の
字
母
の
比
較
を
行
い
、
振
り
仮
名
の
字
母
は
少
な
い

こ
と
を
指
摘
し
た
。 

本
稿
で
は
、『
月
氷
竒
縁
』
巻
之
一
（
文
化
二
年
、
文
金
堂
板
）
、『
椿
説
弓
張
月
』
前
篇
巻
之
一
（
文
化
四
年
、
平
林
堂
板
）
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯

巻
之
一
（
文
化
一
一
年
、
山
崎
平
八
板
）
の
三
本
に
お
け
る
振
り
仮
名
に
仮
名
字
体
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
検
討
す
る
。
主
た
る
検
討
事
項
は
次

の
通
り
で
あ
る
。 

 

・
種
類
数 

・
使
用
数
と
使
用
数
の
傾
向 

・
使
用
傾
向 

・
振
り
仮
名
と
本
行
と
の
比
較 

 

な
お
、
本
稿
で
主
と
し
て
検
討
す
る
仮
名
字
体
は
、
複
数
種
の
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
仮
名
の
う
ち
、
調
査
資
料
三
本
に
共
通
す
る
〈
ケ
〉〈
シ
〉

〈
ス
〉
〈
タ
〉
〈
ネ
〉
〈
ハ
〉
〈
リ
〉
で
あ
る
。 

読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
調
査
は
、
既
に
前
田
富
祺
（
一
九
七
一
）
が
あ
り
、
前
期
読
本
の
『
雨
月
物
語
』
を
資
料
と
し
て
「
振
り
仮
名
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
仮
名
の
方
が
よ
り
単
純
な
形
に
な
っ
て
い
る
」（p

.
1
0
3

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
浄
瑠
璃
本
の
振
り
仮
名
の
調
査
に
佐
藤
麻
衣
子
（
二
〇
〇
九
）

が
あ
り
、
音
韻
に
よ
る
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
る
。
し
か
し
、
読
本
の
振
り
仮
名
の
調
査
は
使
用
字
母
の
検
討
の
み
に
留
ま
っ
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
使
用
傾
向
や
本
行
と
の
比
較
に
は
及
ん
で
い
な
い
。 
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一
般
に
馬
琴
読
本
は
総
ル
ビ
状
態
に
あ
り
、
漢
字
の
読
み
を
示
す
た
め
に
、
本
行
と
本
行
の
間
の
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
、
細
か
い
文
字
で
書
か
れ
る
。
そ
の

た
め
、
単
純
な
形
の
平
易
な
字
体
が
用
い
ら
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
本
行
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
平
易
化
さ
れ
る
の
か
、
振
り
仮
名
の
仮

名
字
体
の
表
記
の
あ
り
よ
う
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

調
査
資
料
三
本
の
各
調
査
範
囲
は
次
の
通
り
。 

『
復讐

月
氷
竒
縁
一

』
巻
之
一
（
廿
六
丁
）
本
文 

『
椿
説
弓
張
月
前
篇
』
巻
之
一
（
三
十
一
丁
）
本
文 

『
南
総
里
見
八
犬
伝
肇
輯
』
巻
之
一
（
三
十
丁
）
本
文 

本
稿
で
は
こ
の
う
ち
右
振
り
仮
名
の
み
を
扱
い
、
題
目
、
割
書
き
、
左
振
り
仮
名
は
省
く
。
漢
文
訓
読
は
右
振
り
仮
名
に
含
め
た
。 

 

二 

種
類
・
種
類
数 

 

ま
ず
は
、
資
料
ご
と
の
字
体
の
種
類
数
と
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
字
体
を
み
て
い
く
。 

表
１
に
よ
れ
ば
、
振
り
仮
名
の
字
体
の
種
類
数
は
、
月
氷
竒
縁
73
、
弓
張
月
72
、
八
犬
伝
71
の
よ
う
に
七
〇
台
前
半
で
あ

り
、
本
行
で
の
種
類
数
が
月
氷
竒
縁
106
、
弓
張
月
102
、
八
犬
伝
92
に
対
で
あ
る
の
に
比
べ
る
と
そ
の
約
七
割
で
、
二
〇
～
三
〇

種
類
も
少
な
い
。
振
り
仮
名
の
字
体
の
種
類
の
幅
は
本
行
よ
り
も
狭
い
こ
と
が
分
か
る
。 

複
数
の
字
体
が
使
用
さ
れ
る
仮
名
の
数
を
み
る
と
、
本
文
に
は
二
種
類
以
上
の
字
体
が
使
用
さ
れ
る
仮
名
が
三
〇
以
上
は
あ

る
の
に
対
し
、
振
り
仮
名
は
二
一
～
二
三
し
か
な
い
。
い
ろ
は
四
七
に
「
ん
」
を
足
し
た
四
八
の
仮
名
に
お
い
て
、
一
種
類
の

字
体
し
か
用
い
な
い
仮
名
は
、
本
行
が
約
三
割
な
の
に
対
し
て
、
振
り
仮
名
で
は
そ
の
二
倍
の
約
六
割
程
度
も
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
一
つ
の
仮
名
に
一
種
類
を
基
本
と
し
て
、
種
類
を
限
定
し
て
い
る
。 

 

具
体
的
な
字
体
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

○
三
本
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
仮
名
字
体 

一
字
体
（
34
） 

一
種
類

二
種
類

三
種
類

四
種
類

五
種
類

合
計

二種類
以上あ
る仮名

月氷竒縁　振り仮名 25 21 2 0 0 73 23
椿説弓張月　振り仮名 27 18 3 0 0 72 21
南総里見八犬伝　振り仮名 27 19 2 0 0 71 21
月氷竒縁　本行 12 21 9 5 1 106 36
椿説弓張月　本行 15 19 9 2 3 102 33
南総里見八犬伝　本行 17 22 6 2 1 92 31

表１　ひとつの仮名に対しあてられる字体の種類数の分類
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【
あ
】【
い
】【
う
】【
え
】【
お
】【

𛀚

】【
き
】【
こ
】【
さ
】【
せ
】【
そ
】【
ち
】【
つ
】【
て
】【

】【
ぬ
】【
の
】【
ひ
】【
ふ
】【
へ
】【

】【
ま
】【

𛃉

】

【
む
】
【
め
】
【

】
【
よ
】
【
れ
】
【
ろ
】
【

𛄌

】
【
ゐ
】
【
ゑ
】
【
を
】
【
ん
】 

二
字
体
（
14
） 

【
く
】
【

】 

【
け
】
【

𛀳

】 

【

𛁅

】
【

𛁈

】 

【

𛁏

】
【
す
】 

【

𛁠

】
【
た
】 

【
と
】
【

】 

【

𛂌

】
【

𛂋

】 

【
ね
】
【

𛂔

】 

【

𛂦

】
【

𛂞

】 

【
や
】
【

𛃝

】 

【
ゆ
】
【

𛃥

】 

【
ら
】
【

𛃰

】 

【
り
】
【

𛃶

】 

【
る
】
【

】 

○
月
氷
竒
縁
と
弓
張
月
の
二
本
に
共
通 

【
セ
】
【

𛂻

】
【

】
二 

○
月
氷
竒
縁
と
八
犬
伝
の
二
本
に
共
通 

【

𛀪

】
【

𛁪

】 

○
弓
張
月
と
八
犬
伝
の
二
本
に
共
通 

【
し
】
【

𛃄

】
【
み
】 

○
月
氷
竒
縁
の
み 

【

𛀆

】
【

】
【

𛂁

】
【
ほ
】 

○
弓
張
月
の
み 

【

】
【
も
】 

 

○
八
犬
伝
の
み 

【
か
】
【

𛃆

】
【

】 

 

三
本
に
共
通
す
る
字
体
は
、
振
り
仮
名
に
お
い
て
四
八
す
べ
て
の
仮
名
に
認
め
ら
れ
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
字
体
は
読
本
の
本
行
に
も
共
通
し
て

使
用
さ
れ
る
。
本
文
に
は
使
用
さ
れ
る
画
数
の
多
い
字
体
、
例
え
ば
【

𛀸

】【

𛂣

】
等
は
な
く
、
ま
た
、
漢
字
に
近
い
字
体
の
使
用
は
【

𛀆

】【

𛂁

】
ぐ

ら
い
で
、
画
数
が
少
な
く
単
純
な
形
の
字
体
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
行
に
は
用
い
ら
れ
な
い
、
振
り
仮
名
の
み
に
使
用
さ
れ
る
字
体
は
な
い
三

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
馬
琴
読
本
に
お
け
る
基
本
的
な
字
体
で
あ
る
と
い
え
る
。 

二
本
に
共
通
す
る
字
体
【

𛀪

】【

𛁪

】【

𛃄

】
、
一
本
に
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
字
体
【
か
】
は
、
本
行
に
は
三
本
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
う
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ち
【
か
】
や
【

𛀪

】
は
、
汎
用
の
【

𛀚

】【
き
】
に
対
し
【
か
】
が
語
頭
、【

𛀪

】
が
語
中
末
に
使
用
さ
れ
、
自
立
語
の
位
置
・
切
れ
目
を
示
す
書
記
機
能

が
あ
る
と
い
わ
れ
、
本
行
に
も
そ
う
し
た
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
た
四

。
振
り
仮
名
は
漢
字
に
付
さ
れ
、
語
の
切
れ
目
を
字
体
に
よ
っ
て
区
別
す
る
必
要
が
な

い
た
め
、
【
か
】
【

𛀪

】
は
振
り
仮
名
に
必
ず
使
う
字
体
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

本
行
と
大
き
く
異
な
る
字
体
は
【
す
】
で
あ
る
。
振
り
仮
名
に
は
三
本
と
も
【
す
】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
行
で
は
弓
張
月
の
み
に
使
用
さ

れ
て
い
た
。
他
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
二
本
共
通
の
〈
ホ
〉
の
【
ほ
】【

𛂻

】
で
あ
る
。
月
氷
竒
縁
や
弓
張
月
で
は
本
行
に
も
振
り
仮
名
に
も
み
ら
れ
る
が
、

草
双
紙
の
本
文
に
は
滅
多
に
使
用
さ
れ
な
い
。 

以
上
の
よ
う
に
、
振
り
仮
名
は
本
行
に
比
べ
て
仮
名
字
体
の
種
類
が
少
な
く
、
一
種
類
の
み
字
体
が
あ
て
ら
れ
る
仮
名
が
半
数
以
上
に
も
及
ぶ
。
単
純
な

形
の
字
体
が
使
わ
れ
、
種
類
の
上
で
整
理
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
字
体
の
選
択
に
は
本
行
と
は
別
個
の
性
格
が
窺
え
る
一
方
で
、
振
り
仮
名
の
簡
易

さ
は
、
単
に
草
双
紙
と
同
等
の
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
本
行
に
【
ほ
】【

𛂻

】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
読
本
に
は
振
り
仮
名
に
も
そ

の
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
読
本
本
行
を
中
心
と
し
た
字
体
の
選
択
と
整
理
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

三 

使
用
数
と
使
用
数
の
傾
向 

 

こ
こ
で
は
、
字
母
違
い
の
字
体
を
複
数
持
ち
、
か
つ
三
本
の
読
本
に
共
通
し
て
い
た
字
体
の
使
用
数
と
、
そ
の
傾
向
を
概
観
し
て
い
く
。
該
当
す
る
仮
名

は
〈
ケ
〉〈
シ
〉〈
ス
〉〈
タ
〉
〈
ネ
〉〈
ハ
〉〈
リ
〉
の
七
つ
で
あ
る
。
表
２
に
、
資
料
別
及
び
振
り
仮
名
と
本
行
別
に
、
そ
れ
ら
の
字
体
ご
と
の
使
用
数
と
割

合
を
示
し
た
。 

使
用
数
の
傾
向
で
仮
名
字
体
を
分
類
す
る
と
、
①
使
用
数
の
多
い
字
体
・
少
数
の
字
体
で
分
か
れ
る
仮
名
、
②
資
料
に
よ
っ
て
使
用
割
合
に
ば
ら
つ
き
の

あ
る
仮
名
、
③
一
本
に
独
自
の
使
用
傾
向
を
持
つ
仮
名
の
三
分
類
に
で
き
る
。
そ
の
分
類
に
該
当
す
る
仮
名
・
字
体
を
次
に
示
す
。
ま
た
、
本
行
の
同
じ
仮

名
・
字
体
が
ど
の
分
類
に
あ
た
る
の
か
、
後
に
示
し
た
。 

 

振
り
仮
名 

①
使
用
数
の
多
い
字
体
・
少
数
の
字
体
で
分
か
れ
る
仮
名
（
波
線
を
引
い
た
字
体
が
少
数
の
字
体
） 

〈
ケ
〉
【
け
】
【

𛀳

】 

〈
シ
〉
【

𛁅

】
【

𛁈

】 

〈
タ
〉
【

𛁠

】
【
た
】 

〈
リ
〉
【
り
】
【

𛃶

】 
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②
資
料
に
よ
っ
て
使
用
割
合
に
ば
ら
つ
き
の
あ
る
仮
名 

〈
ス
〉
【

𛁏

】
【
す
】 

〈
ハ
〉
【

𛂦

】
【

𛂞

】 

③
一
本
に
独
自
の
使
用
傾
向
を
持
つ
仮
名 

〈
ネ
〉
【
ね
】
【

𛂔

】 

 本
行 

①
使
用
数
の
多
い
字
体
・
少
数
の
字
体
で
分
か
れ
る
も
の
（
波
線
を
引
い
た

字
体
が
少
数
の
字
体
） 

〈
シ
〉【

𛁅

】【

𛁈

】 

〈
ハ
〉【

𛂦

】【

𛂞

】 

〈
リ
〉【
り
】【

𛃶

】 

②
資
料
に
よ
っ
て
使
用
割
合
に
ば
ら
つ
き
の
あ
る
仮
名 

 

な
し 

③
一
本
に
独
自
の
使
用
傾
向
を
持
つ
仮
名 

〈
ケ
〉
【
け
】
【

𛀳

】 

〈
ス
〉
【

𛁏

】
【
す
】 

〈
タ
〉
【

𛁠

】
【
た
】 

〈
ネ
〉
【
ね
】
【

𛂔

】 

 

振
り
仮
名
と
本
行
と
で
使
用
数
の
傾
向
が
共
通
し
て
い
る
の
は
使
用
数

の
多
い
字
体
・
少
数
の
字
体
で
分
か
れ
る
〈
シ
〉
〈
リ
〉
と
、
一
本
の
み
独

自
の
使
用
傾
向
を
持
つ
〈
ネ
〉
だ
け
で
あ
り
、
振
り
仮
名
と
本
行
と
で
は
、

使
用
数
の
傾
向
が
必
ず
し
も
同
じ
と
は
い
え
な
い
。 

ま
ず
は
、
使
用
数
の
多
い
字
体
・
少
数
の
字
体
で
分
か
れ
る
仮
名
を
検
討

す
る
。
振
り
仮
名
と
本
文
と
で
共
通
の
使
用
傾
向
だ
っ
た
〈
シ
〉
は
【

𛁈

】

が
少
数
の
字
体
で
あ
り
、
振
り
仮
名
で
は
約
三
三
～
三
五
％
、
本
行
に
は
約

八
～
一
六
％
の
割
合
で
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、〈
リ
〉
は
【

𛃶

】
が
少
数
の

表２　〈ケ〉〈シ〉〈ス〉〈タ〉〈ネ〉〈ハ〉〈リ〉使用数と割合

ケ
月氷竒縁
振り仮名

弓張月
振り仮名

八犬伝
振り仮名

月氷竒縁
本行

弓張月
本行

八犬伝
本行

ネ
月氷竒縁
振り仮名

弓張月
振り仮名

八犬伝
振り仮名

月氷竒縁
本行

弓張月
本行

八犬伝
本行

け 80
74.07%

104
79.38%

150
96.15%

29
69.04%

20
25.64%

63
69.23%

ね 27
54%

25
51.02%

22
18.64%

7
87.5%

6
85.71%

2
15.38%

𛀳 28
25.92%

27
20.61%

6
3.84%

13
30.95%

52
66.66%

28
30.76%

𛂔 23
46%

24
48.97%

97
82.2%

1
12.5%

1
14.28%

6
46.15%

𛀴 0 0 0 0 6
7.69％

0 𛂗 0 0 0 0 0 5
38.46%

シ
月氷竒縁
振り仮名

弓張月
振り仮名

八犬伝
振り仮名

月氷竒縁
本行

弓張月
本行

八犬伝
本行

ハ
月氷竒縁
振り仮名

弓張月
振り仮名

八犬伝
振り仮名

月氷竒縁
本行

弓張月
本行

八犬伝
本行

𛁅 276
65.4%

271
65.45%

350
60.76%

238
84.09%

344
80.34%

298
77.8%

𛂦 81
37.85%

103
54.21%

190
60.5%

36
16.36%

35
8.86%

28
7.1%

𛁈 145
34.36%

135
32.6%

192
33.33%

45
15.9%

50
11.68%

30
7.83%

𛂞 133
62.14%

87
45.78%

124
39.49%

167
75.9%

347
87.84%

357
90.6%

し 0 8
1.93%

34
5.9%

0 34
7.94％

55
14.36%

𛂣 0 0 0 16
7.27%

13
3.29%

8
2.03%

ス
月氷竒縁
振り仮名

弓張月
振り仮名

八犬伝
振り仮名

月氷竒縁
本行

弓張月
本行

八犬伝
本行

𛂢 0 0 0 1
0.45%

0 0

𛁏 98
79.67%

18
13.43%

132
99.24%

106
74.12%

149
86.12%

128
74.41%

は 0 0 0 0 0 1
0.25%

す 25
20.32%

116
86.56%

1
0.75%

0 9
5.2%

0 リ
月氷竒縁
振り仮名

弓張月
振り仮名

八犬伝
振り仮名

月氷竒縁
本行

弓張月
本行

八犬伝
本行

𛁑 0 0 0 35
22.37%

15
8.67%

44
25.58%

り 158
94.04%

133
93.66%

245
96.07%

163
84.45%

312
94.25%

302
98.37%

𛁐 0 0 0 2
1.39%

0 0 𛃶 10
5.95%

9
6.33%

10
3.92%

30
15.54%

19
5.74%

5
1.62%

タ
月氷竒縁
振り仮名

弓張月
振り仮名

八犬伝
振り仮名

月氷竒縁
本行

弓張月
本行

八犬伝
本行

𛁠 257
90.49%

398
99.00%

562
99.11%

48
42.85%

133
99.25%

117
95.12%

た 27
9.5%

4
1.00%

5
0.88%

46
41.07%

1
0.74%

6
4.87%

𛁞 0 0 0 18
16.07%

0 0
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字
体
で
あ
り
、
振
り
仮
名
に
約
四
～
六
％
、
本
行
に
約
二
～
一
六
％
の
割
合
で
使
用
さ
れ
る
。
【

𛁈

】
【

𛃶

】
と
も
に
本
行
に
比
し
て
振
り
仮
名
の
方
が
、

資
料
に
よ
る
使
用
割
合
の
幅
が
狭
く
、
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

次
に
〈
ケ
〉〈
タ
〉
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
述
べ
る
。〈
ケ
〉
は
【

𛀳

】
が
少
数
の
字
体
で
あ
る
が
、
月
氷
竒
縁
が
約
二
六
％
、
弓
張
月
が
約
二
一
％
な
の

に
対
し
て
、
八
犬
伝
は
約
四
％
と
非
常
に
少
な
い
。
〈
タ
〉
は
【
た
】
が
少
数
の
字
体
で
、
弓
張
月
・
八
犬
伝
の
使
用
割
合
が
約
一
％
、
月
氷
竒
縁
に
約
一

〇
％
の
使
用
が
み
ら
れ
る
。
〈
ケ
〉
の
【

𛀳

】
は
弓
張
月
本
行
の
使
用
割
合
が
偏
っ
て
い
た
り
、
〈
タ
〉
は
字
体
の
使
用
割
合
が
月
氷
竒
縁
本
行
の
み
特
異

だ
っ
た
り
と
、
少
数
字
体
と
い
う
全
体
的
な
傾
向
は
共
通
し
て
い
て
も
、
本
行
に
は
個
別
の
違
い
が
現
れ
る
。 

作
品
に
よ
っ
て
、
振
り
仮
名
に
使
用
割
合
の
違
い
が
み
ら
れ
る
の
は
〈
ス
〉
で
あ
る
。
月
氷
竒
縁
に
は
【

𛁏

】
が
主
に
使
用
さ
れ
、【
す
】
は
約
20
％
の

使
用
割
合
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
正
反
対
に
、
弓
張
月
で
は
【
す
】
が
優
勢
で
あ
り
、【

𛁏

】
は
約
13
％
の
割
合
と
少
数
の
字
体
で
あ
る
。
八
犬
伝
で
【
す
】

は
僅
か
1
例
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
【

𛁏

】
で
書
か
れ
て
い
る
。
共
通
の
傾
向
は
み
え
な
い
。 

〈
ハ
〉
も
使
用
傾
向
に
ば
ら
つ
き
の
あ
り
、
月
氷
竒
縁
で
は
【

𛂞

】
が
多
く
、
弓
張
月
・
八
犬
伝
で
は
【

𛂦

】
が
や
や
多
め
と
、
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。

た
だ
し
、
本
行
に
対
し
【

𛂦

】
の
使
用
割
合
が
多
い
の
は
振
り
仮
名
に
共
通
し
て
い
る
。 

一
本
の
み
使
用
傾
向
が
異
な
る
〈
ネ
〉
は
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
の
振
り
仮
名
で
は
【
ね
】【

𛂔

】
の
使
用
割
合
が
ほ
ぼ
同
等
で
あ
り
、
八
犬
伝
の
振
り
仮

名
で
は
、【

𛂔

】
の
使
用
割
合
が
か
な
り
多
く
な
る
。
八
犬
伝
本
文
で
は
【
ね
】【

𛂔

】
の
ほ
か
に
漢
字
に
近
い
字
体
の
【

𛂗

】
も
み
ら
れ
、
本
行
・
振
り

仮
名
と
も
に
八
犬
伝
の
み
独
自
性
が
窺
え
る
。 

本
行
は
、
月
氷
竒
縁
の
〈
タ
〉
、
弓
張
月
の
〈
ケ
〉〈
ス
〉
、
八
犬
伝
の
〈
ネ
〉
の
よ
う
に
、
個
別
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
振

り
仮
名
は
、
〈
ス
〉
の
ほ
か
は
、
概
ね
使
用
数
の
傾
向
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。 

ま
た
、
振
り
仮
名
と
本
行
と
で
使
用
傾
向
が
共
通
し
て
い
る
〈
シ
〉〈
リ
〉〈
ネ
〉
を
含
め
、
振
り
仮
名
と
本
行
の
使
用
数
・
傾
向
に
少
な
か
ら
ず
異
な
り

が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

四 

使
用
傾
向 

 

〈
ケ
〉
〈
シ
〉
〈
ス
〉
〈
タ
〉
〈
ネ
〉
〈
ハ
〉
〈
リ
〉
の
字
体
の
使
用
傾
向
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
の
違
い
は
、
次
の
四
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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①
語
の
位
置
に
よ
っ
て
使
用
が
偏
る
字
体 

〈
シ
〉
〈
タ
〉
〈
ネ
〉 

②
字
音
語
に
使
用
が
偏
る
字
体
が
あ
る 

〈
ケ
〉
〈
リ
〉 

③
音
韻
に
よ
る
使
い
分
け
の
あ
る 

〈
ハ
〉 

④
使
用
位
置
や
音
韻
に
違
い
が
み
え
な
い 

〈
ス
〉 

 
ま
ず
①
語
の
位
置
に
よ
っ
て
使
用
が
偏
る
字
体
〈
シ
〉
〈
タ
〉
〈
ネ
〉
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

〈
シ
〉【

𛁅

】【

𛁈

】
は
、
三
本
に
共
通
し
て
、【

𛁈

】
が
語
頭
専
用
、【

𛁅

】
は
汎
用
で
あ
る
五

。〈
タ
〉
は
【

𛁠

】
が

汎
用
、
【
た
】
が
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
。 

〈
ネ
〉
の
【
ね
】【

𛂔

】
は
表
３
の
通
り
、【
ね
】
が
汎
用
、【

𛂔

】
が
語
中
末
と
い
う
使
い
分
け
で
あ
る
。
例
え
ば
「
實
兼

さ
ね
か
ね

」

の
「
さ
ね
」
の
〈
ネ
〉
は
【

𛂔

】
で
あ
り
、「
招ま

ね

き
」
等
、
語
幹
に
あ
た
る
箇
所
の
〈
ネ
〉
は
【

𛂔

】
が
使
用
さ
れ
る
。「
一
年

い
ち
ね
ん

」

の
下
部
要
素
頭
「
ね
ん
」
の
〈
ネ
〉
に
は
【
ね
】
を
必
ず
使
用
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
語
の
構
成
が
意
識
さ
れ
た
表
記
と
い

え
る
。 

②
字
音
語
に
使
用
が
偏
る
字
体
が
あ
る
〈
ケ
〉
〈
リ
〉
に
関
し
て
、
表
４
・
表
５
に
そ
れ
ぞ
れ
の
字
音
語
を
ま
と
め
た
。 

〈
ケ
〉
の
【
け
】
は
、「
属

あ
づ
け

」「
成
頼

し
げ
よ
り

」「
養
狎

か
ひ
つ
け

ん
」
（
月
氷
竒
縁
）
、「
身み

の
丈た

け

」「

幼
い
と
け
な

き
」「
即つ

け

ま
ゐ
ら
せ
」（
弓
張
月
）
、「
避さ

け

て
」「
持も

ち

氏う
じ

卿け
う

」「
援

た
す
け

」（
八

犬
伝
）
な
ど
、
和
語
・
字
音
語
の
区
別
な
く
使
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、【

𛀳

】
は
弓
張
月
に
「
今
日

け

ふ

」「
嘲
弄

あ
ざ
け
り

」
の
和
語
に
用
い
ら
れ
る
以
外
は
、
字
音
語
に

用
い
ら
れ
て
い
る
六

。
表
４
に
よ
れ
ば
、
【

𛀳

】
は
「
ケ
ン
」
「
ゲ
ン
」
「
ケ
ツ
」
「
ゲ
ツ
」
「
ゲ
キ
」
「
ケ
イ
」
「
ケ
」
と
い
っ
た
字
音
語
素
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て

い
る
と
分
か
る
。 

〈
リ
〉
の
【
り
】
は
、「
林
木

り
ん
ぼ
く

」「

政
ま
つ
り
ご
と

」「
執と

り

」（
月
氷
竒
縁
）
、「
推
量

お
し
は
か
り

」「
頼
長

よ
り
な
が

公こ
う

」「
折を

り

し
も
」（
弓
張
月
）
、「
潰

ほ
と
り

」「
頻

し
き
り

に
し
て
」「
憲の

り

実さ
ね

」（
八
犬
伝
）

な
ど
、
和
語
・
字
音
語
、
使
用
位
置
に
関
わ
り
な
く
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
表
５
を
み
る
と
【

𛃶

】
は
「
リ
ヤ
ウ
」「
リ
ウ
」「
リ
ヨ
」「
リ
ヤ
ク
」 

表３　振り仮名の〈ネ〉

語頭
複合語語頭
（準語頭）

複合語
上部語素末

語中 語末

ね[27] 11 14 0 2 0
𛂔[23] 0 0 0 5 18

ね[25] 17 4 0 2 2
𛂔[24] 0 0 2 7 15

ね[22] 15 5 0 1 1
𛂔[97] 0 0 2 12 83

月氷竒縁

弓張月

八犬伝
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字
体

字
音
語
の

用
例
数

字
音
語
を

占
め
る
割
合

用
例

用
例
数

字
音
語
全
体

に
対
す
る

字
体
の
割
合

リヤウ 5
リウ 1
リヨ 1
リヤク 1
リヨク 1
リン 1
リヤウ 13
リ 7
リン 3
リヨウ 1
リヨ 1
リキ 1
リヤウ 4
リウ 3
リヨ 1
リン 1
リ 3
リヨク 2
リウ 1
リキ 1
リク 1
リヤウ 8
リツ 1
リン 1
リウ 29
リヤウ 21
リ 11
リン 7
リヨ 3
リヤク 2
リキ 2

八
犬
伝
　
字
音
語

𛃶 [10/10] 100% 11.76%

り [75/245] 30.61% 88.23%

弓
張
月
　
字
音
語

𛃶 [9/9] 100% 52.94%

り [8/133] 6.01% 47.05%

月
氷
奇
縁
　
字
音
語

𛃶 [10/10] 100%

表５　〈リ〉字音語

27.77%

り [26/158] 16.45% 72.22%

字
体

字
音
語
の

用
例
数

字
音
語
を

占
め
る
割
合

用
例

用
例
数

字
音
語
全
体

に
対
す
る

字
体
の
割
合

ケン 15
ゲン 11
ケツ 1
ゲツ 1
ケイ 5
ゲ 7
ケ 4
ケン 1
ケツ 1
ゲツ 1
ケン 11
ゲン 5
ケツ 4
ゲツ 2
ゲキ 2
ケイ 1
ケ 14
ケイ 2
ゲイ 1
ゲ 1
ケツ 1
ケウ 1
ゲン 3
ケン 2
ケ 1
ケン 8
ゲン 8
ケ 7
ゲイ 4
ゲキ 4
ケイ 3
ゲキ 2
ケウ 2
ゲウ 1
ケツ 2

表４　〈ケ〉字音語

月
氷
奇
縁
　
字
音
語

弓
張
月
　
字
音
語

八
犬
伝
　
字
音
語

92.59%

21.15%

100%

27.33%

𛀳

け

𛀳

け

[25/27]

[22/104]

[6/6]

[41/150]

53.19%

46.80%

12.76%

87.23%

59.57%

40.42%

𛀳

け

[28/28] 100%

23.75%[19/80]
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「
リ
ヨ
ク
」「
リ
ン
」「
リ
ツ
」
と
、
一
〇
〇
％
字
音
語
素
の
表
記
に
使
用
さ
れ
て
い
る
七

。

読
本
本
行
で
は
【

𛃶

】
を
時
折
動
詞
の
送
り
仮
名
に
混
ぜ
た
り
、
擬
音
語
に
限
っ
て
使

用
し
た
り
と
、
装
飾
的
と
み
え
る
用
法
が
行
わ
れ
る
。
振
り
仮
名
に
は
「
迫

せ
ま
り

」「
は
し
り

寄よ
り

」（
月
氷
竒
縁
）
、「
却

か
へ
り

て
」「
瞻

ま
も
り

」（
弓
張
月
）
、「

潜
ひ
そ
ま
り

」「
猟か

り

」（
八
犬
伝
）
な
ど
動
詞

連
用
形
活
用
語
尾
ま
で
を
振
り
仮
名
と
す
る
場
合
が
あ
る
が
、【

𛃶

】
は
用
い
ら
れ
な
い
。

拗
音
を
中
心
と
し
た
字
音
語
素
に
時
折
【

𛃶

】
を
使
用
す
る
こ
と
に
関
し
、
視
覚
的
な

変
化
を
理
由
と
し
た
装
飾
的
な
用
法
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
り
八

、
振
り
仮
名
に
も

語
頭
に
限
っ
て
【

𛃶

】
を
使
用
し
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

③
音
韻
に
よ
る
使
い
分
け
の
あ
る
〈
ハ
〉
の
【

𛂦

】【

𛂞

】
に
つ
い
て
は
、/

h
a
/
/
w
a
/

の
使
い
分
け
が
み
ら
れ
た
九

。 

 

表
６
を
参
照
す
る
と
、/

h
a
/

は
【

𛂦

】
が
優
勢
で
あ
り
、/

b
a
/

に
は
【

𛂦

】
【

𛂞

】

の
ど
ち
ら
も
使
用
さ
れ
る
。「
素
袍

す

は

う

」（
月
氷
竒
縁
）
、「
袍は

う

」「
茅
屋

ば
う
お
く

」（
弓
張
月
）
な
ど
オ

列
長
音
で/

h
o
/
/
b
o
/

と
読
ま
れ
る
字
音
の
〈
ハ
〉
は
、
作
品
に
よ
っ
て
使
用
す
る
字
体
が

異
な
る
。/

w
a
/

に
は
必
ず
「
云

い
は
く

」
「

禍
わ
ざ
は
ひ

」
「
哀あ

は

れ
」
な
ど
ハ
行
転
呼
音
の
語
に
【

𛂞

】

が
使
わ
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
馬
琴
は
、『
朝
夷
巡
島
記
』
第
二
編
巻
一
序
文
に
「
【

𛁈

】
は
上か

み

に
お
く
の
假
字

か

な

。【

𛁅

】
は
下し

も

に
つ
く
の
假
字

か

な

。【

𛂦

】【

𛂞

】
も
亦
こ
れ

に
同
じ
」
と
表
記
規
則
を
述
べ
て
い
る
。
読
本
の
振
り
仮
名
の
【

𛂦

】
【

𛂞

】
を
語
の
位
置
で
分
け
る
と
、
表
７
の
よ
う
に
な
る
。
概
ね
、
【

𛂦

】
が
上

（
語
頭
中
）
に
、【

𛂞

】
が
下
（
語
中
末
）
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ハ
行
転
呼
音
は
主
に
語
中
末
で
の
音
韻
変
化
で
あ
る
か
ら
、「
上
に
お
く
」「
下
に
つ

く
」
た
め
と
い
う
よ
り
、/

w
a
/

と
読
む
〈
ハ
〉
を
書
く
た
め
必
然
的
に
語
中
末
に
偏
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
一
〇

。
表
７
の
語
頭
の
数
を
確
認
す
る
と
分

か
る
通
り
、「
僅

は
つ
か

」（
弓
張
月
・
八
犬
伝
）
、「

童
は
ら
は
べ

」（
弓
張
月
）
と
【

𛂞

】
が
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
例
も
あ
り
、
音
韻
に
よ
る
使
い
分
け
が
優
先
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
一
一

。 

使
用
差
が
認
め
ら
れ
な
い
〈
ス
〉
の
【

𛁏

】【
す
】
は
、
月
氷
竒
縁
で
は
「
只
管

ひ
た
す
ら

」「
已す

で

に
」
、
弓
張
月
で
は
「
住す

む
」
と
い
っ
た
語
が
両
方
の
字
体
で
書

か
れ
て
い
る
。
八
犬
伝
の
唯
一
の
【
す
】
の
用
例
は
「
疵き

ず

」
で
あ
り
、「
野
鶏

き

ゞ

す

」「
翌あ

す

」
な
ど
他
の
語
末
は
【

𛁏

】
で
書
か
れ
る
。
使
用
法
と
し
て
も
、
傾
向

表６　振り仮名〈ハ〉の音韻

ha ba pa wa ho bo

𛂦[81] 60 21 0 0 0 0

𛂞[133] 6 17 0 109 1 0

𛂦[103] 81 18 2 0 1 1

𛂞[87] 3 14 0 70 0 0

𛂦[190] 138 50 2 0 0 0

𛂞[124] 3 14 0 107 0 0

月氷竒縁

弓張月

八犬伝

表７　振り仮名〈ハ〉語の位置
語頭 語中 語末 助詞ハ 助詞バ

𛂦[81] 60 21 0 0 0

𛂞[133] 0 98 26 9 0

𛂦[103] 74 25 4 0 0

𛂞[87] 6 72 8 0 1

𛂦[190] 123 43 24 0 0

𛂞[124] 4 97 22 1 0
八犬伝

月氷竒縁

弓張月
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を
認
め
が
た
い
。
各
本
に
よ
っ
て
、
書
き
手
の
使
用
方
針
が
異
な
る
と
み
ら
れ
る
一
二

。 

 
以
上
、
振
り
仮
名
の
字
体
の
用
字
を
み
て
き
た
。
〈
ス
〉
以
外
の
変
体
仮
名
に
は
、
何
ら
か
の
使
用
上
の
区
別
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

五 

振
り
仮
名
と
本
行
と
の
比
較 

 

今
度
は
、
振
り
仮
名
と
、
読
本
の
本
行
と
で
、
用
字
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
検
討
し
て
い
く
。 

〈
ケ
〉
は
、
読
本
本
文
で
は
【

𛀳

】
が
助
動
詞
ケ
リ
、
形
容
詞
已
然
形
ケ
レ
な
ど
に
使
用
が
偏
り
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
の
使
用
が
な
さ

れ
て
い
る
。
月
氷
竒
縁
・
八
犬
伝
の
本
文
の
助
動
詞
ケ
リ
に
は
【
け
】
の
使
用
が
あ
る
程
度
み
ら
れ
る
が
、
弓
張
月
に
は
ほ
と
ん
ど
の
ケ
リ
が
【

𛀳

】
で
書

か
れ
る
。
弓
張
月
は
振
り
仮
名
に
も
「
嘲
弄

あ
ざ
け
り

」
に
【

𛀳

】
が
使
用
さ
れ
、
「
け
り
」
の
文
字
列
へ
の
定
着
一
三

の
度
合
が
強
い
と
い
え
る
。 

〈
シ
〉
は
本
行
で
は
語
頭
【

𛁈

】
、
語
中
末
【

𛁅

】
の
使
用
傾
向
で
あ
る
。【

𛁅

】
は
主
に
動
詞
・
補
助
動
詞
「
す
」
の
連
用
形
「
し
」
に
使
わ
れ
、
何

ら
か
の
語
に
後
接
す
る
形
で
書
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
文
で
は
単
独
の
語
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
振
り
仮
名
で
は
「
手
段

し
ゅ
だ
ん

」
（
月
氷
竒
縁
・
十

丁
オ
）
な
ど
の
語
頭
の
ほ
か
、「
死し

」（
弓
張
月
・
廿
九
丁
ウ
）
の
よ
う
に
、
単
音
節
で
一
単
語
と
な
る
語
に
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
。【

𛁈

】
は
あ
く
ま
で

自
立
語
語
頭
の
字
体
で
あ
り
、
単
独
で
は
用
い
ら
れ
な
い
。 

〈
ス
〉
は
、
本
行
に
は
【

𛁏

】【

𛁑

】
が
使
わ
れ
、【

𛁏

】
は
使
用
数
が
多
い
汎
用
の
字
体
、【

𛁑

】
は
そ
れ
よ
り
も
少
な
め
で
あ
り
、
打
消
し
の
ズ
な

ど
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
三
本
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
行
の
み
に
み
え
た
使
い
分
け
で
あ
り
、
振
り
仮
名
で
は
ル
ー
ル
が
は
っ
き
り
し
な
い
。 

〈
タ
〉
は
月
氷
竒
縁
の
本
行
・
振
り
仮
名
に
注
目
す
る
。
本
行
に
は
【

𛁠

】
48
、
【
た
】
46
と
こ
の
二
字
体
が
同
等
に
使
用
さ
れ
、
【

𛁞

】
18
も
交
え

て
助
動
詞
タ
リ
や
〈
タ
〉
を
含
む
語
が
様
々
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
振
り
仮
名
で
は
【

𛁠

】
が
多
く
、【
た
】
が
少
な
い
と
い
う
、
よ
く
あ
る

傾
向
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
月
氷
竒
縁
の
本
行
は
〈
タ
〉
の
通
用
の
使
用
傾
向
か
ら
の
逸
脱
が
特
徴
的
で
あ
り
、
一
方
で
振
り
仮
名
に
は
通
用
性
を
持
た
せ

た
と
分
か
る
。 

〈
ネ
〉
は
そ
も
そ
も
本
文
に
少
な
く
、
打
消
し
の
助
動
詞
ズ
の
已
然
形
ネ
、「
ね
が
は
く
は
」
が
主
な
用
例
で
あ
る
。【
ね
】
は
助
動
詞
ズ
の
已
然
形
ネ
に

使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
振
り
仮
名
で
は
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
。 

〈
ハ
〉
の
【

𛂦

】【

𛂞

】
が[

h
a
]
[
w
a
]

で
使
い
分
け
ら
れ
る
点
、【

𛂦

】
が
「
は
じ
め
」
な
ど
自
立
語
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
点
は
振
り
仮
名
と

変
わ
り
な
い
。
た
だ
し
、
本
文
に
は
助
詞
ハ
に
【

𛂣

】
が
使
用
さ
れ
る
。 
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〈
リ
〉
の
【

𛃶

】
を
み
る
と
、
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
の
本
行
の
用
例
は
「
は
し
り
」「
来き

た

り
」「
破や

ぶ

り
」（
月
氷
竒
縁
）
、「
叱し

か

り
」「
帰か

え

り
」「
止と

ま

り
」（
弓
張

月
）
な
ど
、
主
に
動
詞
連
用
形
活
用
語
尾
で
あ
る
。
八
犬
伝
は
自
立
語
だ
と
「
き
り
ゝ
と
」
「
ば
ら
り
ず
ん
」
「
残の

こ

り
て
」
3
例
に
の
み
【

𛃶

】
が
使
わ
れ

る
一
四

。 

以
上
の
よ
う
に
、
〈
ス
〉
の
仮
名
は
本
行
に
は
字
体
の
使
用
傾
向
の
上
で
区
別
が
見
受
け
ら
れ
、
振
り
仮
名
に
対
し
て
規
則
的
で
あ
る
。
一
方
で
、
本
行

で
は
〈
タ
〉〈
ハ
〉〈
リ
〉
と
字
体
を
多
め
に
使
い
、
さ
ま
ざ
ま
に
用
い
る
と
い
う
装
飾
的
な
表
記
が
窺
え
る
場
合
が
あ
る
が
、
振
り
仮
名
に
は
草
双
紙
な
ど

に
通
用
す
る
用
字
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
お
り
、
原
則
的
に
は
一
般
性
が
優
先
さ
れ
た
と
分
か
る
。 

 

六 

結
論 

 

以
上
、
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
仮
名
字
体
を
中
心
と
し
て
、
検
討
し
て
き
た
。
各
調
査
項
目
の
結
果
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

（
１
）
振
り
仮
名
は
、
本
行
に
比
べ
字
体
の
種
類
が
少
な
く
、
画
数
の
多
い
字
体
、
漢
字
に
近
い
字
体
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
ず
、
全
体
に
平
易
化
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
草
双
紙
の
よ
う
な
通
俗
的
な
小
説
と
同
等
な
表
記
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
本
行
に
お
け
る
字
体
を
踏
ま
え
つ
つ
、
振
り
仮
名
と
言
う
表

記
条
件
に
合
わ
せ
た
形
で
の
字
体
の
選
別
・
整
理
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
２
）
本
行
は
、
作
品
に
よ
っ
て
字
体
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
富
な
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
使
用
割
合
が
分
散
し
て
い
る
。
振
り
仮
名
は
、
〈
ス
〉

と
〈
ネ
〉
の
ほ
か
は
、
概
ね
使
用
傾
向
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
振
り
仮
名
と
本
行
と
で
使
用
傾
向
が
共
通
し
て
い
る
〈
シ
〉
〈
リ
〉
〈
ネ
〉
を
含
め
、

振
り
仮
名
と
本
行
の
使
用
数
・
使
用
傾
向
は
異
な
る
と
い
え
る
。 

（
３
）
〈
ス
〉
以
外
の
仮
名
に
は
何
ら
か
の
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
用
字
法
は
、
概
ね
平
易
な
平
仮
名
文
で
あ
る
草
双
紙
と
通
じ
る
。
そ

の
使
用
傾
向
は
、
自
立
語
が
書
か
れ
る
と
き
の
場
合
に
則
し
て
い
る
。 

（
４
）
振
り
仮
名
と
本
文
の
用
字
を
比
べ
る
と
、
本
行
に
は
仮
名
字
体
の
用
字
に
よ
る
装
飾
性
と
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
振
り
仮
名
に
は
通
用
の
使
用

傾
向
で
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
振
り
仮
名
の
字
体
は
本
行
を
踏
ま
え
つ
つ
整
理
・
選
定
が
な
さ
れ
、
通
用
の
使
用
傾
向
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
、
平
易
化
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
振
り
仮
名
は
本
行
の
装
飾
性
か
ら
は
原
則
的
に
離
れ
な
が
ら
も
、
本
行
の
平
仮
名
の
文
脈
に
馴
染
む
表
記
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
漢

字
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
る
読
本
は
漢
字
主
体
の
文
章
で
は
あ
る
が
、
先
述
し
た
通
り
総
ル
ビ
状
態
で
あ
り
、
読
解
上
は
本
行
の
平
仮
名
と
の
連
続
性
を
考
慮
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さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
兵
乱

み

だ

れ

」
（
月
氷
竒
縁
・
八
丁
オ
）
の
よ
う
な
漢
語
と
振
り
仮
名
の
和
語
に
よ
る
二
重
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
よ
う
な
表
記

は
、
仮
名
字
体
の
問
題
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
が
、
語
の
意
味
を
伝
達
す
る
平
易
さ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
読
本
の
本
行
と
振
り
仮
名
の
文
脈
的
な
整

合
性
に
配
慮
し
た
結
果
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
仮
名
に
お
け
る
字
体
の
選
択
・
用
法
に
も
連
動
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
一
五

。 

な
お
、
画
数
や
く
ず
し
の
度
合
い
に
よ
り
区
別
で
き
る
字
体
、
二
本
に
共
通
し
た
字
体
、
一
本
の
み
に
み
ら
れ
た
字
体
の
用
字
の
検
討
は
残
し
て
い
る
。

作
家
・
筆
耕
・
彫
師
の
手
を
経
る
こ
と
で
、
板
本
の
表
記
の
決
定
に
個
々
の
癖
が
ど
の
程
度
影
響
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。 

 

一 

本
稿
で
は
、
作
品
名
に
引
い
た
傍
線
部
の
略
称
で
各
資
料
を
示
す
。 

二 

□
で
囲
っ
た
字
体
は
、
【

】
に
対
し
、
語
末
に
使
わ
れ
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
形
は
異
な
る
が
、
【

】
と
共
に
二
種
類
の
字
体
で
各
本
に
使
用
さ

れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

三 

【
セ
】
【

𛂁

】
は
、
月
氷
竒
縁
本
行
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
弓
張
月
本
行
に
は
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

四 

市
地
（
二
〇
一
五
）
に
て
【
か
】
【

𛀪

】
の
使
用
傾
向
を
指
摘
し
た
。 

五 

弓
張
月
と
八
犬
伝
に
共
通
す
る
前
の
字
を
囲
む
よ
う
に
書
か
れ
る
〈
シ
〉
の
字
体
【
し
】
は
主
に
語
中
末
に
使
用
さ
れ
る
が
、
各
本
の
特
徴
的
な
表
記
に
属

す
た
め
、
本
稿
で
は
詳
述
し
な
い
。 

六 

【

𛀳

】
が
助
動
詞
ケ
リ
、
形
容
詞
已
然
形
の
活
用
語
尾
ケ
レ
、
「
け
ふ
」
、
そ
し
て
字
音
語
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
は
、
内
田
宗
一
（
一
九
九
八
ｂ
）
、

久
保
田
篤
（
一
九
九
八
）
（
二
〇
〇
九
）
、
矢
野
準
（
一
九
九
〇
）
に
よ
る
。
近
年
で
は
坂
梨
（
二
〇
一
七
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

七 

【

𛃶

】
が
「
リ
ヤ
ウ
」「
リ
ウ
」
と
い
っ
た
表
記
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
内
田
宗
一
（
一
九
九
八
ａ
）（
一
九
九
八
ｃ
）
、
久
保
田
篤
（
一
九
九
六
）

（
一
九
九
七
）（
二
〇
〇
二
）（
二
〇
〇
九
）
で
黄
表
紙
『
金
銀
先
生
再
寝
夢
』『
無
益
委
記
』『
大
悲
千
禄
本
』
、
洒
落
本
『
傾
城
買
二
筋
道
』
、
滑
稽
本
『
浮
世

風
呂
』
、
合
巻
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
の
用
例
を
み
る
と
、「
り
ゃ
」
の
表
記
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
分
か
る
。
ま
た
、
佐
藤
麻
衣
子
（
二
〇
〇
九
）
に
て
、

振
り
仮
名
の
拗
音
「
り
ゃ
」
や
促
音
を
伴
う
「
り
っ
」
に
は
【

𛃶

】
が
使
わ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

八 

久
保
田
篤
（
一
九
九
七
）
（
二
〇
〇
九
）
で
は
【

𛃶

】
は
視
覚
的
変
化
を
目
的
と
し
た
装
飾
的
用
字
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。 

九 

〈
ハ
〉
の
【

𛂦

】
【

𛂞

】
が/

h
a
/
/
w
a
/

の
使
い
分
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
近
世
板
本
の
調
査
に
お
い
て
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
用
字
を
詳
し
く
検

討
し
た
研
究
に
、
坂
梨
隆
三
（
一
九
七
九
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

一
〇 

「
上
に
お
く
の
假
字

か

な

」
「
下
に
つ
く
の
假
字

か

な

」
の
実
態
が
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
ま
た
一
考
を
要
す
る
た
め
、
稿
を
改
め
た
い
。 
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一
一 

板
本
に
お
い
て
必
ず
作
家
の
表
記
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
『
昔
語
質
屋
庫
』
の
稿
本
（
文
化
七
〈
一
八
一
一
〉
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図

書
館
ス
ペ
ン
サ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
）
の
巻
之
二
ま
で
を
確
認
す
る
と
、
「

僅
は
つ
か

に
」
を
5
例
拾
え
、
す
べ
て
【

𛂞

】
が
使
用
さ
れ
る
。
「

童
わ
ら
は

」
の
場
合
は

す
べ
て
〈
ワ
〉
【

𛄌

】
で
表
記
さ
れ
、
弓
張
月
で
【

𛂞

】
と
さ
れ
た
の
は
筆
耕
の
表
記
の
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
馬
琴
本
人
が
【

𛂞

】
を
語
頭
に
使

用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

一
二 

【

𛁏

】
【
す
】
は
草
双
紙
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
共
通
す
る
使
用
傾
向
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
内
田
宗
一
（
二
〇
〇
〇
）
の
合
巻
『
金
比

羅
船
利
生
纜
』
の
板
本
と
稿
本
で
の
比
較
調
査
に
よ
り
、
二
人
の
筆
耕
が
そ
れ
ぞ
れ
清
書
し
て
い
る
箇
所
で
、
【

𛁏

】
【
す
】
の
使
用
方
針
が
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

一
三 

久
保
田
篤
（
一
九
九
七
）
に
「
【

𛀳

】
の
使
用
が
特
定
の
語
・
箇
所
に
限
ら
れ
る
と
い
う
減
少
は
、
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
で
（
中
略
）
慣
用
的
表
記

が
引
き
継
が
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
」
（p

.
8
5

）
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

一
四 

読
本
本
行
の
【

𛃶

】
に
つ
い
て
市
地
（
二
〇
一
五
）
に
て
検
討
し
て
い
る
。 

一
五 

倉
田
靜
佳
（
二
〇
〇
四
）
に
読
本
の
振
り
仮
名
に
つ
い
て
、
「
文
章
表
記
上
、
漢
字
に
対
し
て
ほ
ぼ
総
ふ
り
が
な
に
な
っ
て
お
り
、
本
文
は
ふ
り
が
な
の
ラ

イ
ン
で
成
り
立
っ
て
い
る
（
中
略
）
表
記
の
見
か
け
上
は
、
漢
字
が
中
心
で
、
ふ
り
が
な
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
読
解
上
は
ふ
り
が
な
の
方
が
メ
イ
ン
で

あ
り
、
漢
字
は
そ
れ
を
補
佐
す
る
も
の
」
（p

.
4
7

）
と
あ
り
、
振
り
仮
名
が
担
う
文
脈
の
主
体
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 
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第
二
部 
書
き
手
に
お
け
る
読
本
の
仮
名
字
体
の
表
記
実
態 
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第
五
章 

曲
亭
馬
琴
を
中
心
と
し
た
後
期
読
本
の
稿
本
と
板
本
の
仮
名
字
体 

 

 

一 

は
じ
め
に 

  

近
世
に
お
け
る
読
本
が
、
上
方
を
中
心
と
し
て
出
版
さ
れ
た
前
期
読
本
（
寛
延
～
天
明
〈
一
七
四
八―

一
七
八
九
〉
期
）
と
、
化
政
期
〈
一
八
〇
三―

一
八
三
〇
〉

に
隆
盛
し
た
江
戸
を
中
心
と
す
る
後
期
読
本
と
で
分
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
文
学
史
の
常
識
と
い
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
稿
本
と
板
本
の
仮
名
字
体

の
比
較
に
あ
た
り
、
調
査
対
象
と
す
る
後
期
読
本
は
、
化
政
期
・
天
保
年
間
の
曲
亭
馬
琴
の
読
本
と
、
弘
化
年
間
に
出
版
さ
れ
た
松
亭
金
水
の
読
本
、
計
五

本
で
あ
る
。 

板
本
の
出
版
工
程
は
、
作
家
が
書
い
た
自
筆
稿
本
を
も
と
に
、
筆
耕
が
清
書
し
、
校
正
を
幾
度
か
経
て
板
木
が
彫
ら
れ
、
ま
た
作
家
の
校
正
の
目
を
経
て

か
ら
出
版
に
至
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
頃
、
戯
作
の
著
述
で
生
活
が
成
り
立
つ
、
職
業
作
家
が
現
れ
始
め
た
一

。
当
時
か
ら
著
名
だ
っ
た
戯
作
者
の

自
筆
稿
本
が
今
に
残
る
の
は
、
こ
う
し
た
近
世
後
期
に
お
け
る
出
版
文
化
の
醸
成
を
背
景
と
す
る
。 

 

作
家
の
自
筆
稿
本
と
板
本
の
仮
名
字
体
を
比
較
し
た
先
行
研
究
に
お
い
て
は
二

、
必
ず
し
も
筆
耕
が
作
家
の
仮
名
字
体
を
反
映
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
般
に
流
布
し
た
板
本
は
、
筆
耕
の
清
書
に
よ
る
表
記
な
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
扱
わ
れ
た
合
巻
は
、
ほ
ぼ
平
仮
名
の
み

で
書
か
れ
た
文
章
の
資
料
で
、
作
家
の
表
記
に
よ
る
仮
名
字
体
が
ど
れ
ほ
ど
別
の
字
体
で
書
か
れ
る
の
か
、
ま
た
、
筆
耕
の
表
記
の
個
別
性
が
ど
れ
ほ
ど
あ

る
の
か
、
検
討
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
曲
亭
馬
琴
の
読
本
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
八
輯
巻
之
一
（
天
保
三
〈
一
八
三
三
〉
年
）
に
調
査

が
及
ん
で
お
り
、
変
字
法
な
ど
装
飾
的
志
向
に
よ
る
仮
名
字
体
の
使
用
は
、
書
簡
や
日
記
と
い
っ
た
自
筆
資
料
に
対
し
、
読
本
の
稿
本
に
み
え
る
表
記
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
は
平
仮
名
文
や
、
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
に
お
い
て
も
平
仮
名
部
分
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
仮
名
字
体
を
中
心
と

し
て
取
り
上
げ
る
研
究
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
本
行
の
仮
名
字
体
は
も
と
よ
り
、
ど
れ
ほ
ど
作
家
の
書
い
た
漢
字
そ
の
他
表
記
を
反
映
し
て
い
る
の

か
確
認
し
、
そ
の
全
体
像
の
中
で
仮
名
字
体
に
よ
る
表
記
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
そ
の
性
質
が
明
ら
か
に
で
き
な
い
か
。
こ
れ
は
、
戯
作
以
外
に
も
多
様
な

出
版
物
が
溢
れ
た
近
世
後
期
の
表
記
の
実
相
を
考
え
る
、
足
掛
か
り
と
な
る
と
稿
者
は
考
え
る
。 

ま
た
、
仮
名
字
体
の
表
記
の
問
題
と
し
て
、
後
期
読
本
に
は
、
合
巻
に
は
使
用
さ
れ
な
い
仮
名
字
体
が
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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そ
う
し
た
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
の
表
記
に
は
、
本
に
よ
っ
て
異
な
る
装
飾
的
志
向
が
窺
え
る
こ
と
が
あ
る
三

。
板
本
に
み
え
る
仮
名
字
体
の
表
記
の
個
別

性
が
、
作
家
の
書
い
た
稿
本
に
基
づ
く
の
か
、
筆
耕
の
清
書
の
時
点
に
よ
る
も
の
か
、
複
数
本
の
稿
本
と
板
本
に
基
づ
い
て
仮
名
字
体
の
表
記
傾
向
を
検
証

す
る
。 

 

 

二 
先
行
研
究 

 

先
行
研
究
に
は
、
内
田
（
一
九
九
八
ｃ
）
の
柳
亭
種
彦
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』（
八
編
、
天
保
四
〈
一
八
三
三
〉
年
）
、
内
田
（
二
〇
〇
〇
）
の
曲
亭
馬
琴
『
金
毘
羅
船

利
生
纜
』（
六
編
、
文
政
一
二
〈
一
八
二
〇
〉
年
）
の
調
査
と
、
先
述
し
た
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
に
よ
る
曲
亭
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
稿
本
と
板
本
を
含
め

た
自
筆
資
料
の
仮
名
字
体
を
調
査
し
た
研
究
が
あ
る
。 

柳
亭
種
彦
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
に
お
い
て
は
、
稿
本
に
比
し
て
板
本
で
は
【

𛀪

】
や
【

𛄀

】
な
ど
の
仮
名
字
体
の
種
類
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
稿
本
に
比
し
て
板
本
で
は
、
よ
り
一
般
的
な
使
用
傾
向
を
志
向
し
た
改
変
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
種
彦
の
稿
本
に
書

か
れ
て
い
た
【

𛂑

】
が
板
本
で
は
【
ぬ
】
に
直
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

馬
琴
の
『
金
毘
羅
船
利
生
纜
』
の
調
査
で
は
、
八
編
の
巻
之
一
・
二
の
前
半
部
が
仙
橘
、
巻
之
三
・
四
の
後
半
部
が
谷
金
川
と
、
担
当
し
た
筆
耕
二
名
の

仮
名
字
体
の
表
記
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
前
半
部
と
後
半
部
と
も
に
九
〇
％
以
上
は
、
稿
本
か
ら
仮
名
字
体
を
そ
の
ま
ま
引
き
写

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
稿
本
の
仮
名
字
体
が
、
板
本
で
別
の
仮
名
字
体
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
筆
耕
ご
と
に
仮
名
字
体
の

使
用
傾
向
の
方
針
が
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。 

 

以
上
の
稿
本
と
板
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
研
究
で
は
、
筆
耕
が
稿
本
の
表
記
を
、
清
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
書
く
の
か
分
析
す
る
こ
と
で
、
出
版
物

の
制
作
に
あ
た
っ
て
の
仮
名
字
体
に
よ
る
表
記
を
、
書
記
行
為
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

大
島
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
八
輯
巻
之
一
の
稿
本
と
日
記
・
書
簡
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
検
討
し
て
い
る
。
基
本
的
な

仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
は
各
資
料
に
共
通
し
て
い
る
が
、
読
本
の
稿
本
に
は
変
字
法
が
み
ら
れ
た
ほ
か
、
日
記
・
書
簡
に
は
な
い
仮
名
字
体
の
種
類
が
使
用

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
馬
琴
の
自
筆
と
い
う
点
に
主
眼
を
置
い
て
、
読
本
の
稿
本
を
分
析
対
象
と
し
、
そ
の
中
で
板
本
と
の
表
記
の
比
較
を
行
っ
た
研
究
で

あ
る
。 
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読
本
に
は
草
双
紙
に
は
使
用
さ
れ
な
い
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
板
本
に
お
い
て
そ
の
仮
名
字
体
の
表
記
に
個
別
性
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
板
本
に
個
別
性
が
作
家
の
自
筆
稿
本
の
時
点
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
筆
耕
が
異
な
る
ゆ
え
な
の
か
、
内
田
（
二
〇
〇
〇
）
で

筆
耕
の
個
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
複
数
本
の
自
筆
稿
本
と
、
筆
耕
の
異
な
る
板
本
の
表
記
を
比
較
し
、
読
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
表
記
傾
向
を

明
ら
か
に
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
内
田
（
一
九
九
八
ｃ
）（
二
〇
〇
〇
）
や
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
、
仮
名
字
体
の
み
を
取
り
上
げ
て

い
る
が
、
本
稿
で
は
稿
本
と
板
本
に
お
け
る
本
行
の
表
記
の
異
同
を
濁
点
や
漢
字
の
場
合
も
含
め
、
全
体
像
を
把
握
し
た
上
で
、
仮
名
字
体
の
表
記
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

作
家
の
自
筆
稿
本
と
板
本
の
両
方
が
残
存
す
る
後
期
読
本
は
決
し
て
多
く
は
な
く
、
山
東
京
伝
の
『
忠
臣
水
滸
伝
』（
寛
政
一
一-

享
和
元
〈
一
七
九
九-

一
八
〇

一
〉
年
）
や
、
高
井
蘭
山
の
『
星
月
夜
顕
晦
録
』（
文
化
六-

文
政
九
〈
一
八
〇
九-

一
八
二
六
〉
年
）
と
い
っ
た
著
名
な
作
品
に
あ
っ
て
も
、
自
筆
稿
本
は
散
逸
し
て

い
る
四

。
ま
た
、
稿
本
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
板
本
が
残
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
五

。
そ
の
中
で
、
馬
琴
の
後
期
読
本
に
は
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
中
心

と
し
て
自
筆
稿
本
が
ま
と
ま
っ
て
残
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
板
本
の
刊
記
に
、
筆
耕
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
複
数
名
の
筆
耕
の
表
記
を
選

び
、
比
較
調
査
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
調
査
資
料
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 
 

 

三 

調
査
資
料
と
調
査
範
囲 

 

調
査
資
料
は
、
表
１
に
詳
細
を
ま
と
め
た
通
り
、
曲
亭
馬
琴
の
『
昔
語
質
屋
庫
』
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
四
輯
巻
之
三
（
八
犬
伝
①
）
、
第
八
輯
巻
之
二

（
八
犬
伝
②
）
、
第
九
輯
巻
之
二
十
七
（
八
犬
伝
③
）
、
ま
た
馬
琴
以
外
の
作
家
と
し
て
松
亭
金
水
六

の
『
北
條
泰
時
明
断
録
』
を
入
れ
、
計
五
本
の
稿
本
と
板
本

と
し
た
七

（
本
稿
で
は
資
料
を
傍
線
部
の
略
称
で
呼
ぶ
）
。
馬
琴
の
著
作
四
本
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
筆
耕
の
八

、
異
な
る
制
作
時
期
の
も
の
と
し
た
九

。
明
断
録
の
筆

耕
は
不
明
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
稿
本
で
は
〈
ア
〉
の
仮
名
字
体
の
大
半
に
【

𛀄

】（
〈
ア
〉
36
例
中
32
例
）
が
使
用
さ
れ
る
が
、
板
本
で
は
す
べ
て
【

あ

】

（
〈
ア
〉
36
例
中
36
例
）
に
書
き
換
え
ら
れ
る
な
ど
の
違
い
が
あ
り
、
稿
本
か
ら
板
本
へ
清
書
の
過
程
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
以
上
に
よ
り
、
二

名
の
作
家
の
自
筆
と
、
五
名
の
清
書
の
あ
り
方
か
ら
仮
名
字
体
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
調
査
範
囲
は
、
小
説
一
章
節
分
と
し
、
そ

こ
に
出
現
す
る
仮
名
字
体
の
種
類
と
数
量
に
基
づ
い
て
表
記
の
検
討
を
行
っ
た
。 
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四 

稿
本
と
板
本
の
異
同
箇
所
に
つ
い
て 

  

最
初
に
稿
本
と
板
本
の
表
記
に
ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
の
か
確
認
す
る
。
な
お
、
虫
損
等
で
、
稿
本
と
板
本
が
対
照
で
き
な
い
箇
所
は
除
い
て
い
る
。 

表
２
は
調
査
資
料
範
囲
内
で
み
ら
れ
た
異
同
の
性
質
で
あ
る
。
異
同
に
は
文
字
・
符
号
（
表
記
）
に
関
わ
る
も
の
と
、
文
章
内
容
（
推
敲
）
に
関
わ
る
も
の

が
あ
っ
た
。
文
章
内
容
と
し
て
、
文
章
の
整
え
に
は
正
し
い
助
詞
等
の
訂
正
や
、
語
句
の
修
正
が
あ
り
、
文
章
構
成
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
稿
本
の
時
点

で
余
白
に
書
か
れ
て
い
る
文
の
挿
入
指
示
に
従
っ
た
修
正
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
馬
琴
の
校
正
指
示
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
表
記
に
関

わ
っ
て
は
、
表
記
の
修
正
・
補
正
、
読
み
や
す
い
表
記
の
工
夫
、
ま
た
、
本
行
に
書
か
れ
て
い
た
仮
名
が
振
り
仮
名
に
換
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
逆
も

み
ら
れ
る
。
表
記
の
場
合
、
そ
れ
が
馬
琴
の
指
示
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
筆
耕
の
清
書
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
判
断
が
し
に
く
い
。 

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
っ
た
の
か
、
表
３
に
ま
ず
本
行
に
お
け
る
仮
名
の
部
分
と
、
漢
字
の
部
分
の
異
同
を
分
類
項
目
ご
と
に
数
を
ま
と
め
た

（
文
の
挿
入
指
示
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
）
。
各
資
料
と
も
、
(1)
仮
名
字
体
の
異
同
が
圧
倒
的
に
多
い
。
本
行
の
漢
字
の
部
分
の
異
同
を
み
て
み
る
と
、
(1)
漢
字

北
條
泰
時
明
断
録

ほ
う
で
う
や
す
と
き
め
い
だ
ん
ろ
く

昔
語
質
屋
庫

む
か
し
か
た
り
し
ち
や
の
く
ら

調
査
資
料

第
一
輯

巻
之
一

第
九
輯

巻
之
二

七 第
八
輯

巻
之
二

第
四
輯

巻
之
三

巻
之
一

第
一
回

一
丁
オ
～

一

二
丁
オ
L
2

第
一
四
二
回

一
丁
オ
～

一

四
丁
オ

第
七
六
回

一
丁
オ
～

一

二
丁
オ

第
三
五
回

一
丁
オ
～

一

七
丁
オ

第
二

一
三
丁
ウ
～

二
六
丁
ウ

明
断
録

八
犬
伝
③

八
犬
伝
②

八
犬
伝
①

質
屋
庫

略
称

松
亭
金
水

し
よ
う
て
い
き
ん
す
い

著
者

不
明

白
馬
台
音

成 谷
金
川

千
形
仲
道

嶋
岡
節
亭

鈴
木
武
筍

筆
耕

不
明

森
田
甲

横
田
守

中
村
喜

作 山
崎
庄

九
郎

彫
り
師

河
内
屋

佐
助

丁
子
屋

平
兵
衛

丁
子
屋

平
兵
衛

山
崎
平

八 河
内
屋

太
助

板
元

稿
了
年
・
発
行
年
不
明

弘
化
四
〈

一
八
四
七
〉

年
序

天
保
九
〈

一
八
三
九
〉

年
五
月

天
保
一
〇
〈

一
八
四
〇
〉

年
正
月

天
保
二
〈

一
八
三
二
〉

年
一
二
月

天
保
三
〈

一
八
三
三
〉

年
五
月

文
政
三
〈

一
八
二
〇
〉

年
六
月

文
政
三
〈

一
八
二
〇
〉

年
一
一
月

文
化
七
〈

一
八
一
一
〉

年
七
月

文
化
七
〈

一
八
一
一
〉

年
一
一
月

稿
了
年
・
発
行
年

表１　調査資料と調査範囲

南
総
里
見
八
犬
伝

な
ん
そ
う
さ
と
み
は
っ
け
ん
で
ん

調
査
範
囲

曲
亭
馬
琴

き
ょ
く
て
い
ば
き
ん
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が
異
体
に
な
る
、
(4)

(5)
く
ず
し
方
の
程
度
が
変
わ
っ
て
い
る
等
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
資

料
に
よ
っ
て
か
な
り
差
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
八
犬
伝
①
②
③
稿
本
の
漢
字
が
ほ
ぼ
楷
書
で
書

か
れ
て
い
る
一
方
、
質
屋
庫
・
明
断
録
の
稿
本
の
文
章
全
体
の
く
ず
し
が
強
い
こ
と
を
示
す
。

仮
名
字
体
の
異
同
は
各
資
料
に
か
な
り
存
す
る
も
の
の
、
漢
字
、
特
に
字
体
・
書
体
に
関
し

て
は
資
料
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
仮
名
字
体
と
漢
字
の
字
体
・
書
体
で
質
が
異
な
る
こ
と

が
窺
え
る
。 

 

漢
字
と
平
仮
名
で
表
記
が
交
替
す
る
用
例
の
み
、
別
に
し
て
表
４
に
示
し
た
。
漢
字
と

平
仮
名
の
文
字
の
種
類
で
筆
耕
が
書
き
換
え
る
ケ
ー
ス
も
か
な
り
少
な
い
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
最
も
よ
く
み
ら
れ

る
省
略
字
体
漢
字
と
仮
名
の
表
記
の
入
れ
替
わ
り
は
、「
也
」（
質
屋
庫
10
例
、
八
犬
伝
①
4
例
、
八
犬
伝
②
2
例
、
八

犬
伝
③
1
例
）
、
「
事
」（
質
屋
庫
6
例
、
八
犬
伝
②
2
例
、
八
犬
伝
③
1
例
）
、
「
思
」（
八
犬
伝
①
1
例
、
八
犬
伝
②
1
例
、

質
屋
庫
4
例
）
が
図
１
（
稿
者
の
手
書
き
）
の
如
き
省
略
字
体
で
固
定
的
に
文
中
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
ほ
か
に
「
共
」（
質
屋
庫
1
例
、
八
犬
伝
①
4
例
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
漢
字
は
ル
ビ
が
つ
か
ず
、
訓
読
さ
れ
る
場
合
に
使
用

さ
れ
、
平
仮
名
主
体
の
文
章
で
あ
る
黄
表
紙
に
も
使
用
頻
度
が
高
い
一
〇

。
仮
名
と
入
れ
替
わ
り
や
す
い
常
用
の
漢
字
と
み
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
省
略
字
体
漢
字
と
仮
名
の
表
記
の
入
れ
替
わ
り
も
、
明
断
録
に
は
1
例
し
か
み
ら
れ
ず
、
や
は
り
資

料
差
が
窺
え
る
。 

で
は
、
仮
名
字
体
の
異
同
が
、
調
査
範
囲
内
の
仮
名
字
体
の
総
数
に
対
し
ど
れ
ほ
ど
の
割
合
が
あ
っ
た
の
か
、
表
５
は
各

資
料
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
対
象
可
能
総
数
と
、
異
な
る
字
体
に
な
る
数
と
そ
の
割
合
を
示
し
た
。
馬
琴
読
本
に
比
べ
、
明

断
録
は
大
幅
に
調
査
字
数
が
少
な
い
。
し
か
し
、
稿
本
と
板
本
で
異
な
る
字
体
に
な
る
仮
名
の
割
合
は
、
ど
の
資
料
に
お
い

て
も
約
10
～
18
％
ほ
ど
あ
り
、
仮
名
の
約
80
％
以
上
は
同
じ
字
体
の
ま
ま
書
き
写
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ど
の
よ
う
な

場
合
に
、
清
書
で
は
別
の
仮
名
字
体
で
書
か
れ
る
の
か
、
次
節
以
降
検
討
し
て
い
く
。 

  

表２　稿本・板本における異同の事情

分類 異同内容

修
補
易 読みやすい表記の工夫
換 本行と振り仮名の組み換え

慣 書記法の慣習に起因する（と考
えられる）変更

個 個人の書記法の別か好みによる
（と考えられる）表記の変更

整 文章の整え
構 文章構成に関わるもの

誤 誤 筆耕や彫り師が誤った（と考え
られる）変更

稿本表記の修正・補正

表
記

推
敲

総数
異なる字
体になる 割合

質屋庫 4073 642 15.76%

八犬伝① 6102 720 11.80%

八犬伝② 4981 483 9.70%

八犬伝③ 5200 911 17.52%

明断録 3215 563 17.51%

表５　調査範囲内の仮名字体の対

照可能総数



124 

 

 
 

 

表３　【本行】稿本と板本の異同箇所

質屋庫 八犬伝①八犬伝②八犬伝③ 明断録

表 ？ (1)仮名字体の異同 642 720 483 911 563

表 補 (2)濁点を補う 8 12 13 13 1

表 誤・修 (3)濁点が消えている 3 2 2 3 0

推 整・誤 (4)言葉自体の変更 1 1 0 5 2 あるは→あらば

推 整 (5)言葉の削除 3 2 0 0 0 ふかくも→深く

推 整・誤 (6)活用を改める 2 0 0 2 0
給へねかし
→給ひねかし

表 誤？ (7)濁音の位置が変わる 0 2 0 1 0

表 修・補 (8)脱字を補う 1 0 0 0 0

表 易・慣 (9)ゝを仮名にする 1 0 0 0 0
美濃国とゝもに
→美濃国ととも

推 整 (10)仮名を補い助動詞を直す 0 1 0 0 0
おもはれん。
→おもはれけん。

表 易
(11)〱を仮名にする（行移り
による）

0 1 0 0 0
いよ〱
→いよ｜𛀆よ

表 個 (12)合字を開いたもの 0 0 0 9 0
[こと]→こと
※[こと]は合字を表す

推 整 (13)言葉を補う 0 0 0 4 0
引入れなば
→引入られなば

推 整 (14)助詞の誤りの修正 0 0 0 1 0 咱等に→咱等が

表 修 (15)稿本の衍字を消す 0 0 0 1 0

推 修 (16)仮名遣いの訂正 0 0 0 1 0
あらむ歟
→あらん歟

誤 誤 (17)脱字 0 0 0 0 2

質屋庫 八犬伝①八犬伝②八犬伝③ 明断録

表 慣 (1)漢字が異体になる 46 2 3 33 13 多し→夛しなど

表 修 (2)漢字（全画又は部分）が稿本
より板本で楷書に近い

168 2 0 45 420

表 慣 (3)漢字（全画又は部分）が稿本
より板本でくずされている 85 3 0 1 12

推？ 誤？修？ (4)漢字を変える(意図不明） 1 7 0 3 3 又⇔亦など

表 個 (5)稿本と板本でくずし字の書法が
異なる 16 0 0 0 8

推？ 修 (6)二字熟語の漢字を入れ換える 0 1 0 1 0
知聞て
→聞知て

推？ 整 (7)一文字の漢語を二字熟語にする 0 0 0 1 1 衣→衣装

推 整 (8)漢字を変える(語自体) 0 0 0 1 1 牆〇→庇間

表 修 (9)漢字の略体を正体に直す 0 0 2 0 0
般→盤
延→蜑

表 易 (10)々を漢字にする（改行による） 0 0 1 0 0 処々→処処

表 修 (11)誤字を直したもの 0 0 0 0 1

漢字

本行仮名部分

質屋庫 八犬伝① 八犬伝② 八犬伝③ 明断録 例

慣？ (1)【稿】省略字体漢字→【板】仮名 9 4 3 1 0 也→なり

慣？ (2)【稿】振り仮名つきの草書体字体漢字→
【板】仮名

8 0 0 0 1 事→[こと]

慣？ (3)【稿】楷書漢字→【板】仮名 0 0 0 2 0 以→もて
慣？ (4)【稿】仮名→【板】省略字体漢字 10 7 2 1 1 なり→也

慣？ (5)【稿】仮名
→【板】振り仮名つきの草書・楷書体漢字

4 0 0 1 2
これ→是
ふかく→深く

慣？ (6)【稿】振り仮名つきの楷書漢字
→【板】仮名

3 2 0 0 1
上→うへ
世業→世わたり

表４【漢字／文字の種類・表記の入れ替わり】稿本と板本の異同箇所

漢字と仮名での表記の変更



125 

 

五 

本
行
の
仮
名
字
体
の
種
類
と
使
用
数 

  

さ
て
、
各
資
料
の
本
行
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
の
種
類
・
使
用
数
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

表
６
は
稿
本
と
板
本
の
仮
名
字
体
の
総
種
類
数
、
稿
本
・
板
本
間
で
一
致
す
る
仮
名
字
体
の
数
等

を
ま
と
め
た
表
で
あ
る
。 

各
資
料
の
仮
名
字
体
の
総
種
類
数
は
、
八
犬
伝
①
稿
本
が
95
種
類
と
最
も
多
く
、
少
な
い
も
の
は

八
犬
伝
③
・
明
断
録
の
板
本
の
73
種
類
と
、
仮
名
字
体
の
使
用
種
類
が
多
い
資
料
と
少
な
い
資
料
と

で
22
種
類
の
差
が
あ
る
。
ま
た
、
曲
亭
馬
琴
の
八
犬
伝
と
い
う
同
じ
作
品
に
お
い
て
も
、
輯
巻
が
異

な
れ
ば
、
稿
本
の
時
点
で
仮
名
字
体
の
種
類
が
異
な
り
、
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
後
期

読
本
の
総
種
類
数
が
多
い
か
少
な
い
か
は
、
表
７
の
馬
琴
の
黄
表
紙
・
合
巻
・
読
本
・
随
筆
の
仮
名

字
体
の
総
種
類
数
と
、
表
８
の
浜
田
（
一
九
七
九
）
に
お
い
て
調
査
が
及
ん
で
い
る
黄
表
紙
・
合
巻
・

読
本
の
仮
名
字
体
の
総
種
類
数
が
参
考
に
な
る
。
仮
名
字
体
の
総
種
類
数
が
70
種
類
台
の
八
犬
伝

③
・
明
断
録
は
、
遅
い
時
期
の
読
本
で
あ
り
、
比
較
的
仮
名
字
体
の
種
類
数
が
少
な
く
、
平
仮
名
主

体
の
合
巻
と
同
程
度
で
あ
る
。 

次
に
稿
本
と
板
本
の
仮
名
字
体
の
種
類
数
を
比
較
し
た
い
。
板
本
に
仮
名
字
体
が
増
え
て
い
る
の

は
八
犬
伝
②
の
み
で
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
③
・
明
断
録
は
僅
か
に
仮
名
字
体
の
種
類
数

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
の
場
合
と
は
異
に
す
る
傾
向
で
あ
る
。
た
だ

し
、
表
６
の
稿
本
に
の
み
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
と
、
板
本
に
の
み
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
を
み
る

と
、
筆
耕
が
清
書
に
お
い
て
一
方
的
に
仮
名
字
体
の
種
類
を
減
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
稿
本
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
の
種
類
を
反
映
し
な
い
の
と
同
時
に
、
板
本
で
は
新
た
に

別
の
種
類
の
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
い
る
。 

表
９
に
仮
名
字
体
の
一
覧
と
各
資
料
に
お
け
る
使
用
数
・
行
頭
に
お
け
る
使
用
数
を
示
し
た
。
稿

表６　稿本と板本の仮名字体の種類数・一致率ほか
総
種
類
数

稿
本
・
板
本
間

で
一
致
す
る
仮

名
字
体
の
数

仮
名
字
体
が
一

致
す
る
割
合

一
致
し
な
い

仮
名
字
体
の
数

稿 83 11 𛀙 𛀴 𛂔 𛂜 𛂱 𛂶 ほ 𛃆 ゆ

板 81 10 𛀸 な 𛂄 𛂇 𛂙 𛂻 ま 𛃽 𛄆

稿 95 4 𛁞 𛃫 𛃽

板 93 2 𛂁 𛃙

稿 83 3 𛂛 𛃄

板 84 5 𛀳 に 𛂗 𛂯 𛄚

稿 79 8 𛀾 𛂻 𛃄 𛃅 ゆ

板 73 2 す 𛁩

稿 79 7 𛀄 な 𛂁 𛂙 𛃅

板 73 2 𛀘 𛁩

上段：稿本にのみ使用される仮名字体
下段：板本にのみ使用される仮名字体

質屋庫 72 77.41%

八犬伝① 91 93.81%

八犬伝② 79 89.77%

八犬伝③ 70 87.50%

明断録 71 87.75%
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本
に
の
み
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
（
例
：
質
屋
庫
【

𛀴

】
、
八
犬
伝
①
【

𛁞

】
、
八
犬
伝
②
【

𛂛

】
、
八
犬
伝
③
【

𛀾

】
、
明
断
録
【

】
）
、
板
本
に
の
み
使
用
さ
れ
る

仮
名
字
体
（
例
：
質
屋
庫
【

𛄆

】
、
八
犬
伝
①
【

𛃙

】
、
八
犬
伝
②
【
に
】
、
八
犬
伝
③
【

𛁩

】
、
明
断
録
【

𛀘

】
）
は
、
表
９
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
多
く
は
主
用
さ

れ
る
仮
名
字
体
に
対
し
使
用
数
の
少
な
い
仮
名
字
体
で
あ
る
。
最
初
に
も
述
べ
た
が
、
明
断
録
の
稿
本
に
〈
ア
〉
36
例
の
う
ち
32
例
使
用
さ
れ
た
【

𛀄

】

が
、
板
本
で
は
す
べ
て
【
あ
】
で
書
か
れ
る
ほ
か
、
〈
ナ
〉
128
例
の
う
ち
103
例
が
使
用
さ
れ
た
【

𛂁

】
は
板
本
で
は
す
べ
て
【

】
で
書
か
れ
る
。
稿
本

で
は
主
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
が
、
他
の
板
本
で
も
よ
く
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
に
直
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
質
屋
庫
・
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
・
明

断
録
で
は
稿
本
の
〈
モ
〉
の
【

】
【

】
と
い
っ
た
「
毛
」
を
字
母
と
し
た
筆
順
・
画
数
違
い
の
仮
名
字
体
を
【

】
に
、
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
で 

 
 

ジャンル 刊年 作品名 字体数

寛政5〈1794〉年 花団子食家物語 79

享和4〈1804〉年 枩株木三階奇談 96

文化2〈1805〉年 猫奴牝忠義合奏 90

文化9〈1813〉年 行平鍋須磨酒宴 73

文政5〈1823〉年 照子池浮名写絵 75

文化2〈1805〉年 月氷竒縁 106

文化4〈1807〉年 椿説弓張月　前篇 103

文化11〈1814〉年 南総里見八犬伝　肇輯 92

文化8〈1812〉年 燕石雑志 92

文政元〈1818〉年 玄同放言 93

※調査範囲はいずれも巻之一全体である。

表７ 馬琴板本の仮名字体の種類数

黄表紙

合巻

読本

随筆

ジャンル 作家 刊年 作品名 字体数

恋川春町 安永4〈1776〉年 金々先生栄花夢 81

朋誠堂喜三二 天明3〈1784〉年 誤歟大和功 68

山東京伝 天明4〈1785〉年 廓中丁字 66

恋川好町 天明6〈1787〉年 鳩八幡豆兼徳利 62

唐来三和 寛政元〈1789〉年 天下一面鏡梅鉢 67

十返舎一九 寛政10〈1799〉年 尻攑御要慎 61

曲亭馬琴 享和2〈1802〉年 六冊掛徳用草紙 72

柳亭種彦 文化12〈1816〉年 正本製初編 68

曲亭馬琴 文化14〈1818〉年 伊与簀垂女純友 69

曲亭馬琴 文政9〈1827〉年 傾城水滸伝二編 76

曲亭馬琴 天保3〈1833〉年 新編金瓶梅二編 76

為永春水 安永5〈1777〉年 薄俤幻日記 64

文化3〈1807〉年 四天王剿盗異録 83

文化2〈1806〉年 三国一夜物語 83

文化4〈1808〉年 椿説弓張月　前篇 86

文化4〈1808〉年 新累解脱物語 74

文化6〈1810〉年 松染情史秋七草 76

文化5〈1809〉年 俊寛僧都島物語 76

文化5〈1809〉年 松浦佐用媛石魂録　前篇 98

文化7〈1811〉年 夢想兵衛胡蝶物語 83

文化7〈1811〉年 常夏草紙 84

文化11〈1815〉年 八丈綺談 79

文化12〈1816〉年 皿皿郷談 84

文化11〈1815〉年 南総里見八犬伝　肇輯 83

文化12〈1816〉年 朝夷巡嶋記　初輯 80

文政3〈1821〉年 南総里見八犬伝　四輯 89

文政12〈1830〉年 近世説美少年録　初集 85

※浜田（1979）では十丁分の仮名字体数を採取している。

読本 曲亭馬琴

表８　浜田啓介（1979）　変体仮名異なり数

黄表紙

合巻
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表９-１　後期読本の稿本・板本の仮名字体及び使用数一覧表

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

あ 59 2 60 3 103 14 105 9 73 2 73 2 86 4 86 3 4 0 36 0

𛀄 2 0 1 0 6 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0

い 64 5 64 4 93 6 93 4 56 3 56 0 62 4 62 1 39 3 39 0

𛀆 0 0 0 0 7 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウ う 10 0 10 0 50 3 50 2 34 2 34 0 14 0 14 0 14 0 14 1

エ え 11 0 11 0 6 0 6 0 7 0 7 0 9 0 9 0 5 0 5 0

オ お 19 1 19 1 30 6 30 1 12 0 12 0 12 0 12 1 3 0 3 0

𛀚 176 4 165 1 217 5 224 7 123 0 123 3 153 1 155 0 88 2 92 1

か 19 0 30 5 37 6 30 4 23 2 23 0 15 1 13 0 10 2 5 0

𛀘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

𛀙 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

き 5 1 20 0 3 0 8 0 0 0 0 0 1 0 60 0 55 0 43 0

𛀪 60 0 45 0 126 0 121 0 71 1 71 2 97 0 38 0 8 0 20 0

く 50 0 50 0 103 0 103 0 65 0 65 1 82 1 82 0 60 1 60 0

2 0 2 0 7 1 7 0 1 1 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0

け 18 0 41 2 53 0 48 1 50 2 48 2 72 4 72 1 39 2 41 2

𛀳 45 5 23 1 6 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 1 4 0

𛀴 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

こ 65 2 58 3 29 2 23 2 4 0 5 0 4 1 5 0 33 1 35 1

𛀸 0 0 6 0 31 4 37 3 25 0 24 1 25 1 24 0 8 1 6 1

さ 36 2 36 0 89 1 95 4 45 2 47 4 60 2 66 3 39 2 39 1

𛀾 0 0 0 0 12 1 6 0 14 1 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0

𛁅 209 2 187 1 289 4 289 8 265 0 260 0 255 0 247 0 143 3 150 0

𛁈 57 8 55 3 25 4 25 4 16 2 21 6 38 12 45 11 5 1 6 2

し 18 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 11 0

𛁏 31 1 48 2 89 1 93 0 97 2 78 2 139 3 115 5 18 0 11 0

𛁑 29 0 12 0 33 0 29 0 2 0 21 0 1 0 22 0 14 0 25 1

す 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 28 0 23 0

セ せ 52 3 52 1 86 3 86 5 69 2 69 3 58 1 58 1 26 1 26 1

ソ そ 42 2 42 3 74 2 74 1 55 1 55 1 47 1 47 0 43 3 43 2

𛁠 120 3 113 1 90 4 95 2 86 1 80 0 74 1 73 0 70 1 70 4

た 1 0 8 1 5 1 4 0 7 0 13 5 1 0 2 2 0 0 0 0

𛁞 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チ ち 5 0 5 0 30 0 30 0 21 0 21 0 8 0 8 0 6 0 6 0

つ 40 0 35 0 14 0 13 1 12 0 12 0 3 1 4 0 17 2 15 0

𛁪 15 0 14 0 58 0 62 0 40 0 40 0 24 0 20 0 16 0 16 1

𛁩 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0

𛁭 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ク

ケ

質屋庫 八犬伝 明断録

巻之一　第二
①　四輯巻之三

第三十五回
②　八輯巻之二

第七十六回
③　九輯巻之廿七

第百四十二回
一輯巻之一　第一回

タ

ア

イ

カ

キ

ツ

シ

ス

コ

サ
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表９-２

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

て 32 0 137 0 158 1 85 0 122 0 304 2 176 0 379 1 194 3 189 1

𛁳 188 1 83 0 184 1 257 0 259 0 77 0 224 0 21 0 10 0 15 0

と 230 6 202 8 300 6 301 4 208 2 209 6 282 4 257 4 160 3 148 0

6 0 32 0 19 2 18 1 1 0 2 0 1 0 31 0 5 0 17 0

112 4 105 7 178 7 213 15 159 8 160 7 156 9 156 6 15 0 128 7

な 0 0 5 0 39 1 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0

𛂁 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 103 5 0 0

𛂄 0 0 2 2 14 0 9 0 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

𛂌 221 3 104 0 39 3 47 0 191 0 68 0 359 0 12 0 33 0 31 2

𛂋 63 2 175 6 341 2 334 1 232 1 354 0 101 0 448 1 206 3 219 5

に 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 2 0

𛂍 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

𛂇 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0

ヌ ぬ 11 1 11 1 47 0 47 0 26 0 26 0 33 0 33 0 19 1 19 0

𛂔 1 0 0 0 14 0 7 0 13 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0

ね 3 0 4 0 9 0 18 2 7 1 8 1 10 0 15 1 1 0 8 1

𛂗 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 10 1 3 0

の 343 9 351 8 426 3 442 8 318 1 315 1 386 3 386 0 227 1 240 2

𛂜 11 0 0 0 19 0 2 0 1 0 7 0 0 0 0 0 13 0 1 0

𛂛 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

𛂙 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

𛂦 16 0 16 0 34 0 34 0 15 0 15 0 20 1 21 0 10 0 10 0

𛂞 226 2 228 1 423 0 396 0 272 0 268 0 312 0 337 1 181 3 198 0

𛂣 9 0 7 0 13 0 40 0 5 0 9 0 31 0 5 0 24 0 7 0

ひ 36 0 36 0 73 1 74 0 66 0 65 0 61 2 61 0 46 0 46 0

𛂯 0 0 0 0 8 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ふ 49 0 50 0 58 0 58 0 59 0 59 1 57 0 57 0 41 0 41 0

𛂱 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

へ 98 1 99 2 104 0 104 0 113 2 113 2 93 0 93 0 80 1 80 1

𛂶 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

𛂻 0 0 4 0 8 0 9 0 12 0 13 0 1 0 0 0 0 3 0 0

ほ 13 0 0 0 11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 8 0 8 0

ま 0 0 6 0 1 0 37 1 24 2 39 1 41 1 43 4 39 3 42 1

𛃄 20 3 15 1 58 4 23 1 15 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0

𛃆 1 0 0 0 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0

𛃅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

ホ

マ

ハ

ヒ

ノ

フ

ヘ

テ

ト

ナ

ニ

ネ

質屋庫 八犬伝

一輯巻之一　第一回
①　四輯巻之三

第三十五回
②　八輯巻之二

第七十六回
③　九輯巻之廿七

第百四十二回
巻之一　第二

明断録
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表９-３

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

稿
本

行
頭

板
本

行
頭

𛃉 14 2 14 1 43 0 43 1 27 0 27 1 24 0 25 0 23 0 23 0

み 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0

ム む 9 0 9 1 10 0 10 1 12 0 12 0 25 0 25 1 7 1 7 0

め 13 1 13 0 41 0 41 0 31 0 31 1 22 0 22 0 14 0 14 0

𛃔 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2 36 1 51 1 51 2 25 0 25 1 31 0 28 0 21 2 21 1

67 0 75 1 181 0 176 0 150 1 152 0 129 0 139 2 24 0 125 1

7 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 91 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

𛃙 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

や 13 0 11 0 65 0 66 0 28 0 31 2 32 0 41 0 23 0 21 0

𛃝 15 0 17 0 16 0 17 0 16 0 13 1 19 1 11 0 5 1 7 0

𛃟 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0

𛃥 4 1 5 0 9 1 8 0 12 2 12 2 5 0 6 0 3 0 3 0

ゆ 1 0 0 0 6 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

𛃤 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

よ 52 1 52 2 80 4 81 4 76 3 76 5 67 2 67 2 38 0 38 3

𛃫 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ら 6 3 29 1 14 3 12 3 24 2 35 2 22 0 51 1 25 1 23 2

𛃰 89 0 66 0 170 0 172 0 116 0 105 0 130 0 101 0 48 0 50 0

り 175 0 174 0 204 0 109 0 234 0 234 0 213 1 186 0 84 0 135 0

𛃶 2 0 3 0 10 1 105 1 10 6 10 2 1 0 28 1 55 2 4 0

る 21 0 24 0 46 2 62 3 33 1 45 1 66 3 96 3 74 2 60 2

145 0 153 0 144 0 152 0 133 0 125 0 150 0 127 0 53 0 68 0

17 0 0 0 24 0 1 0 9 0 7 1 7 0 0 0 1 0 0 0

𛃽 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

れ 113 0 42 0 136 1 32 0 119 1 118 0 140 1 84 0 15 0 30 0

𛄀 13 0 68 0 27 2 131 0 8 0 9 1 7 1 63 2 93 1 78 2

ろ 9 0 8 0 19 0 19 0 10 0 10 1 3 0 3 0 0 0 0 0

𛄆 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ワ 𛄌 9 0 9 1 38 1 38 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0

ヰ ゐ 3 1 3 0 1 0 1 0 5 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0

ヱ ゑ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を 238 7 239 5 263 2 246 2 261 0 259 2 323 0 325 0 80 4 92 1

𛄚 4 0 3 0 7 0 24 0 0 0 2 0 3 0 1 0 101 0 89 0

ン ん 37 0 37 0 89 0 89 0 80 0 80 0 60 0 60 0 30 0 30 0

質屋庫 八犬伝 明断録

巻之一　第二
①　四輯巻之三

第三十五回
②　八輯巻之二

第七十六回
③　九輯巻之廿七

第百四十二回

ユ

一輯巻之一　第一回

ロ

ミ

メ

モ

ヤ

ヲ

ヨ

ル

ラ

リ

レ
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は
稿
本
の
〈
マ
〉
の
【

𛃄

】
を
同
じ
「
末
」
が
字
母
の
【
ま
】
に
書
い
て
い
る
。〈
モ
〉
の
【

】【

】
の
【

】
、〈
マ
〉
の
【

𛃄

】
と
【
ま
】
一
一

は
、

同
じ
字
母
の
仮
名
字
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
区
別
し
て
い
た
か
不
明
と
い
え
る
が
、
こ
ち
ら
も
よ
り
一
般
的
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
形
の
字
体
へ
整
理
し
た
可

能
性
が
あ
ろ
う
。 

 

後
期
読
本
五
本
の
稿
本
と
板
本
に
み
ら
れ
た
仮
名
字
体
の
総
種
類
数
は
、
イ
ロ
ハ
四
十
七
に
ン
を
足
し
た
四
十
八
拍
に
対
し
、
112
種
類
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
稿
本
・
板
本
す
べ
て
に
お
い
て
共
通
し
た
仮
名
字
体
は
、
調
査
範
囲
内
で
出
現
し
な
か
っ
た
四
拍
（
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
・
明
断
録
の
〈
ヱ
〉
、
八

犬
伝
③
の
〈
ワ
〉
、
明
断
録
の
〈
ロ
〉
〈
ヰ
〉
）
と
、
資
料
五
本
に
お
け
る
使
用
仮
名
字
体
の
使
用
差
が
あ
る
〈
ホ
〉
〈
マ
〉
の
二
拍
を
除
い
た
、
四
十
二
拍
に
対
す

る
60
種
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
基
本
的
な
仮
名
字
体
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
左
に
そ
の
60
種
類
を
挙
げ
る
。
そ
の
他
の
52
種
類
の
仮
名
字
体
は
、
使
用
差
が

あ
る
仮
名
字
体
で
あ
る
。 

  

・
後
期
読
本
五
本
の
稿
本
・
板
本
の
す
べ
て
に
一
致
す
る
仮
名
字
体
（
60
種
類
） 

一
種
類 

〈
ア
〉
【
あ
】 

〈
イ
〉
【
い
】 

〈
ウ
〉
【
う
】 

〈
エ
〉
【
え
】 

〈
オ
〉
【
お
】 

〈
キ
〉
【

𛀪

】 

〈
ケ
〉
【
け
】 

〈
コ
〉
【
こ
】 

 

〈
サ
〉
【
さ
】 

〈
セ
〉
【
せ
】 

〈
ソ
〉
【
そ
】 
〈
タ
〉
【

𛁠

】 

〈
チ
〉
【
ち
】 

〈
ナ
〉
【

】 

〈
ヌ
〉
【
ぬ
】 

〈
ネ
〉
【
ね
】 

 

〈
ノ
〉
【
の
】 

〈
ヒ
〉
【
ひ
】 

〈
フ
〉
【
ふ
】 

〈
ヘ
〉
【
へ
】 

〈
ミ
〉
【

𛃉

】 

〈
ム
〉
【
む
】 

〈
メ
〉
【
め
】 

〈
ユ
〉
【

𛃥

】 
 

〈
ヨ
〉
【
よ
】 

〈
ロ
〉
【
ろ
】 

〈
ヰ
〉
【
ゐ
】 

〈
ヲ
〉
【
を
】 

〈
ン
〉
【
ん
】 

二
種
類 

〈
カ
〉
【

𛀚

】
【
か
】 

〈
ク
〉
【
く
】
【

】 

〈
シ
〉
【

𛁅

】
【

𛁈

】 

〈
ス
〉
【

𛁏

】
【

𛁑

】 

〈
ツ
〉
【
つ
】
【

𛁪

】 

 

〈
テ
〉
【
て
】
【

𛁳

】 

〈
ト
〉
【
と
】
【

】 

〈
ニ
〉
【

𛂌

】
【

𛂋

】 
〈
モ
〉
【

】
【

】 

〈
ヤ
〉
【
や
】
【

𛃝

】 

〈
ラ
〉
【
ら
】
【

𛃰

】 

〈
リ
〉
【
り
】
【

𛃶

】 

〈
ル
〉
【
る
】
【

】 

〈
レ
〉
【
れ
】
【

𛄀

】 
 
 

三
種
類 

〈
ハ
〉
【

𛂦

】
【

𛂞

】
【

𛂣

】 
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こ
の
う
ち
、
【

𛁑

】
や
【

𛂣

】
は
黄
表
紙
や
合
巻
な
ど
で
は
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、
行
数
が
決
ま
っ
て
い
る
体
裁
の
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文

で
は
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
考
え
ら
れ
る
一
二

。
画
数
の
多
い
仮
名
字
体
で
あ
る
た
め
、
紙
幅
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
書
き
や
す
い
字
体
と
推
測
さ
れ

る
。 

 

資
料
ご
と
に
使
用
差
が
あ
っ
た
、
〈
ホ
〉
と
〈
マ
〉
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
ま
ず
戯
作
板
本
一
般
に
〈
ホ
〉
の
仮
名
字
体
は
【

】
が
よ
く

使
用
さ
れ
る
が
一
三

、
明
断
録
で
は
稿
本
・
板
本
と
も
に
【

】
が
使
用
さ
れ
る
も
の
の
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
で
は
【
ほ
】【

𛂻

】

が
使
用
さ
れ
る
。
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
で
は
、
【

】
よ
り
【

𛂻

】
【
ほ
】
を
使
用
す
る
方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
質

屋
庫
の
板
本
に
注
目
す
る
と
、
稿
本
に
【
ほ
】
で
書
か
れ
て
い
た
も
の
を
、
【

𛂻

】
と
【

】
で
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
質
屋
庫
の
板
本
の
〈
ホ
〉

に
関
し
て
は
、
ま
っ
た
く
筆
耕
の
文
字
使
い
で
あ
る
。 

 

〈
マ
〉
の
仮
名
字
体
は
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
の
稿
本
で
は
【

𛃄

】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
っ
て
よ
い
状
態
だ
が
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①

の
板
本
で
は
【
ま
】
で
書
く
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
八
犬
伝
②
に
注
目
す
る
と
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
に
比
べ
て
八
犬
伝
②
の
稿
本
に
は
【
ま
】
が
24
例
、

【

𛃄

】
が
15
例
使
用
さ
れ
て
お
り
、【
ま
】
の
使
用
数
が
多
い
が
、
筆
耕
は
【

𛃄

】
の
一
切
を
【
ま
】
で
書
い
て
い
る
一
四

。
八
犬
伝
③
で
は
稿
本
・
板
本

と
も
に
【
ま
】
の
使
用
数
が
多
い
。
明
断
録
の
稿
本
・
板
本
と
も
に
【
ま
】
の
使
用
数
が
多
い
。
松
亭
金
水
は
別
と
し
て
、
曲
亭
馬
琴
の
「
末
」
が
字
母
の

〈
マ
〉
の
使
用
仮
名
字
体
に
も
変
遷
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
、
筆
耕
の
清
書
に
お
け
る
概
ね
の
傾
向
で
は
、
や
は
り
【
ま
】
に
書
く
と
い
う
方
向
性
が
窺
え
る
。 

 

以
上
か
ら
、
基
本
と
す
る
仮
名
字
体
が
あ
り
つ
つ
、
筆
耕
の
仮
名
字
体
の
表
記
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
筆
耕
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
、
方
向
性
の
似
通

う
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
読
本
に
は
使
用
数
の
少
な
い
仮
名
字
体
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
そ
れ
は
稿
本
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た

が
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
筆
耕
は
反
映
し
な
い
。
一
方
で
、
筆
耕
が
別
の
仮
名
字
体
を
僅
か
ず
つ
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
と
分
か
っ
た
。 

 

 

六 

板
本
で
稿
本
と
は
別
の
仮
名
字
体
に
書
か
れ
る
場
合 

  

さ
て
、
稿
本
と
板
本
の
仮
名
字
体
の
使
用
数
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
複
数
種
の
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
仮
名
字
体
を
減
ら
し
て
、

別
の
字
体
の
使
用
を
増
や
す
、
と
い
う
単
純
な
異
同
も
あ
る
が
、
二
種
類
の
仮
名
字
体
が
あ
っ
た
と
し
て
、
筆
耕
が
そ
の
二
種
類
の
両
方
そ
れ
ぞ
れ
を
別
の

仮
名
字
体
で
書
く
こ
と
も
あ
る
。 
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表１０-１　別の仮名字体になるパターンごとの数の順位

馬琴　質屋庫（文化七）

通番 順位 仮名 数 通番 順位 仮名 数

1 1 ニ 𛂌 → 𛂋 121 33 32 ノ の → 𛂙 3

2 2 テ 𛁳 → て 112 34 32 リ り → 𛃶 3

3 3 レ れ → 𛄀 63 35 32 ラ ら → 𛃰 3

4 4 シ 𛁅 → し 31 36 32 ヲ 𛄚 → を 3

5 5 ト と → 26 37 37 ア 𛀄 → あ 2

6 6 ラ 𛃰 → ら 26 38 37 ナ → 𛂄 2

7 7 ス 𛁑 → 𛁏 24 39 37 ル → る 2

8 8 ケ 𛀳 → け 22 40 37 ヤ や → 𛃝 2

9 9 キ 𛀪 → き 15 41 37 リ 𛃶 → り 2

10 10 カ 𛀚 → か 12 42 37 ヲ を → 𛄚 2

11 11 ノ 𛂜 → の 11 43 43 ア あ → 𛀄 1

12 12 ル → 10 44 43 カ 𛀙 → 𛀚 1

13 13 ニ 𛂋 → 𛂌 9 45 43 カ か → 𛀚 1

14 13 ホ ほ → 9 46 43 ク → く 1

15 15 シ し → 𛁅 8 47 43 ケ 𛀴 → け 1

16 15 ハ 𛂣 → 𛂞 8 48 43 シ 𛁅 → 𛁈 1

17 15 レ 𛄀 → れ 8 49 43 シ 𛁈 → し 1

18 18 ス 𛁏 → 𛁑 7 50 43 ツ 𛁪 → つ 1

19 18 タ 𛁠 → た 7 51 43 ニ 𛂋 → 𛂍 1

20 18 テ て → 𛁳 7 52 43 ニ 𛂍 → 𛂋 1

21 18 モ → 7 53 43 ニ 𛂌 → 𛂇 1

22 22 コ こ → 𛀸 6 54 43 ネ 𛂔 → ね 1

23 22 ハ 𛂞 → 𛂣 6 55 43 ハ 𛂞 → 𛂦 1

24 22 ル → る 6 56 43 ハ 𛂦 → 𛂞 1

25 25 ツ つ → 𛁪 5 57 43 フ 𛂱 → ふ 1

26 25 ナ → な 5 58 43 ヘ 𛂶 → へ 1

27 25 マ 𛃄 → ま 5 59 43 マ 𛃆 → ま 1

28 25 ル → 𛃽 5 60 43 モ → 1

29 25 ル る → 5 61 43 ユ ゆ → 𛃥 1

30 30 ニ 𛂌 → 𛂍 4 62 43 ル → 𛃽 1

31 30 ホ ほ → 𛂻 4 63 43 ロ ろ → 𛄆 1

32 32 シ 𛁈 → 𛁅 3 642

字体の変更 字体の変更
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表１０-２　別の仮名字体になるパターンごとの数の順位

馬琴　八犬伝①4-3（文政三）

通番 順位 仮名 数 通番 順位 仮名 数

1 1 レ れ → 𛄀 107 31 29 イ 𛀆 → い 4

2 2 リ り → 𛃶 97 32 29 ス 𛁏 → 𛁑 4

3 3 テ て → 𛁳 89 33 33 ツ 𛁩 → 𛁪 3

4 4 ニ 𛂋 → 𛂌 40 34 33 ラ 𛃰 → ら 3

5 5 ハ 𛂞 → 𛂣 36 35 33 レ 𛄀 → れ 3

6 6 マ 𛃄 → ま 35 36 36 ア あ → 𛀄 2

7 7 ナ な → 34 37 36 コ 𛀸 → こ 2

8 8 ニ 𛂌 → 𛂋 32 38 36 ツ つ → 𛁪 2

9 9 ヲ を → 𛄚 24 39 36 ナ → な 2

10 10 ノ 𛂜 → の 18 40 36 ナ → 𛂁 2

11 11 テ 𛁳 → て 16 41 36 ノ の → 𛂙 2

12 11 ル → 16 42 36 タ た → 𛁠 2

13 11 ル → る 16 43 36 ネ 𛂗 → ね 2

14 14 ハ 𛂣 → 𛂞 9 44 36 ユ 𛃥 → ゆ 2

15 15 カ か → 𛀚 8 45 36 リ 𛃶 → り 2

16 15 コ こ → 𛀸 8 46 46 カ 𛀚 → か 1

17 15 ス 𛁑 → 𛁏 8 47 46 シ 𛁅 → 𛁈 1

18 15 ル → る 8 48 46 シ 𛁈 → 𛁅 1

19 15 ル る → 8 49 46 タ 𛁠 → た 1

20 20 ネ 𛂔 → ね 7 50 46 ツ 𛁪 → つ 1

21 20 ヲ 𛄚 → を 7 51 46 ト → と 1

22 22 サ 𛀾 → さ 6 52 46 ニ → 𛂋 1

23 23 キ 𛀪 → き 5 53 46 ノ 𛂙 → の 1

24 23 ケ け → 𛀳 5 54 46 ノ の → 𛂜 1

25 23 タ 𛁞 → 𛁠 5 55 46 ヒ 𛂯 → ひ 1

26 23 ナ 𛂄 → 5 56 46 ホ ほ → 𛂻 1

27 23 モ → 𛃙 5 57 46 メ 𛃔 → め 1

28 23 ラ ら → 𛃰 5 58 46 メ め → 𛃔 1

29 29 ア 𛀄 → あ 4 59 46 ユ ゆ → 𛃥 1

30 29 イ い → 𛀆 4 60 46 ヨ 𛃫 → よ 1

61 46 ル 𛃽 → 1

720
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表１０-３　別の仮名字体になるパターンごとの数の順位

馬琴　八犬伝②8-2（天保二）

通番 順位 仮名 数 通番 順位 仮名 数

1 1 テ 𛁳 → て 186 25 22 ツ つ → 𛁪 2

2 2 ニ 𛂌 → 𛂋 138 26 22 ト と → 2

3 3 ス 𛁏 → 𛁑 19 27 22 ハ 𛂣 → 𛂞 2

4 4 マ 𛃄 → ま 15 28 22 ル る → 2

5 4 ニ 𛂋 → 𛂌 15 29 22 ル る → 2

6 6 ラ 𛃰 → ら 12 30 22 ヲ を → 𛄚 2

7 7 ル → る 7 31 31 カ 𛀚 → か 1

8 8 タ 𛁠 → た 6 32 31 カ か → 𛀚 1

9 8 ノ の → 𛂜 6 33 31 コ 𛀸 → こ 1

10 8 ハ 𛂞 → 𛂣 6 34 31 シ 𛁈 → 𛁅 1

11 11 シ 𛁅 → 𛁈 5 35 31 ト → と 1

12 12 テ て → 𛁳 4 36 31 ナ な → 1

13 12 レ れ → 𛄀 4 37 31 ナ → 𛂄 1

14 14 ル → 3 38 31 ニ 𛂋 → に 1

15 14 ナ 𛂄 → 3 39 31 ネ 𛂔 → ね 1

16 14 ネ 𛂔 → 𛂗 3 40 31 ノ 𛂜 → の 1

17 14 ヤ 𛃝 → や 3 41 31 ノ 𛂛 → の 1

18 14 リ 𛃶 → り 3 42 31 ヒ ひ → 𛂯 1

19 14 リ り → 𛃶 3 43 31 ホ → 𛂻 1

20 14 ル → る 3 44 31 モ → 1

21 14 レ 𛄀 → れ 3 45 31 モ → 1

22 22 ケ け → 𛀳 2 46 31 ユ 𛃤 → 𛃥 1

23 22 サ 𛀾 → さ 2 47 31 ユ 𛃥 → 𛃤 1

24 22 ツ 𛁪 → つ 2 48 31 ラ ら → 𛃰 1

483

字体の変更 字体の変更



135 

  

 

   

表１０-４　別の仮名字体になるパターンごとの数の順位

馬琴　八犬伝③9-27（天保九）

通番 順位 仮名 数 通番 順位 仮名 数

1 1 ニ 𛂌 → 𛂋 347 24 24 カ 𛀚 → か 2

2 2 テ 𛁳 → て 203 25 24 タ 𛁠 → た 2

3 3 キ 𛀪 → き 59 26 24 ル る → 2

4 4 レ れ → 𛄀 57 27 27 コ 𛀸 → こ 1

5 5 ラ 𛃰 → ら 32 28 27 ス 𛁑 → 𛁏 1

6 6 ト と → 28 29 27 タ た → 𛁠 1

7 6 リ り → 𛃶 28 30 27 ツ 𛁪 → つ 1

8 8 ル → る 27 31 27 ツ 𛁭 → 𛁩 1

9 8 ハ 𛂣 → 𛂞 27 32 27 テ て → 𛁳 1

10 10 ス 𛁏 → 𛁑 22 33 27 ハ 𛂞 → 𛂣 1

11 11 シ 𛁅 → 𛁈 9 34 27 ハ 𛂞 → 𛂦 1

12 12 ヤ 𛃝 → や 8 35 27 ホ 𛂻 → 1

13 13 サ 𛀾 → さ 6 36 27 マ 𛃄 → ま 1

14 14 ネ 𛂔 → ね 5 37 27 マ 𛃅 → ま 1

15 15 カ か → 𛀚 4 38 27 ミ み → 𛃉 1

16 15 シ 𛁈 → 𛁅 4 39 27 モ → 1

17 15 ル → る 4 40 27 ユ ゆ → 𛃥 1

18 18 ス 𛁏 → す 3 41 27 リ 𛃶 → り 1

19 18 ツ 𛁪 → 𛁩 3 42 27 レ 𛄀 → れ 1

20 18 モ → 3 43 27 ヲ を → 𛄚 1

21 18 ラ ら → 𛃰 3 911

22 18 ル → 3

23 18 ヲ 𛄚 → を 3

字体の変更 字体の変更
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表１０-５　別の仮名字体になるパターンごとの数の順位

金水　明断録1-1（弘化四）
通番 順位 仮名 数 通番 順位 仮名 数

1 1 ナ 𛂁 → 103 29 29 ケ け → 𛀳 4

2 2 リ 𛃶 → り 51 30 30 コ こ → 𛀸 3

3 3 ヲ 𛄚 → を 39 31 30 ハ 𛂞 → 𛂣 3

4 4 ア 𛀄 → あ 34 32 32 シ 𛁅 → し 2

5 5 ニ 𛂌 → 𛂋 28 33 32 シ 𛁈 → 𛁅 2

6 6 ヲ を → 𛄚 27 34 32 シ 𛁅 → 𛁈 2

7 7 ニ 𛂋 → 𛂌 24 35 32 シ し → 𛁈 2

8 8 ル る → 23 36 32 ス す → 𛁏 2

9 9 レ 𛄀 → れ 21 37 32 ス 𛁏 → す 2

10 10 ハ 𛂣 → 𛂞 20 38 32 ツ つ → 𛁩 2

11 11 ト と → 13 39 32 ニ 𛂇 → 𛂋 2

12 12 キ き → 𛀪 12 40 32 ニ 𛂇 → 𛂌 2

13 12 テ て → 𛁳 12 41 32 マ 𛃄 → ま 2

14 12 ノ 𛂜 → の 12 42 32 ヤ や → 𛃝 2

15 15 ニ に → 𛂋 11 43 43 カ か → 𛀘 1

16 16 ナ な → 10 44 43 カ 𛀚 → か 1

17 17 シ し → 𛁅 9 45 43 ス 𛁑 → 𛁏 1

18 17 ル → る 9 46 43 ス 𛁑 → す 1

19 19 ス 𛁏 → 𛁑 8 47 43 ス 𛁏 → す 1

20 20 テ 𛁳 → て 7 48 43 ト → と 1

21 20 ネ 𛂗 → ね 7 49 43 ニ 𛂋 → に 1

22 20 ラ ら → 𛃰 7 50 43 ニ 𛂋 → 𛂇 1

23 23 ケ 𛀳 → け 6 51 43 ノ 𛂙 → の 1

24 23 ス す → 𛁑 6 52 43 マ 𛃅 → ま 1

25 23 レ れ → 𛄀 6 53 43 ル → 1

26 26 カ か → 𛀚 5 563

27 26 コ 𛀸 → こ 5

28 26 ラ 𛃰 → ら 5

字体の変更字体の変更
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複
数
種
の
仮
名
字
体
が
、
同
じ
拍
を
表
わ
す
だ
け
で
あ
れ
ば
同
価
値
の
字
体
な
の
で
あ
り
、
相
互
の
入
れ
替
え
は
自
由
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

稿
本
と
板
本
の
仮
名
字
体
の
入
れ
替
わ
り
の
頻
度
は
、
仮
名
ご
と
に
異
な
る
。
表
10
が
、
五
本
の
資
料
に
お
い
て
別
の
仮
名
字
体
に
な
る
パ
タ
ー
ン
ご
と
の

数
を
順
位
に
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
五
本
の
資
料
に
共
通
し
て
、
仮
名
字
体
の
入
れ
替
わ
り
が
起
こ
る
仮
名
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

〈
テ
〉【
て
】【

𛁳

】
と
〈
ニ
〉【

𛂋

】【

𛂌

】
は
そ
の
代
表
格
と
い
え
、
馬
琴
読
本
で
は
三
桁
に
の
ぼ
る
ほ
ど
こ
れ
ら
二
種
類
の
仮
名
字
体
が
入
れ
替
わ

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
〈
テ
〉
と
〈
ニ
〉
の
仮
名
字
体
は
字
母
を
同
じ
く
し
て
筆
順
・
画
数
な
ど
の
違
い
が
あ
る
仮
名
字
体
で
あ
る
。 

そ
の
一
方
で
、
字
母
を
同
じ
く
す
る
仮
名
字
体
に
お
い
て
も
、
入
れ
替
わ
り
の
数
が
少
な
い
も
の
が
あ
る
。〈
モ
〉
の
【

】【

】
は
、
稿
本
【

】→

板
本
【

】
の
入
れ
替
わ
り
が
質
屋
庫
に
1
例
、
八
犬
伝
②
に
1
例
、
稿
本
【

】→

板
本
【

】
の
入
れ
替
わ
り
が
八
犬
伝
③
に
み
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
。【

】
は
下
の
字
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
あ
る
た
め
、
語
末
や
助
詞
に
使
用
さ
れ
、【

】
は
上
下
の
文
字
と
連
綿
に
適
し
た
形
で
あ
る
た
め
、
非
語
末

に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
と
い
う
、
語
に
お
け
る
位
置
に
よ
っ
て
使
用
分
布
が
異
な
る
一
五

。
こ
う
し
た
、
連
綿
の
便
宜
に
よ
っ
て
使
用
位
置
が
固
定
化
し
て

い
る
場
合
は
、
大
き
な
入
れ
替
わ
り
が
起
き
に
く
い
の
で
あ
る
。
読
本
に
お
い
て
、〈
テ
〉〈
ニ
〉
の
用
例
は
主
と
し
て
助
詞
テ
と
ニ
を
占
め
る
。
同
じ
語
に

使
用
さ
れ
、
字
母
を
同
じ
く
す
る
仮
名
字
体
で
あ
る
〈
テ
〉【
て
】【

𛁳

】
と
〈
ニ
〉【

𛂋

】【

𛂌

】
は
、
書
き
手
に
お
い
て
区
別
し
て
書
く
仮
名
字
体
で
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

字
母
を
異
に
す
る
仮
名
字
体
に
な
る
パ
タ
ー
ン
で
は
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
③
に
稿
本
【
れ
】→

板
本
【

𛄀

】
の
異
同
の
順
位
が
高
い
こ
と
に

注
目
さ
れ
る
。
馬
琴
の
稿
本
で
は
【
れ
】
が
優
勢
で
あ
り
、【

𛄀

】
は
そ
れ
よ
り
も
少
な
い
傾
向
が
共
通
す
る
が
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
③
の
筆

耕
は
【
れ
】
と
同
等
か
、
あ
る
い
は
【
れ
】
を
上
回
っ
て
【

𛄀

】
を
使
用
し
て
い
る
。 

内
田
（
一
九
九
八
ｂ
）
の
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
の
稿
本
と
板
本
の
調
査
結
果
で
は
、
稿
本
の
〈
レ
〉
は
【
れ
】
の
み
で
書
か
れ
て
い
た
一
方
で
、
板
本
で
は

【
れ
】【

𛄀

】
の
両
方
が
使
用
さ
れ
る
一
六

。
ま
た
、
内
田
（
二
〇
〇
一
）
に
調
査
さ
れ
た
『
金
毘
羅
船
利
生
纜
』
前
半
部
に
お
い
て
は
、
稿
本
に
比
し
て
板
本

に
【

𛄀

】
で
書
か
れ
る
〈
レ
〉
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
内
田
氏
は
【

𛄀

】
を
「
板
本
の
表
記
に
特
徴
的
な
仮
名
字
体
と
捉
え
ら
れ
」
る
こ
と
を
指
摘
す
る

一
七

。
明
断
録
は
こ
の
傾
向
に
反
す
る
が
、
馬
琴
読
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
筆
耕
に
お
い
て
も
右
の
傾
向
が
確
認
で
き
た
と
い
え
よ
う
。 

八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
③
で
は
稿
本
【
り
】→

板
本
【

𛃶

】
の
異
同
の
順
位
が
高
く
、
特
に
八
犬
伝
①
の
板
本
で
は
、
そ
の
た
め
に
、【

𛃶

】
は
【
り
】
に

匹
敵
す
る
ほ
ど
の
使
用
数
が
多
い
。
明
断
録
で
は
、
稿
本
に
【
り
】
と
【

𛃶

】
が
同
等
に
書
か
れ
る
が
、
稿
本
【

𛃶

】→

板
本
【
り
】
の
異
同
が
多
く
、

板
本
で
は
【

𛃶

】
の
ほ
と
ん
ど
が
【
り
】
で
書
か
れ
る
。 
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八
犬
伝
②
の
〈
リ
〉
の
異
同
に
は
稿
本
【
り
】→

板
本
【

𛃶

】
、
稿
本
【

𛃶

】→

板
本
【
り
】
が
3
例
ず
つ
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
み
ら
れ
る
。 

  

・
稿
本
【
り
】→

板
本
【

𛃶

】（
振
り
仮
名
は
省
い
た
。
｜
は
行
移
り
を
表
わ
す
。
） 

 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

板
本 

這
里
よ
り

𛁅

て 
 

 
 

這
里
よ
｜

𛃶

𛁅

て 
 

（
四
丁
ウL

2

行
中→

四
丁
ウL

3

行
頭
） 

り

𛁳 
 

 
 

 
 

 
 

｜

𛃶

て 
 

 
 

 
 

（
八
丁
ウL

8

行
中→

八
丁
ウL

8

行
頭
） 

捺
り
て 

 
 

 
 

 
 

 

捺

𛃶

𛁳 
 

 
 

 
 

（
七
丁
オL

2

行
中→

七
丁
オL

2

行
中
） 

 

・
稿
本
【

𛃶

】→

板
本
【
り
】 

 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

板
本 

閃
｜

𛃶

と 
 

 
 

 
 

 

閃
り
と 

 
 

 
 

 

（
十
丁
ウL

5

行
頭→

十
丁
ウL

4

行
中
） 

承
知
仕
｜

𛃶

ぬ 
 

 
 

 

承
知
仕
り
ぬ 

 
 

 

（
十
一
丁
オL

6

行
頭→

十
一
丁
オL

6

行
中
） 

あ
ま
｜

𛃶

𛂋 
 

 
 

 

あ
ま
り

𛂋 
 

 
 

 
（
十
一
丁
ウL

1
1

行
頭→

十
一
丁
ウL

1
1

行
中
） 

  

八
犬
伝
②
の
【
り
】
と
【

𛃶

】
の
入
れ
替
わ
り
は
、
1
例
を
除
い
て
、
稿
本
の
行
中
の
〈
リ
〉
が
板
本
の
行
頭
に
位
置
し
た
と
き
に
【

𛃶

】
を
書
き
、

稿
本
の
行
頭
に
書
か
れ
た
【

𛃶

】
が
、
板
本
で
行
中
に
位
置
す
る
と
【
り
】
を
書
く
と
い
う
、
行
頭
に
特
別
な
仮
名
字
体
を
書
く
用
字
が
行
わ
れ
て
い
る
。

八
犬
伝
②
に
お
い
て
は
、
行
頭
に
お
け
る
用
字
が
右
の
〈
リ
〉
の
ほ
か
、〈
タ
〉〈
ネ
〉
に
も
行
頭
に
特
定
の
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
用
例

が
み
ら
れ
る
。 

  

・
稿
本
【

𛁠

】→

板
本
【
た
】（
濁
点
の
あ
る
仮
名
は
振
り
仮
名
を
付
し
た
） 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

板
本 

𛀸

ゝ
ろ
得

𛁠

れ
ど 

 
 

 
 

 

𛀸

ゝ
ろ
得
｜
た
れ
ど 

 

（
四
丁
ウL

1
0

行
中→

四
丁
ウL

1
0

行
頭
） 



139 

逗
留

𛁈

𛁠

り

𛁅

を 
 

 
 

 

逗
留

𛁈

｜
た
り

𛁅

を 
 

（
六
丁
ウL

6

行
中→

六
丁
オL

7

行
頭
） 

立

𛁠

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

立
｜
た

 
 

 
 

 
 

（
八
丁
ウL

7

行
中→

八
丁
ウL

7

行
頭
） 

名

𛁠

ゝ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
｜
だ
ゝ

 
 

 
 

 

（
九
丁
ウL

2

行
中→

九
丁
ウL

3

行
頭
） 

報

𛁠

れ

𛂞 
 

 
 

 
 

 
 

報
｜
た
れ

𛂞 
 

 

（
十
一
丁
オL

5

行
中→

十
一
丁
オL

6

行
頭
）
※
【

𛂞

】
に
は
濁
点
が
つ
く 

召
と
り

𛁠

れ
ど

 
 

 
 

 
 

召

り
た
れ
ど

 
 

 

（
十
一
丁
ウL

3

行
中→

十
一
丁
ウL

4

行
中
） 

  

・
稿
本
【

𛂔

】→
板
本
【
ね
】
【

𛂗

】 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

板
本 

索

𛂔

給

𛂞

𛃰

𛂞 
 

 
 

 
索
｜

𛂗

給

𛂞

𛃰

𛂞 

（
二
丁
ウL

1
1

行
中→

二
丁
ウL

1
1

行
頭
）
※
【

𛂞

】
に
は
濁
点
が
つ
く 

給

𛂞

𛂔

𛂞 
 

 
 

 
 

 
 

給

𛂞

｜
ね

𛂞 
 

 

（
三
丁
ウL

9

行
中→

三
丁
ウL

1
0

行
頭
）
※
【

𛂞

】
に
は
濁
点
が
つ
く 

遇

𛂔

𛂞 
 

 
 

 
 

 
 

 

遇

𛂗

𛂞

｜ 
 

 
 

（
六
丁
ウL

6

行
中→

六
丁
ウL

5

行
中
）
※
【

𛂞

】
に
は
濁
点
が
つ
く 

推
紈

𛂔

て 
 

 
 

 
 

 
 

 

推
紈
ね
て 

 
 

 
 

 

（
十
丁
オL

2

行
中→

十
丁
オL

2

行
中
） 

  

〈
タ
〉
は
八
犬
伝
③
に
お
い
て
も
、
板
本
で
は
行
頭
で
【
た
】
が
書
か
れ
て
い
る
。
稿
本
に
1
例
の
み
使
用
さ
れ
た
【
た
】
は
板
本
で
は
【

𛁠

】
で
書

か
れ
る
。
こ
の
用
例
は
、
行
頭
と
関
わ
り
は
な
い
。 

  

・
稿
本
【
た
】→

板
本
【

𛁠

】 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

板
本 

試
た
り 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

試

𛁠

り 
 

 
 

 

（
四
丁
オL

1
0

行
中→

四
丁
オL

1
1

行
中
） 

・
稿
本
【

𛁠

】→

板
本
【
た
】 

 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

板
本 

 

添

𛁠

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

添
｜
た
る 

 
 

 
 

（
十
三
丁
ウL

9

行
中→

十
三
丁
ウL

9

行
頭
） 
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𛀸

ゝ
ろ
｜
得

𛁠

り
。 

 
 

 

𛀸

ゝ
ろ
得
｜
た
り
。 

（
十
四
丁
オL

1
0

行
中→

十
四
丁
オL

1
0

行
頭
） 

  

〈
ネ
〉
に
つ
い
て
は
、
八
犬
伝
③
の
板
本
の
【

𛂔

】
は
す
べ
て
【
ね
】
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
行
頭
の
た
め
に
〈
ネ
〉
の
仮
名
字
体
を
【
ね
】
を
使
用

し
た
と
は
考
え
に
く
い
。 

 

以
上
は
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
み
に
み
ら
れ
た
行
頭
に
お
い
て
特
定
の
仮
名
字
体
を
書
く
と
い
う
用
字
で
あ
る
。
五
本
の
資
料
に
、
行
頭
で
あ
る
た
め

に
仮
名
字
体
を
書
き
換
え
て
い
る
と
み
ら
れ
た
の
は
、
〈
シ
〉
の
【

𛁅

】
【

𛁈

】
の
み
で
あ
る
。
一
部
の
用
例
を
次
に
挙
げ
る
。 

  

・
稿
本
【

𛁈

】→

板
本
【

𛁅

】
、
稿
本
【

𛁈

】→

板
本
【

𛁅

】 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

板
本 

質
屋
庫 

 
 

進

𛃰

𛁅

𛁠

り 
 

 
 

 

進
｜

𛁈

𛁠

り 
 

 
 

 
 

（
十
五
丁
オL

1

行
中→

十
四
丁
ウL

1
0

行
頭
） 

八
犬
伝
① 

 

な

𛀚

〳
〵

𛁅

う 
 

 
 

𛀚

〳
〵
｜

𛁈

う 

（
十
三
丁
オL

6

行
中→

十
三
丁
オL

7

行
頭
）
※
【

𛀚

】
に
は
濁
点
が
つ
く

八
犬
伝
② 

 

あ

𛃰

𛁏

｜

𛁈

𛁳 
 

 
あ

𛃰

𛁑

𛁅

て 

（
二
丁
オL

4

行
頭→

二
丁
オL

3

行
中
）
※
【

𛁏

】
【

𛁑

】
に
は
濁
点
が
つ
く 

 

八
犬
伝
③ 

 

臥
て
在
り

𛁅

𛀚

𛂞 
 

 

臥
て
在
り
｜

𛁈

𛀚

𛂞 

（
四
丁
オL

6

行
中→

四
丁
オL

7

行
頭
）
※
【

𛂞

】
に
は
濁
点
が
つ
く 

 

明
断
録 

 
 

做

𛁅

て 
 

 
 

 
 

 
 

做
｜

𛁈

て 
 

 
 

 
 

 
 

（
四
丁
オL

1
0

行
中→

四
丁
ウL

1

行
頭
） 

  

大
島
（
二
〇
〇
〇
）
に
は
、
行
頭
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
使
い
分
け
と
し
て
、
行
頭
の
〈
シ
〉
は
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
稿

本
の
行
頭
の
【

𛃶

】
が
、
板
本
の
行
中
に
移
っ
て
【
り
】
で
書
か
れ
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
る
。
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
で
調
査
さ
れ
た
「
八
犬
伝
」
は
八
犬
伝

②
と
同
じ
筆
耕
の
谷
金
川
が
担
当
す
る
一
八

。
し
か
し
、
〈
シ
〉
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
筆
耕
が
携
わ
っ
て
い
る
五
本
に
、
行
頭
に
お
け
る
用
字
が
み

ら
れ
、
注
目
に
値
す
る
。 

 

稿
本
の
仮
名
字
体
が
、
板
本
で
別
の
仮
名
字
体
に
な
る
数
が
非
常
に
少
な
い
も
の
の
、
意
図
し
て
仮
名
字
体
を
書
き
換
え
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
用
例

が
八
犬
伝
①
に
み
ら
れ
る
。
や
は
り
行
頭
で
の
仮
名
字
体
の
用
字
で
あ
る
が
、
横
列
に
同
じ
仮
名
が
並
ん
だ
場
合
と
、
語
の
途
中
で
丁
を
跨
い
で
行
移
り
す

る
場
合
で
あ
る
。 
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［
１
］
二
丁
ウL

4
-
6
 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

板
本 

｜

𛀪

。
・
・
・
・
・
・
・
興
｜ 

 
 

 

｜

𛀪

。
・
・
・
・
・
・
興
｜ 

｜

𛁅

。
・
・
・
物

𛂌

な
ん
。
｜ 

 
 

｜
な

𛁅

。
・
・
・
・
・
物

𛂌

｜ 

｜
遊

𛃉

𛁳 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｜

𛂁

ん
。 

［
２
］
十
二
丁
オL

5
-
6
 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

板
本 

｜
あ

𛃰

𛁏

や
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

｜
あ

𛃰

𛁑

や
。 

 

※
【

𛁏

】
【

𛁑

】
に
は
濁
点
が
つ
く 

｜
あ

𛃶

と 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｜

𛀄

𛃶

と 

 

［
３
］
十
六
丁
ウL

1
1

（-
L
1

） 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

板
本 

 
 

お
さ
め
て
｜ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お
さ
｜ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｜

𛃔

𛁳 

  

ま
た
、
行
末
に
も
、
同
じ
仮
名
字
体
が
横
一
列
に
並
ば
な
い
よ
う
に
し
た
変
字
法
か
と
思
わ
れ
る
仮
名
字
体
の
使
用
が
み
ら
れ
る
。 

 

［
４
］
十
二
丁
オL

2
-
L
4

行
末 

 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

板
本 

 
 

沼
藺

𛂣

｜ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

沼
藺
𛂞
｜ 

 

大
𛀚
𛁠
𛂞
｜ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
𛀚
𛁠

𛂣

｜ 

 
 

意
味
𛂞
｜ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

意
味
𛂞
｜ 
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［
１
］
の
用
例
で
は
、
稿
本
で
は
【

】
が
行
頭
二
行
に
隣
接
し
、
板
本
で
は
行
末
近
く
に
あ
っ
た
〈
ナ
〉
の
仮
名
を
行
頭
三
行
に
揃
え
て
【

】【
な
】

【

𛂁

】
と
字
体
を
変
え
て
い
る
。［
２
］
の
用
例
で
は
、
稿
本
で
は
行
頭
二
行
に
【
あ
】
が
隣
接
し
て
い
た
が
、
板
本
で
は
【
あ
】【

𛀄

】
と
字
体
を
変
え

て
い
る
。
調
査
範
囲
内
に
行
頭
で
同
じ
仮
名
が
並
ぶ
の
は
右
の
用
例
の
み
だ
が
、
行
頭
で
変
字
法
を
行
う
の
は
、
古
く
は
藤
原
俊
成
・
藤

原
定
家
が
行
っ
て
い
た
用
法
で
あ
る
一
九

。［
３
］
で
は
「
お
さ
め
て
」
の
行
頭
の
〈
メ
〉
が
た
だ
一
例
の
使
用
で
あ
る
【

𛃔

】
に
書
き
換

え
ら
れ
て
い
る
。
稿
者
は
、
八
犬
伝
①
の
筆
耕
に
よ
る
行
頭
・
行
末
の
［
１
］
［
２
］
［
４
］
に
挙
げ
た
用
字
は
、
装
飾
的
志
向
に
よ
る
も

の
と
考
え
る
。
な
お
、
小
松
（
二
〇
〇
六
）
に
は
御
物
本
『
更
級
日
記
』
の
表
記
に
つ
い
て
、「
心
も
と
な
き
ま
ゝ
に
と
う
し
ん
に
や
／

𛀰

し
ほ
と
け
を
」
と
行
末
・
行
頭
に
分
れ
て
い
る
「
薬
師
仏
」
の
語
の
表
記
を
指
し
て
、
複
雑
な
形
の
仮
名
字
体
が
前
行
の
末
尾
か
ら
続
く

語
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
ハ
イ
フ
ン
と
同
じ
機
能
を
持
つ
用
法
を
指
摘
す
る
二
〇

。
ハ
イ
フ
ン
と
同
じ
機
能
を
持
つ
か
は
さ
て
措
き
、
「
お

さ
め
て
」
の
例
は
、
こ
う
し
た
用
法
に
類
似
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
八
犬
伝
①
の
行
頭
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
用
字
に
関
し
て
は
、

古
い
平
仮
名
資
料
と
類
似
す
る
表
記
と
い
え
よ
う
。 

以
上
の
よ
う
に
、
稿
本
か
ら
板
本
の
清
書
過
程
で
一
部
の
仮
名
字
体
が
別
の
仮
名
字
体
に
な
る
ケ
ー
ス
に
は
、
行
頭
・
行
末
に
お
け
る

用
字
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
要
因
に
、
清
書
に
あ
た
っ
て
行
移
り
の
箇
所
が
ず
れ
る
の
が
常
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
表
11
に
、

各
資
料
の
調
査
範
囲
内
に
お
け
る
総
行
数
と
、
稿
本
と
板
本
と
で
一
致
す
る
数
を
示
し
た
。
資
料
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、

稿
本
と
板
本
と
が
文
の
同
じ
位
置
で
行
移
り
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
の
資
料
に
お
い
て
も
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
板
本
の
表
記
に
清
書
を

す
る
筆
耕
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
行
頭
・
行
末
は
馬
琴
の
稿
本
と
は
違
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
筆
耕
に
よ
っ
て
は
行
頭
・
行
末
の
仮

名
字
体
の
使
用
も
自
分
の
用
字
に
な
り
や
す
い
傾
向
が
あ
っ
た
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

 

七 

お
わ
り
に 

  

後
期
読
本
五
本
に
つ
い
て
、
仮
名
字
体
を
中
心
に
、
稿
本
と
板
本
の
表
記
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。 

ま
ず
、
稿
本
と
板
本
の
本
行
に
お
け
る
異
同
の
全
体
像
か
ら
、
漢
字
が
異
体
字
に
な
る
こ
と
や
、
漢
字
の
く
ず
し
の
度
合
い
が
変
わ
る
こ
と
、
漢
字
と
平

表１１　行総数と稿本と板本での行頭の一致

質屋庫 八犬伝① 八犬伝② 八犬伝③ 明断録

稿本 総行数　 252 312 225 271 199
22

8.73%
36

11.53%
14

6.22%
42

15.49%
59

29.64%
板本 総行数　 251 312 225 271 199

行頭一致
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仮
名
と
で
文
字
の
種
類
が
変
わ
る
こ
と
に
資
料
差
が
あ
る
こ
と
に
比
べ
、
仮
名
字
体
が
板
本
で
別
の
仮
名
字
体
に
な
る
こ
と
は
、
ど
の
資
料
に
も
10
～
18
％

は
み
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
稿
本
の
仮
名
字
体
が
板
本
で
別
の
仮
名
字
体
に
な
る
数
を
順
位
化
し
た
と
こ
ろ
、
数
の
多
い
も
の
と
少
数
の
も
の
と
が
あ

っ
た
。
同
じ
字
母
で
筆
順
・
画
数
が
異
な
る
仮
名
字
体
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
区
別
し
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
場
合
と
、
使
用
位
置
が
分
か
れ
て
い
る
た
め

に
、
異
同
が
ほ
ぼ
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
字
母
を
異
に
す
る
仮
名
字
体
の
場
合
、〈
レ
〉
の
【

𛄀

】
を
板
本
で
は
多
め
に
書
く
筆
耕
が
お
り
、
こ
れ
は

合
巻
の
稿
本
と
板
本
に
も
み
ら
れ
た
、
板
本
に
特
徴
的
な
表
記
が
確
認
で
き
た
。 

稿
本
の
仮
名
字
体
を
板
本
で
は
別
の
仮
名
字
体
で
書
く
場
合
、
行
頭
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
用
字
が
関
わ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
た
だ
し
、
装
飾
的
志
向

と
考
え
ら
れ
る
変
字
法
を
行
頭
・
行
末
で
行
い
、
そ
こ
に
稀
少
字
体
も
使
用
す
る
八
犬
伝
①
の
筆
耕
で
あ
る
千
形
仲
道
と
、
あ
る
仮
名
に
の
み
特
定
の
字
体

を
行
頭
に
使
用
す
る
傾
向
が
あ
る
八
犬
伝
②
の
谷
金
川
、
八
犬
伝
③
の
白
馬
台
音
成
と
で
は
表
記
志
向
が
異
な
る
よ
う
に
み
え
た
。
一
般
的
に
、
稿
本
か
ら

の
清
書
で
は
行
移
り
の
位
置
が
変
わ
る
こ
と
が
多
く
、
行
頭
・
行
末
に
お
け
る
用
字
を
行
う
都
合
か
ら
、
筆
耕
の
用
字
が
表
れ
や
す
い
位
置
か
と
考
え
ら
れ
、

読
本
の
仮
名
字
体
に
お
け
る
表
記
の
個
別
性
に
繋
が
っ
て
い
る
と
看
取
さ
れ
た
。 

 

仮
名
字
体
の
種
類
数
に
つ
い
て
は
、
八
犬
伝
③
の
稿
本
に
お
い
て
草
双
紙
並
で
あ
る
と
い
う
調
査
結
果
を
得
た
。
馬
琴
は
稿
本
の
執
筆
に
お
い
て
、
遅
い

時
期
の
読
本
ほ
ど
、
仮
名
字
体
の
選
択
・
用
字
の
装
飾
的
志
向
か
ら
脱
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

か
つ
て
仮
名
字
体
の
種
類
に
差
が
あ
っ
た
は
ず
の
一
作
家
の
読
本
と
草
双
紙
に
お
い
て
、
仮
名
字
体
の
種
類
が
同
等
化
す
る
こ
と
の
理
由
を
詳
し
く
論
ず

る
準
備
は
稿
者
に
は
な
い
。
読
本
の
仮
名
表
記
の
平
易
化
に
あ
た
る
だ
ろ
う
か
。
使
用
仮
名
字
体
の
減
少
は
、
近
世
期
の
史
的
変
遷
と
し
て
の
み
起
こ
っ
た

の
で
は
な
く
、
一
作
家
の
印
刷
物
の
表
記
の
問
題
と
し
て
実
態
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
二
一

。 

  

注 

一 

高
木
元
「
小
説
の
原
稿
料
」
（
高
木
氏
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
ふ
み
く
ら
』h

t
t
p
s
:
/
/
f
u
m
i
k
u
r
a
.
n
e
t
/
o
t
h
e
r
/
c
o
l
u
m
n
.
h
t
m
l

に
て
、
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文

学
』
第
四
巻
「
近
世
小
説
」
（
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年
）
、
一
九
九
八
年
増
補
の
記
事
を
参
照
） 

二 

内
田
（
一
九
九
八
ｃ
）
、
内
田
（
二
〇
〇
〇
） 
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三 

市
地
（
二
〇
一
三
）
で
は
馬
琴
の
読
本
と
合
巻
の
仮
名
字
母
の
種
類
を
比
較
し
、
画
数
の
多
い
字
母
が
読
本
に
は
多
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ほ
か
、
読

本
の
仮
名
字
体
に
関
し
て
は
、
市
地
（
二
〇
一
五
）
（
二
〇
一
六
ａ
）
に
お
い
て
、
そ
の
用
法
が
装
飾
的
で
あ
る
こ
と
、
稀
少
字
体
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し

た
。 

四 

個
人
が
所
蔵
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（h

t
t
p
:
/
/
b
a
s
e
1
.
n
i
j
l
.
a
c
.
j
p
/
~
t
k
o
t
e
n
/

）
で
は
、
少
な
く
と
も
確
認
で

き
な
い
。 

五 

鷦
鷯
貞
高
（
為
永
春
水
）
纂
述
『
絵
本
漢
楚
軍
談
』
は
初
輯
（
天
保
一
四
〈
一
八
四
三
〉
）
・
二
輯
（
弘
化
二
〈
一
八
四
五
〉
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
以
降

は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
三
輯
は
稿
本
の
み
が
残
り
、
天
理
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

六 

松
亭
金
水
（
寛
政
九
〈
一
七
九
七
〉
年-

文
久
二
〈
一
八
六
三
〉
年
）
は
、
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
（
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
武
藤
元
昭

氏
執
筆
項
目
）
に
よ
る
と
、
書
家
の
谷
金
川
の
弟
子
で
、
馬
琴
の
板
下
書
き
も
し
て
い
た
と
い
う
。
為
永
春
水
の
代
筆
な
ど
を
経
て
、
人
情
本
作
家
と
な
っ

た
。
馬
琴
の
死
後
、
読
本
『
朝
夷
嶋
巡
記
』
続
編
な
ど
を
執
筆
し
、
板
元
の
注
文
に
応
じ
た
執
筆
活
動
を
展
開
す
る
。
『
北
條
泰
時
明
断
録
』
に
は
「
松
亭

金
水
編
次
」
と
著
者
名
が
書
か
れ
、
板
元
の
注
文
に
応
じ
て
執
筆
し
た
作
品
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

七 

こ
れ
ら
の
稿
本
は
、
い
ず
れ
も
巻
之
五
の
裏
表
紙
に
稿
了
年
月
日
や
「
筆
福
硯
壽
」
「
大
吉
利
市
」
の
文
字
が
書
か
れ
た
、
筆
耕
に
渡
し
た
最
終
稿
と
目
さ

れ
る
。
比
較
す
る
板
本
は
、
馬
琴
の
も
の
に
つ
い
て
は
初
版
本
相
当
と
さ
れ
て
い
る
本
と
し
た
。 

八 

大
島
（
二
〇
〇
〇
）
の
調
査
資
料
は
八
犬
伝
②
と
同
じ
谷
金
川
が
筆
耕
で
あ
る
が
、
仮
名
字
体
の
使
用
分
布
の
詳
細
な
数
量
は
明
ら
か
で
な
い
ほ
か
、
調
査

範
囲
が
一
〇
丁
分
で
あ
り
、
今
回
と
範
囲
が
異
な
る
。
別
の
巻
で
も
同
様
の
書
き
方
を
行
っ
て
い
る
の
か
再
確
認
す
る
意
味
も
含
め
、
今
回
は
注
九
に
記
載

し
た
通
り
に
調
査
資
料
を
改
め
て
選
定
し
、
調
査
を
行
う
。 

九 

『
八
犬
伝
』
の
稿
本
は
、
第
四
輯
巻
之
三
・
四
の
二
冊
と
、
丁
子
屋
平
兵
衛
に
板
元
が
移
っ
た
第
八
輯
以
降
の
四
十
六
冊
分
が
残
る
。
そ
の
中
で
、
八
犬
伝
の

第
八
輯
巻
之
二
を
資
料
に
選
ん
だ
理
由
は
、
筆
耕
と
彫
り
師
の
組
み
合
わ
せ
に
あ
る
。
第
八
輯
巻
之
二
の
筆
耕
を
担
当
し
て
い
る
谷
金
川
は
、
全
百
六
冊
に
の

ぼ
る
八
犬
伝
の
う
ち
、
美
濃
屋
甚
三
郎
、
丁
子
屋
平
兵
衛
に
板
元
が
変
わ
っ
て
以
降
の
六
十
冊
に
携
わ
っ
て
お
り
、
彫
り
師
の
横
田
守
は
同
じ
く
十
四
冊
の
彫

刻
を
担
当
し
た
。
両
者
は
最
も
担
当
箇
所
が
多
く
、
そ
の
担
当
箇
所
も
重
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
八
犬
伝
を
通
し
て
最
も
よ
く
あ
る
組
み
合
わ
せ
の
出
版
従

事
者
に
よ
る
文
字
の
変
動
を
確
認
で
き
る
資
料
と
考
え
た
（
彫
り
師
の
主
た
る
影
響
は
、
版
面
の
文
字
の
書
風
に
表
れ
る
と
考
え
る
）
。
こ
の
筆
耕
を
軸
と
し
、

別
の
筆
耕
が
担
当
し
た
箇
所
と
し
て
比
較
可
能
な
九
輯
巻
之
二
十
七
、
四
輯
巻
之
三
を
選
択
し
た
。 

一
〇 

矢
野
（
一
九
九
四
）
（
一
九
九
五
）
に
一
九
黄
表
紙
の
漢
字
使
用
実
態
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
考
で
は
く
ず
し
の
程
度
に
は
言
及
し
て
い
な
い

が
、
「
事
」
「
也
」
「
思
」
が
頻
出
漢
字
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
矢
野
氏
論
考
の
調
査
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
奇
妙
頂
礼
胎
錫
杖
』
（
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ンh

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
d
l
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
i
n
f
o
:
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
9
8
9
2
8
0
1
 

二
〇
一
九
年
九
月
十
一
日
参
照
）
の
「
也
」
を
確
認
す
る
と
、
馬
琴

読
本
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
、
図
１
に
掲
載
し
た
略
書
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。 
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一
一 

岡
田
真
澄
『
仮
名
考
』
（
文
政
五
〈
一
八
二
二
〉
年
）
は
、
各
音
の
平
仮
名
の
代
表
的
な
仮
名
字
体
を
挙
げ
、
字
源
で
あ
る
字
母
と
反
切
、
字
母
の
く
ず
し

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
記
し
た
仮
名
の
研
究
書
で
あ
る
。
〈
マ
〉
に
は
【
ま
】
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、
字
母
の
く
ず
し
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
説
明
に

「
【

𛃄

】
な
と
古
人
書
り
」（
下
ノ
十
七
、
勉
誠
社
文
庫
89
、
一
九
八
一
年
、p

.
1
5
3

（
底
本
：
国
立
国
会
図
書
館
本
）
）
と
あ
る
。
代
表
字
（
主
用
）
が
【
ま
】

と
い
う
認
識
が
、
す
べ
て
の
書
き
手
に
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
が
、
他
の
多
く
の
板
本
に
も
【
ま
】
は
使
用
さ
れ
、【

𛃄

】
は
使
用
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
「
末
」
を
字
母
と
す
る
仮
名
字
体
に
お
い
て
も
【
ま
】
が
よ
り
一
般
的
な
仮
名
字
体
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
『
仮
名
考
』
で
は
〈
モ
〉

の
「
毛
」
が
字
母
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
は
【

】
を
代
表
字
と
し
て
は
お
ら
ず
、〈
マ
〉
よ
り
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
様
々
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。 

一
二 

【

𛁑

】
を
使
用
し
な
い
資
料
に
赤
本
（
久
保
田
一
九
九
五
ｂ
）
、
滑
稽
本
『
浮
世
風
呂
』
（
久
保
田
一
九
九
七
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
【

𛂣

】
は
赤
本
（
久
保

田
一
九
九
五
ｂ
）
、
合
巻
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
（
内
田
一
九
九
八
ｃ
）
、
十
返
舎
一
九
の
黄
表
紙
（
矢
野
一
九
九
〇
）
、
滑
稽
本
『
浮
世
風
呂
』
（
久
保
田
一
九

九
七
）
に
は
使
用
さ
れ
な
い
。
行
数
な
ど
文
章
形
式
が
整
っ
た
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
を
調
査
し
た
坂
（
二
〇
一
六
）
で
は
『
醒
睡
笑
』
（
寛
永
五
〈
一
六

二
八
〉
年
）
、
『
浮
世
親
仁
形
気
』
（
享
保
五
〈
一
七
二
〇
〉
年
）
『
英
草
紙
』
（
寛
延
二
〈
一
七
四
九
〉
年
）
、
『
雨
月
物
語
』
（
安
永
五
〈
一
七
七
六
〉
年
）
、

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
（
享
和
二
〈
一
八
〇
二
〉-

文
化
十
一
〈
一
八
一
四
〉
年
）
、
『
北
越
雪
譜
』
（
天
保
八
〈
一
八
三
七
〉
年
）
で
は
【

𛁑

】
と
【

𛂣

】

（
『
浮
世
親
仁
形
気
』
は
な
し
）
の
使
用
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

一
三 

坂
（
二
〇
一
六
）
で
の
調
査
さ
れ
た
、
『
醒
睡
笑
』
『
雨
月
物
語
』
の
〈
ホ
〉
は
【

𛂻

】
【
ほ
】
の
使
用
数
が
【

】
を
上
回
る
。
し
か
し
、
調
査
が
及
ん

で
い
る
戯
作
で
は
、
読
本
を
除
き
、
【

】
が
主
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
と
い
っ
て
よ
い
。 

一
四 

八
犬
伝
②
の
筆
耕
は
『
金
毘
羅
船
利
生
纜
』
の
後
半
部
を
担
当
し
た
谷
金
川
で
あ
り
、『
金
毘
羅
船
利
生
纜
』
に
お
い
て
も
同
じ
く
【

𛃄

】
の
仮
名
字
体
を

す
べ
て
【
ま
】
で
書
い
て
い
る
こ
と
が
内
田
（
二
〇
〇
〇
）
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

一
五 

玉
村
（
一
九
九
四
）p

p
.
1
9
9
-
2
0
0

、
久
保
田
（
一
九
九
七
）p

.
8
4 

一
六 

内
田
（
一
九
九
八
ｃ
）p

.
2
2 

一
七 

内
田
（
二
〇
〇
〇
）p

p
.
1
5
1
-
1
5
2
 

一
八 

〈
シ
〉
の
行
頭
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
使
い
分
け
は
大
島
（
二
〇
〇
〇
）p

.
2
3

、
〈
リ
〉
に
つ
い
て
は
同
論
文p

.
2
4

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
〈
リ
〉

に
つ
い
て
は
内
田
（
一
九
九
八
ｂ
）
に
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
の
稿
本
の
行
中
に
位
置
し
た
〈
リ
〉
３
例
が
、
板
本
の
行
頭
で
は
す
べ
て
【

𛃶

】
で
書
か

れ
、
や
は
り
行
頭
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
使
い
分
け
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

一
九 

小
松
（
二
〇
〇
六
）p

p
.
1
4
0
-
1
4
2

、
迫
野
（
一
九
七
四
）p

p
.
4
0
-
4
1

、
伊
坂
（
一
九
八
八
）p

p
.
6
3
-
6
5

な
ど
に
指
摘
さ
れ
る
。 

二
〇 

小
松
（
二
〇
〇
六
）p

.
1
4
2
 

二
一 

矢
田
（
二
〇
〇
八
）p

p
.
4
2
-
4
3

に
は
、
一
八
〇
〇-

一
八
五
〇
年
代
の
娯
楽
小
説
の
板
面
が
、
ジ
ャ
ン
ル
の
垣
根
を
越
え
て
類
似
し
た
字
形
が
共
通
し
て
使
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用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
時
期
に
フ
ォ
ン
ト
化
の
進
行
が
進
ん
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
と
関
連
し
た
留
意
点
と
し
て
、
馬
琴
読
本
の
稿
本

に
お
い
て
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
に
対
し
、
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
稿
本
で
は
、
漢
字
・
仮
名
両
方
に
お
い
て
、
一
文
字
一
文
字
が
均
一
化
し
た
文
字
で
表

記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
フ
ォ
ン
ト
化
の
進
行
」
は
、
仮
名
字
体
の
種
類
の
草
双
紙
と
同
一
化
と
と
も
に
、
一
作
家
の
稿
本
に
お
い
て

起
こ
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
商
業
的
な
整
版
印
刷
物
の
表
記
の
画
一
化
が
作
家
自
筆
稿
本
に
お
い
て
進
ん
で
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 
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第
六
章 

馬
琴
読
本
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
に
お
け
る
使
用
傾
向
の
変
化 

 

一 

は
じ
め
に 

  

近
世
期
に
お
け
る
仮
名
字
体
一

の
使
用
実
態
の
研
究
で
は
、
作
品
や
作
家
ご
と
の
使
用
実
態
二

、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の
仮
名
字
体
の
種
類
の
違
い
三

、
稿
本
と

板
本
の
比
較
に
よ
る
作
家
と
筆
耕
の
表
記
の
違
い
四

等
、
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
は
【

𛁅

】
五

が
非
語
頭
、

【

𛁈

】
が
語
頭
と
い
う
多
く
の
資
料
に
共
通
す
る
使
用
傾
向
及
び
、
行
頭
に
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
、
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
仮

名
字
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
馬
琴
読
本
の
仮
名
字
体
に
関
す
る
研
究
を
見
比
べ
る
と
、
作
品
に
よ
っ
て
行
頭
の
【

𛁈

】
の
使
用
傾
向
に
若
干
の
違
い
が
見

受
け
ら
れ
る
。
安
定
的
な
使
用
傾
向
を
持
つ
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
は
、
使
用
傾
向
が
報
告
さ
れ
る
の
み
で
等
閑
視
さ
れ
が
ち
だ
が
、
馬
琴
読
本
に
は
作
家
自

筆
稿
本
と
板
本
が
豊
富
に
残
る
た
め
、
作
家
や
筆
耕
が
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
な
表
記
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
差
異
の
要
因
を
追
究

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
馬
琴
読
本
の
時
期
の
異
な
る
複
数
本
の
自
筆
稿
本
と
、
複
数
名
の
筆
耕
に
よ
る
板
本
を
資
料
と
し
、
〈
シ
〉
の

仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
の
差
異
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
、
そ
の
要
因
を
詳
細
化
す
る
。 

 

二 

問
題
の
所
在 

 

曲
亭
馬
琴
は
、
板
行
に
あ
た
っ
て
誤
り
が
発
生
す
る
仮
名
表
記
に
つ
い
て
、
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
初
輯
第
二
篇
巻
之
一
（
文
化
一
四
〈
一
八
一
七
〉
年
）
の
前
書

き
六

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

 

作
者

さ
く
し
や

と
い
へ
ど
も
。
坐

そ
ゞ
ろ

に
謬

あ
や
ま

る
。
作
者

さ
く
し
や

ま
づ

謬
あ
や
ま
り

て
。
傭
書

よ
う
し
よ

画
工

ぐ
わ
こ
う

謬
あ
や
ま

る
。
書
画

し
よ
ぐ
わ

謬
あ
や
ま
り

て
。
棗
人

そ
う
じ
ん

又ま
た

謬
あ
や
ま

る
。
（
中
略
）
ゑ 

え
を
へ
と
し
。
ひ 

ゐ
を

い
と
し
。
【

𛁈

】
も
じ
を
【

𛁅

】
と
し
。
【

𛂦

】 

【

𛂣

】
を
【

𛂞

】
と
す
。
［
よ
ろ
づ
を
よ
ろ
ず
と
す
る
の
類

た
ぐ
ひ

亦ま
た

多お
ほ

し
］
【

𛁈

】 

【

𛁅

】
は

義ぎ

に
お
い
て
違た

が

ざ
れ
ど
も
。
【

𛁈

】
は
上か

み

に
お
く
の
假
字

か

な

。
【

𛁅

】
は
下し

も

に
つ
く
假
字

か

な

也
。
【

𛂦

】 

【

𛂞

】
も
亦ま

た

こ
れ
に
同お

な

じ
。 

 

仮
名
遣
い
と
並
べ
て
、
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
前
書
き
に
は
、
〈
シ
〉
と
〈
ハ
〉
の
仮
名
字
体
が
み
え
、
今
回
取
り
上
げ
る



148 

〈
シ
〉
は
「
【

𛁈

】
は
上
」「
【

𛁅

】
は
下
」
と
使
用
位
置
の
認
識
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
七

。
こ
れ
は
、
一
部
の
歌
学
書
・
仮
名
遣
書
八

に
、「
上
」
な
い

し
は
「
か
し
ら
」
と
し
て
【

𛁈

】
、
「
下
」
な
い
し
は
「
か
し
ら
に
か
ゝ
さ
る
」
も
の
と
し
て
【

𛁅

】
が
挙
げ
ら
れ
る
の
と
共
通
す
る
。 

〈
シ
〉
の
【

𛁅

】【

𛁈

】
は
平
仮
名
資
料
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
で
、
実
態
調
査
で
は
、
次
の
使
用
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。 

 

 

１ 

語
に
お
け
る
使
用
位
置 

【

𛁈

】
が
語
頭
や
形
態
素
頭
に
使
用
さ
れ
、
【

𛁅

】
が
非
語
頭
、
も
し
く
は
使
用
位
置
に
制
限
な
く
使
用
さ
れ
る
。
多

く
の
場
合
、
語
頭
に
は
【

𛁈

】
が
優
勢
的
に
使
用
さ
れ
る
九

。 

 

２ 

行
に
お
け
る
使
用
位
置 

行
頭
に
【

𛁈

】
が
偏
る
傾
向
が
あ
る
一
〇

。 

 

１
は
中
世
の
韻
文
・
散
文
ほ
か
書
状
や
、
近
世
期
の
板
本
等
に
広
く
確
認
さ
れ
、
仮
名
字
体
を
一
音
一
字
に
定
め
た
明
治
三
三
〈
一
九
〇
〇
〉
年
の
小
学

校
令
に
際
し
て
【

𛁅

】【

𛁈

】
の
使
用
位
置
を
区
別
し
て
残
す
意
見
も
あ
っ
た
一
一

ほ
ど
、
表
記
習
慣
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
一
方
で
、
２
の
行
頭
に
【

𛁈

】

が
偏
る
の
は
、
近
世
期
だ
と
宗
綱
筆
『
土
左
日
記
』（
慶
長
五
〈
一
六
〇
〇
〉
年
）
、
咄
本
『
鹿
の
子
餅
』（
明
和
九
〈
一
七
七
二
〉
年
）
、
人
情
本
『
春
色
梅
児
誉
美
』

（
天
保
三
〈
一
八
三
二
〉
年
）
な
ど
、
一
部
の
資
料
に
限
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
一
二

。 

さ
て
、
馬
琴
の
自
筆
資
料
や
板
本
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
先
行
研
究
に
目
を
向
け
た
い
。
馬
琴
の
書
簡
や
日
記
、

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
八
輯
巻
之
一
（
天
保
三
〈
一
八
三
三
〉
年
）
の
自
筆
稿
本
・
板
本
と
い
っ
た
、
自
筆
資
料
を
中
心
と
し
て
仮
名
字
体
を
調
査
し
た
大
島

（
二
〇
〇
〇
）
で
は
、【

𛁅

】
が
非
語
頭
、【

𛁈

】
が
語
頭
・
形
態
素
頭
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
、
八
犬
伝
稿
本
・
板
本
の
み
に

み
ら
れ
る
使
用
傾
向
と
し
て
、
行
頭
に
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
稿
本
で
、
通
常
【

𛁅

】
を
使
用
す
る
語
中
の
〈
シ
〉

が
行
頭
に
位
置
す
る
と
【

𛁈

】
が
書
か
れ
、
板
本
で
行
中
に
位
置
が
移
る
と
【

𛁅

】
が
書
か
れ
る
。
ま
た
、
稿
本
の
行
中
お
け
る
語
中
の
【

𛁅

】
が
板
本

で
行
頭
に
位
置
す
る
と
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
馬
琴
及
び
板
本
の
清
書
を
行
っ
た
筆
耕
は
、
読
本
の
表
記
に
【

𛁈

】
を
語
頭
と
行
頭
の
両

方
に
使
用
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
分
か
る
。 

板
本
の
仮
名
字
体
の
使
用
実
態
に
つ
い
て
は
、
読
本
『
月
氷
竒
縁
』
巻
之
一
（
文
化
二
〈
一
八
〇
五
〉
年
）
、『
椿
説
弓
張
月
』
前
篇
巻
之
一
（
文
化
四
〈
一
八
〇

七
〉
年
）
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
巻
之
一
（
文
化
一
一
〈
一
八
一
五
〉
年
）
の
調
査
を
し
た
市
地
（
二
〇
一
五
）
が
あ
り
、【

𛁅

】
が
非
語
頭
、【

𛁈

】
が
語
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頭
・
形
態
素
頭
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
は
あ
っ
た
も
の
の
、【

𛁈

】
が
行
頭
に

使
用
さ
れ
る
傾
向
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
一
三

。
な
お
、
合
巻
『
金
毘
羅
船
利

生
纜
』（
文
政
一
二
〈
一
八
二
九
〉
年
）
の
稿
本
と
板
本
を
比
較
調
査
し
、
筆
耕

の
仙
橘
・
谷
金
川
二
名
の
表
記
態
度
に
注
目
し
た
内
田
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
、

特
別
〈
シ
〉
の
使
用
傾
向
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
く
、
行
頭
で
語
中
の
〈
シ
〉

が
【

𛁈

】
で
書
か
れ
る
と
い
う
報
告
も
な
い
一
四

。 

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
馬
琴
読
本
の
行
頭
に
お
け
る
【

𛁈

】
で
あ

る
（
合
巻
は
読
本
と
体
裁
・
表
記
体
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
本
稿
で
は
検
討
対
象
を

読
本
に
絞
る
）
。
馬
琴
の
言
と
、
先
行
研
究
に
お
け
る
馬
琴
読
本
の
【

𛁈

】
の

使
用
傾
向
を
時
系
列
順
に
並
べ
る
と
表
１
の
通
り
に
な
る
。
語
頭
に
お
け
る
【

𛁈

】
の
使
用
傾
向
は
馬
琴
読
本
に
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
行
頭
に
お
け

る
【

𛁈

】
の
使
用
は
、
八
犬
伝
第
八
輯
巻
之
一
に
の
み
確
認
さ
れ
て
い
る
。「
【

𛁈

】
は
上
」「
【

𛁅

】
は
下
」
と
い
う
言
は
馬
琴
自
筆
の
書
簡
・
日
記
、
読

本
に
共
通
す
る
【

𛁈

】
を
語
頭
、【

𛁅

】
を
非
語
頭
と
す
る
語
に
お
け
る
使
用
位
置
の
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
行
頭
も
「
上
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
「
【

𛁈

】
は
上
」
と
い
う
使
用
位
置
が
、
語
頭
及
び
行
頭
と
い
う
認
識
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
八
犬
伝
第
八
輯
巻
之
一
の
時
点
で
は
作
者
・

筆
耕
の
両
者
が
行
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
も
の
の
、
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
・
八
犬
伝
肇
輯
巻
之
一
（
三
本
と
も
稿
本
が
現
存
し
な
い
）
の
筆
耕
は
、
行
頭
に

【

𛁈

】
を
使
用
す
る
と
い
う
用
字
を
行
わ
な
か
っ
た
一
五

、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
【

𛁈

】
は
上
」
に
該
当
し
た
の
が
語
頭
の
み
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
馬
琴

は
八
犬
伝
第
八
輯
巻
之
一
ま
で
の
期
間
で
、
行
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
は
あ
ま
り
に

多
く
の
資
料
に
共
通
す
る
た
め
、
よ
く
あ
る
使
用
傾
向
が
当
て
は
ま
れ
ば
そ
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
の
み
と
な
り
が
ち
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
馬
琴
読
本
に

お
け
る
使
用
傾
向
の
差
異
が
何
に
基
づ
く
の
か
追
究
す
る
こ
と
で
、
板
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
用
字
の
実
際
を
詳
細
化
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
わ
れ

る
。 以

上
の
馬
琴
や
筆
耕
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
解
き
明
か
す
に
は
、
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
の
調
査
資
料
以
前
・
以
後
の
稿
本
が
残
る
読

本
に
調
査
範
囲
を
広
げ
、
馬
琴
及
び
筆
耕
が
〈
シ
〉
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
仮
名
字
体
の
用
字
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
馬
琴
読
本

に
は
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
文
化
一
一-

天
保
一
三
〈
一
八
四
二
〉
年
）
等
に
数
十
年
に
渡
る
稿
本
が
残
り
、
板
本
に
は
担
当
す
る
筆
耕
が
分
明
な
も
の
が
残
存

八
犬
伝

八
輯
巻
之
一

朝
夷
巡
嶋
記

八
犬
伝

肇
輯
巻
之
一

弓
張
月

月
氷
竒
縁

作
品

○ ○ ○ ○

語
頭

【
𛁈

】

○ × × ×

行
頭

【
𛁈

】

谷
金
川

千
形
仲
道

不
明

不
明

筆
耕

天
保
三
年

〈
一
八
三
三

〉

文
化
一
四
年

〈
一
八
一
七

〉

文
化
一
一
年

〈
一
八
一
四

〉

文
化
四
年

〈
一
八
〇
七

〉

文
化
二
年

〈
一
八
〇
五

〉

年

【
𛁈

】
は
上
に
お
く
の
假
字

。

【
𛁅

】
は
下
に
つ
く
假
字
也

。

表１　先行研究における馬琴読

本の【𛁈】
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す
る
。
調
査
で
は
そ
う
し
た
中
か
ら
時
期
の
異
な
る
自
筆
稿
本
と
、
筆
耕
が
異
な
る
板
本
に
調
査
資
料
を
絞
り
、
ま
ず
作
家
と
複
数
名
の
筆
耕
に
お
け
る

〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
の
傾
向
を
把
握
し
、
各
資
料
の
使
用
傾
向
に
差
異
が
あ
る
か
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向

に
時
期
的
な
変
化
が
あ
る
の
か
、
筆
耕
に
よ
っ
て
表
記
に
違
い
が
あ
る
の
か
、
具
体
的
な
用
例
か
ら
要
因
の
検
討
を
行
う
。 

  
 

 
 

三 
馬
琴
読
本
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向 

三-

一 
調
査
資
料 

 

 

調
査
に
あ
た
り
、
表
２
の
読
本
五
本
の
稿
本
と
板
本
を
調
査
資
料
と
し
た
一
六

。
曲
亭
馬
琴
の
読
本
は
『
昔
語
質
屋
庫
』
と
、
長
期
に
渡
っ
て
執
筆
が
続
い

た
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
か
ら
第
四
輯
巻
之
三
（
八
犬
伝
①
）
、
第
八
輯
巻
之
二
（
八
犬
伝
②
）
、
第
九
輯
巻
之
二
七
（
八
犬
伝
③
）
を
選
出
し
た
。
こ
れ
ら

は
制
作
時
期
及
び
、
筆
耕
一
七

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
一
八

資
料
で
あ
る
。
ま
た
比
較
資
料
に
松
亭
金
水
一
九

の
『
北
條
泰
時
明
断
録
』
を
加
え
た
二
〇

（
本
稿
で
は
資

料
を
傍
線
部
の
略
称
で
呼
ぶ
）
。
明
断
録
の
筆
耕
は
不
明
だ
が
、
稿
本
で
は
〈
ア
〉
の
仮
名
字
体
の
大
半
に
【

𛀄

】（
〈
ア
〉
36
例
中
32
例
）
が
使
用
さ
れ
る
も

北
條
泰
時
明
断
録

ほ
う
で
う
や
す
と
き
め
い
だ
ん
ろ
く

昔
語
質
屋
庫

む
か
し
か
た
り
し
ち
や
の
く
ら

調
査
資
料

第
一
輯

巻
之
一

第
九
輯

巻
之
二

七 第
八
輯

巻
之
二

第
四
輯

巻
之
三

巻
之
一

第
一
回

一
丁
オ
～

一

二
丁
オ
L
2

第
一
四
二
回

一
丁
オ
～

一

四
丁
オ

第
七
六
回

一
丁
オ
～

一

二
丁
オ

第
三
五
回

一
丁
オ
～

一

七
丁
オ

第
二

一
三
丁
ウ
～

二
六
丁
ウ

明
断
録

八
犬
伝
③

八
犬
伝
②

八
犬
伝
①

質
屋
庫

略
称

松
亭
金
水

し
よ
う
て
い
き
ん
す
い

著
者

不
明

白
馬
台
音

成 谷
金
川

千
形
仲
道

嶋
岡
節
亭

鈴
木
武
筍

筆
耕

不
明

森
田
甲

横
田
守

中
村
喜

作 山
崎
庄

九
郎

彫
り
師

河
内
屋

佐
助

丁
子
屋

平
兵
衛

丁
子
屋

平
兵
衛

山
崎
平

八 河
内
屋

太
助

板
元

稿
了
年
・
発
行
年
不
明

弘
化
四
〈

一
八
四
七
〉

年
序

天
保
九
〈

一
八
三
九
〉

年
五
月

天
保
一
〇
〈

一
八
四
〇
〉

年
正
月

天
保
二
〈

一
八
三
二
〉

年
一
二
月

天
保
三
〈

一
八
三
三
〉

年
五
月

文
政
三
〈

一
八
二
〇
〉

年
六
月

文
政
三
〈

一
八
二
〇
〉

年
一
一
月

文
化
七
〈

一
八
一
一
〉

年
七
月

文
化
七
〈

一
八
一
一
〉

年
一
一
月

稿
了
年
・
発
行
年

表２　調査資料と調査範囲

南
総
里
見
八
犬
伝

な
ん
そ
う
さ
と
み
は
っ
け
ん
で
ん

調
査
範
囲

曲
亭
馬
琴

き
ょ
く
て
い
ば
き
ん



151 

の
の
、
板
本
で
は
す
べ
て
【

あ

】（
〈
ア
〉
36
例
中
36
例
）
に
書
き
換
え
ら
れ
る
な
ど
の
違
い
が
あ
り
、
筆
耕
の
清
書
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上

に
よ
り
、
二
名
の
作
家
の
自
筆
と
、
五
名
の
清
書
の
あ
り
方
か
ら
仮
名
字
体
の
用
字
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
調
査
範
囲
は
小
説
一
章
節
分
（
一
一

丁
半
～
一
六
丁
半
分
）
と
し
、
そ
こ
に
出
現
す
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
種
類
と
使
用
数
及
び
用
例
に
基
づ
い
て
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
の
検
討
を
行
っ
た

二
一

。 

 

三-

二 

〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向 

 

最
初
に
、
五
本
の
資
料
か
ら
、
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
種
類
、

全
用
例
数
及
び
、
使
用
分
布
を
み
て
い
き
た
い
。
表
３
に
は
各
資

料
に
お
け
る
稿
本
と
板
本
の
仮
名
字
体
ご
と
の
使
用
数
、
語
に
お

け
る
使
用
位
置
の
分
布
二
二

、
調
査
範
囲
内
で
の
行
頭
の
〈
シ
〉
の

仮
名
字
体
の
使
用
数
を
ま
と
め
て
い
る
。
な
お
、
使
用
位
置
の
分

類
の
う
ち
「
複
合
語
下
接
部
頭
」
は
形
態
素
頭
に
あ
た
る
。 

ま
ず
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
種
類
は
、
五
本
の
資
料
す
べ
て
に

【

𛁅

】【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
、
更
に
、
質
屋
庫
・
明
断
録
に
は
前

の
文
字
を
囲
む
よ
う
に
書
か
れ
る
【

し

】
も
使
用
さ
れ
る
。
使

用
数
は
、
全
資
料
に
お
い
て
【

𛁅

】
の
仮
名
字
体
が
最
も
多
く
、

主
用
字
体
と
い
え
る
。 

次
に
行
頭
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
、
表
３
［
行
頭
計
］
よ
り

確
認
す
る
。
ま
ず
馬
琴
の
自
筆
稿
本
の
う
ち
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝

①
で
は
行
頭
に
【

𛁅

】
【

𛁈

】
の
両
方
を
書
く
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
稿
本
で
は
【

𛁈

】
の
み
を

表３　〈シ〉の仮名字体の使用分布

語頭
複合語

下接部頭
語中

複合語
上接部末

語末 文節中 文節末

𛁅 209 2 2[0] 32[0] 23[0] 4[0] 58[0] 43[1] 47[1]
𛁈 57 8 42[4] 12[2] 0[0] 0[0] 0[0] 3[2] 0[0]
し 18 0 0[0] 0[0] 0[0] 2[0] 7[0] 6[0] 2[0]
𛁅 187 1 2[0] 34[1] 21[0] 2[0] 48[0] 40[0] 40[0]
𛁈 55 3 42[1] 10[1] 0[0] 1[0] 1[1] １[0] 0[0]
し 42 0 0[0] 0[0] 3[0] 3[0] 16[0] 11[0] 9[0]

𛁅 289 2 0[0] 24[0] 47[0] 9[0] 100[0] 47[0] 63[2]
𛁈 25 2 21[1] 3[0] 1[1] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0]
𛁅 289 8 0[0] 24[0] 47[0] 9[0] 100[0] 47[5] 63[3]
𛁈 25 3 21[2] 3[0] 1[1] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0]

𛁅 265 0 9[0] 12[0] 25[0] 4[0] 78[0] 64[0] 73[0]
𛁈 16 2 9[1] 5[0] 1[0] 0[0] 0[0] 1[1] 0[0]
𛁅 260 0 8[0] 11[0] 24[0] 4[0] 76[0] 64[0] 73[0]
𛁈 21 5 10[0] 6[0] 2[2] 0[0] 2[2] 1[1] 0[0]

𛁅 255 0 1[0] 24[0] 31[0] 8[0] 73[0] 81[0] 37[0]
𛁈 38 12 7[2] 12[3] 0[0] 1[1] 15[4] 3[2] 0[0]
𛁅 249 0 0[0] 23[0] 29[0] 9[0] 74[0] 77[0] 37[0]
𛁈 44 11 8[3] 13[2] 2[2] 0[0] 14[1] 7[3] 0[0]

𛁅 143 3 2[0] 17[0] 17[0] 3[0] 59[2] 35[1] 9[0]
𛁈 4 0 0[0] 0[0] 4[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0]
し 20 0 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 8[0] 8[0] 4[0]
𛁅 150 0 2[0] 17[0] 19[0] 3[0] 62[0] 36[0] 11[0]
𛁈 6 4 0[0] 0[0] 2[0] 0[0] 1[1] 3[3] 0[0]
し 11 0 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4[0] 4[0] 3[0]

行
頭
計

自立語 付属語

稿
本

※自立語、付属語、行頭において数量が最も多い欄に網掛けをした。
※[ ]内は行頭に位置した仮名字体の数である。

稿
本

板
本

稿
本

板
本

板
本

稿
本

板
本

稿
本

板
本

明断録

質屋庫

八犬伝①

八犬伝②

八犬伝③
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行
頭
に
書
く
。
筆
耕
の
清
書
を
経
た
板
本
で
は
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
の
行
頭
に
【

𛁅

】【

𛁈

】
の
両
方
が
書
か
れ
る
。
し
か
も
八
犬
伝
①
は
【

𛁅

】
が

多
い
。
と
こ
ろ
が
、
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
板
本
の
行
頭
に
は
す
べ
て
【

𛁈

】
が
書
か
れ
て
い
る
。 

続
い
て
、
語
の
位
置
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
分
布
を
確
認
す
る
。
全
資
料
の
使
用
傾
向
と
し
て
、【

𛁅

】
が
自
立
語
語
中
末
と
付
属
語
に

使
用
が
偏
り
、【

𛁈

】
が
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
窺
え
る
（
【

し

】
は
自
立
語
語
中
末
か
付
属
語
に
使
用
さ
れ
、【

𛁅

】
の
使
用
分
布
に
重
な
る
）
。
し

か
し
、
語
頭
の
【

𛁈

】
に
着
目
す
る
と
、
八
犬
伝
①
と
八
犬
伝
②
の
間
で
使
用
数
が
減
少
し
て
い
る
。
更
に
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
で
は
【

𛁈

】

が
語
頭
に
偏
る
が
、
八
犬
伝
③
で
は
語
頭
に
加
え
て
語
末
な
ど
に
も
分
布
す
る
二
三

。
自
立
語
語
中
末
、
付
属
語
に
お
い
て
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
例
は
質

屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
に
も
僅
か
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
ほ
ぼ
行
頭
で
の
使
用
で
あ
る
。
八
犬
伝
③
の
自
立
語
語
中
末
、
付
属
語
の
【

𛁈

】
は
行

頭
の
使
用
数
と
一
致
し
な
い
。 

な
お
、
松
亭
金
水
の
明
断
録
で
は
、
稿
本
・
板
本
共
に
【

𛁅

】
の
使
用
数
が
極
め
て
多
く
、
使
用
数
僅
か
な
【

𛁈

】
は
語
中
に
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
板

本
の
行
頭
に
は
【

𛁈

】
が
偏
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。 

以
上
の
馬
琴
読
本
に
お
け
る
稿
本
・
板
本
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
か
ら
、
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
稿
本
と
板
本
に
は
、〈
シ
〉

の
仮
名
字
体
に
お
い
て
使
用
傾
向
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、
【

𛁅

】
と
【

𛁈

】
で
書
き
換
え
ら
れ
る
場
合
は
僅
か
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
い
ず
れ
の
筆

耕
も
ま
ず
馬
琴
の
表
記
に
倣
っ
て
い
た
と
い
え
る
。 

第
二
に
、
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
つ
い
て
、
次
の
三
点
が
確
認
で
き
た
。 

 

（
１
）
行
頭
に
使
用
す
る
仮
名
字
体
に
つ
い
て
、
馬
琴
・
筆
耕
共
に
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
で
は
【

𛁅

】【

𛁈

】
の
両
方
が
使
用
さ
れ
、
八
犬
伝
②
・
八

犬
伝
③
で
は
【

𛁈

】
の
み
を
使
用
す
る
。 

（
２
）
語
頭
に
お
け
る
【

𛁈

】
の
使
用
数
が
、
八
犬
伝
①
と
八
犬
伝
②
の
間
で
減
少
し
て
い
る
。 

（
３
）
八
犬
伝
③
で
は
語
頭
に
加
え
て
語
末
な
ど
に
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

（
１
）
の
行
頭
に
位
置
す
る
仮
名
字
体
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
用
例
数
と
し
て
は
少
な
い
も
の
の
、
稿
本
と
板
本
に
お
い
て
仮
名
字
体
の
種
類
に
変
動
が

み
ら
れ
る
。
稿
本
・
板
本
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
行
頭
に
【

𛁈

】
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
書
い
て
い
る
の
か
確
認
し
、
馬
琴
及
び
筆
耕
の
行
頭
に
お
け
る
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仮
名
字
体
の
選
択
に
個
人
差
が
あ
る
の
か
、
時
期
的
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
、
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
１
）
に
つ
い
て
は
章
を
変
え
て
検
討
を

行
う
。 

（
２
）
（
３
）
に
つ
い
て
は
、
馬
琴
・
筆
耕
と
も
に
表
記
の
時
期
的
な
変
化
が
あ
っ
た
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
そ
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
お

き
た
い
。 

 
三-
二-
一 

語
頭
に
お
け
る
【

𛁈

】
の
使
用
数
の
減
少 

  
 

八
犬
伝
①
と
八
犬
伝
②
の
間
に
お
い
て
語
頭
へ
の
【

𛁈

】
の
使
用
数
が
減
少
し
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
馬
琴
が
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
の
読
本
の
文

章
に
語
頭
を
〈
シ
〉
と
す
る
和
語
を
平
仮
名
で
書
か
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
要
因
と
す
る
。 

表
４
は
語
頭
を
〈
シ
〉
と
す
る
和
語
に
つ
い
て
、
本
行
に
平
仮
名
で
書
か
れ
る
も
の
と
、
振
り
仮
名
に
和
訓
で
書
か
れ
る
も
の
の
割
合
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
参
考
に
、
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
の
巻
之
一
に
お
け
る
表
記
の
調
査
を
加
え
て
い
る
二
四

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
質
屋
庫
を
例
外
と
し
て
、
月
氷
竒
縁
か

ら
八
犬
伝
③
の
間
で
、
漢
字
の
和
訓
の
割
合
が
六
〇
％
台
か
ら
八
〇
％
台
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
間
接
的
に
、
漢
字
表
記
の
増
加
を
示

す
。 そ

れ
が
、
作
品
ご
と
の
語
彙
の
違
い
の
た
め
で
は
な
い
こ
と
を
、
表
５
の
動
詞
「
し
る
（
知
）
」
、
副
詞
「
し
ば
し
」「
し
ば
し
ば
」
、
接
続
詞
「
し
か
る
に
」

「
し
か
ら
ば
」
の
表
記
の
変
遷
に
示
し
た
。
右
の
５
語
は
、
質
屋
庫
以
前
の
本
行
で
は
平
仮
名
で
書
か
れ
て
お
り
、
漢
字
表
記
が
ま
れ
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、 

本行和語 30 38.46%
和訓 48 61.54%
計 78 100%

本行和語 42 39.25%
和訓 65 60.75%
計 107 100%

本行和語 44 77.19%
和訓 13 22.81%
計 57 100%

本行和語 22 25.28%

和訓 65 74.72%

計 87 100%

本行和語 18 18.95%

和訓 77 81.05%

計 95 100%

本行和語 9 11.53%

和訓 69 88.47%

計 78 100%

本行和語 2 4.88%
和訓 39 95.12%
計 41 100%

八
犬
伝
③
明
断
録

表４〈シ〉を語頭とする

和語

質
屋
庫
八
犬
伝
①
八
犬
伝
②

月
氷

弓
張
月
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八
犬
伝
①
以
降
は
、
「
し
る
」
「
し
ば
し
」
が
漢
字
に
振
り
仮
名
を
付
し
て
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
八
犬
伝
②
で
は
、
「
し
る
」
を
す
べ
て
漢
字
で
表
記

し
、
「
し
か
る
に
」
も
漢
字
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
八
犬
伝
①
で
は
平
仮
名
表
記
だ
っ
た
「
し
ば
し
ば
」
も
、
八
犬
伝
③
で
は
漢
字
に
振
り

仮
名
を
付
し
て
表
記
さ
れ
る
。 

平
仮
名
表
記
だ
っ
た
語
が
振
り
仮
名
の
つ
い
た
漢
字
表
記
に
な
る
の
は
、〈
シ
〉
を
語
頭
と
す
る
語
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
全
体
的
な
傾
向
だ
っ
た
。

例
え
ば
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
・
質
屋
庫
に
は
平
仮
名
表
記
だ
っ
た
「
こ
れ
」
「
こ
の
」
も
、
八
犬
伝
で
は
「
是こ

れ

」
「
這こ

の

」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
る
。 

本
行
に
語
頭
を
〈
シ
〉
と
す
る
語
が
平
仮
名
で
書
か
れ
な
く
な
れ
ば
、
語
頭
に
使
用
す
る
【

𛁈

】
が
本
行
か
ら
減
少
す
る
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
。 

 

月
氷
竒
縁

弓
張
月

質
屋
庫

八
犬
伝
①

八
犬
伝
②

八
犬
伝
③

明
断
録

刊年 1805 1807 1811 1820 1833 1840 1847

延べ 11 7 18 19 14 16 4

平
仮
名

𛁈る 10 6 18 6 0 0 0

知（𛁅） 1 1 0 9 12 2 4

知（𛁈） 0 0 0 1 2 6 0

知

（𛁈[𛁅]）
0 0 0 3 0 8 0

▼しかるに
延べ 0 4 7 0 2 0 2

平
仮
名

𛁈𛀚　𛂌

𛁈𛀚る𛂌

𛁈𛀚　𛂋

𛁈𛀚る𛂋

0 4 7 0 0 0 0

尒る𛂋

尒　𛂋
0 0 0 0 2 0 0

然る𛂋 0 0 0 0 0 0 2

▼しからば
延べ 1 0 2 1 0 1 0

平
仮
名

𛁈𛀚𛃰𛂞

𛁈𛀚ら𛂞
1 0 2 1 0 0 0

漢
字

尒𛃰𛂞 0 0 0 0 0 1 0

▼しばし
延べ 0 8 1 1 6 2 3

平
仮
名

𛁈𛂦𛁅

𛁈𛂞𛁅

𛁈𛂦し

𛁈𛂞し

0 8 1 0 0 0 0

霎時 0 0 0 1 6 0 3

一霎時 0 0 0 0 0 2 0

▼しばしば
延べ 1 6 0 1 0 1 2

平
仮
名

𛁈𛂞〴〵

𛁈𛂦〴〵
1 6 0 1 0 0 0

漢
字

屡 0 0 0 0 0 1 2

漢
字

表５　後期読本７本における５語の表記

※

「
知
る

」
の
漢
字
表
記
で
は

、

（
　

）
に
入
れ
た
仮
名
字
体
が
振
り
仮
名
と
し
て
書
か
れ
る

。

（
　

）
内
の

[

　

]

に
入
れ

た
仮
名
字
体
は
稿
本
と
板
本
と
で
字
体
が
相
違
す
る
場
合
の

、
稿
本
の
用
例
で
あ
る

。

※

「
し
か
る
に

」
「
し
か
ら
ば

」
「
し
ば
し

」
「
し
ば
し
ば

」
の
漢
字
表
記
で
は

、
振
り
仮
名
は
す
べ
て
本
行
で
の
平
仮
名
表

記
と
同
じ
く
語
頭
は

【
𛁈

】
で
書
か
れ
る

。

漢
字

漢
字

▼知る



155 

三-

二-

二 

八
犬
伝
③
に
お
け
る
語
末
の
【

𛁈

】 

 
次
に
、（
３
）
に
挙
げ
た
八
犬
伝
③
の
自
立
語
語
末
に
お
け
る
【

𛁈

】
の
用
例
二
五

を
確
認
す
る
と
「
示し

め

𛁈

𛁅

」（
二
丁
オL

2

）
、「
諜し

め

𛁅

合あ
は

𛁈

𛁪

」（
二

丁
ウL

7
）
な
ど
変
字
法
と
み
ら
れ
る
用
例
が
10
例
あ
る
が
、
行
中
に
位
置
す
る
自
立
語
語
末
の
用
例
に
「
潰つ

ぶ

𛁈

て
」
（
四
丁
ウL

1
1

）
、
「
戰

ふ
る
は

𛁈

て
」
（
五

丁
オL

5

）
、「
寫し

る

𛁈

𛁠

」（
七
丁
ウL

1
1

）
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
八
犬
伝
②
に
て
「
戰
し
て
」「
寫
し
た
る
」
の
用
例
を
参
照
す
る
と
「
戰

𛁅

て
」

（
二
丁
オL

6

、
九
丁
ウL

4

）
、「
寫

𛁅

𛁠

」（
七
丁
オL

3

）
と
【

𛁅

】
で
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
馬
琴
は
著
述
生
活
の
後
に
な
る
に
つ
れ
て
、
も
と

も
と
は
【

𛁅

】
を
使
用
し
て
い
た
語
末
に
【

𛁈

】
を
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。 

松
亭
金
水
の
明
断
録
の
稿
本
に
お
け
る
【

𛁈

】
の
用
例
は
「
逞

た
く
ま

𛁈

く

𛁅

て
」
（
一
丁
オL

2

）
、「
同お

な

𛁈

く
」（
二
丁
オL

4

）
、
「
馴
々

な
れ
〳
〵

𛁈

く
」（
八
丁
ウ

L
7

）
、
「
正た

ゞ

𛁈

く
」
（
十
丁
ウL

3
）
と
す
べ
て
自
立
語
語
中
で
あ
る
。
八
犬
伝
③
に
近
い
使
用
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

以
上
か
ら
馬
琴
の
【

𛁈

】
の
使
用
傾
向
に
、
漢
字
表
記
の
増
加
に
よ
る
語
頭
に
お
け
る
【

𛁈

】
の
使
用
数
の
減
少
及
び
、
も
と
も
と
は
【

𛁅

】
を
使
用

し
て
い
た
語
末
に
、【

𛁈

】
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
時
期
的
な
変
化
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
節
で
は
稿
本
と
板
本
に
お
け
る
行
頭
の

用
例
に
注
目
し
、
検
討
を
加
え
る
。 

 

四 

〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
行
頭
に
お
け
る
使
用
傾
向 

 

こ
こ
で
は
、
稿
本
と
板
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
頭
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
例
を
み
て
い
き
、
馬
琴
及
び
筆
耕
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
【

𛁈

】

を
書
く
の
か
確
認
す
る
。
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
馬
琴
と
筆
耕
の
両
者
が
【

𛁈

】
を
行
頭
に
使
用
す
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
一
八
一
一
～
一
八
四
〇
年
の

間
の
読
本
四
本
か
ら
馬
琴
自
筆
表
記
の
経
年
的
側
面
と
、
複
数
名
の
筆
耕
に
よ
る
表
記
を
検
討
し
、
行
頭
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
実
態
を
更

に
追
究
し
た
い
。 

 

四-

一 

馬
琴
自
筆
稿
本
の
行
頭
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
例 
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馬
琴
の
自
筆
稿
本
で
は
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
に
は
【

𛁅

】【

𛁈

】
、
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
で
は
【

𛁈

】
の
み
が
行
頭
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
た
。
こ
こ
で
は
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
と
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
稿
本
に
お
い
て
、
行
頭
に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
場
合
に
違
い
が
あ
る
の
か
検
討
を
行

う
。
表
６
に
、
稿
本
の
調
査
範
囲
内
に
お
い
て
行
頭
に
〈
シ
〉
が
書
か
れ
て
い
た
用
例
を
板
本
の
用
例
と
共
に
ま
と
め
た
。
資
料
ご
と
に
用
例
を
確
認
す
る
。 

質
屋
庫
で
は
、【

𛁈

】
が
8
例
、【

𛁅

】
が
2
例
、
行
頭
に
位
置
す
る
。【

𛁈

】
の
う
ち
4
例
は
語
頭
、
2
例
は
複
合
語
下
接
部
頭
に
あ
た
る
漢
語
サ

変
動
詞
の
語
構
成
上
の
切
れ
目
が
行
頭
に
位
置
し
て
い
る
。【

𛁅

】
の
2
例
は
付
属
語
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
は
行
中
の
語
に
お
け
る
使
用
傾
向
と
変
わ
ら
な

い
。
行
頭
の
【

𛁈

】
の
う
ち
あ
と
の
2
例
は
付
属
語
の
連
語
ニ
シ
テ
で
あ
り
、
そ
の
〈
シ
〉
は
板
本
で
行
中
に
移
る
と
【

𛁅

】
に
改
め
ら
れ
る
［
表
６
★
］
。 

 

2オ 9オ 12ウ 5オ 4オ 6オ 15オ25ウ25ウ15ウ22ウ18オ26ウ23ウ14オ21オ 丁
4 4 2 9 1 1 4 5 7 6 2 1 7 2 3 4 行

あ

𛃰

𛁏 を

応

接

怯

せ 囂

贈

り

撃

せ

幼

小

𛂌

の

𛂌

對

面

改

名 と

𛁈

𛁳

𛁈

𛁠

𛃰

ん

𛁅 𛁅 𛁈

く

𛁈

𛂞

〳

〵

𛁅

𛀚

𛂞

𛁅 𛁈

𛁳

𛁈

𛁳

𛁈

給

𛂞

ん

𛁈

𛁠

り

𛁈

𛀚

𛃰

𛂞

𛁈

𛀚

𛃰

𛂞

𛁈 𛁈

つ

2オ 9オ 12ウ 5オ 4オ 6オ 15オ25ウ25ウ15ウ22オ17ウ26ウ23ウ13ウ21オ 丁

3 3 1 9 1 1 1 1 3 3 11 11 3 11 11 4 行

怯

𛁈

と

せ

𛁅

𛁈

𛂞

〳

〵

𛁈

つ

ず

（

す
る
）

い
ら
へ

お
く

か
ま
び

す
し
ば
〳

〵 ば ば ば

（

す
る
）

注
記

9ウ 5オ 7オ 13オ 4オ 11オ12オ11ウ10オ 8オ 7オ 5オ 14オ1オ 8ウ
8 8 8 5 7 3 10 4 8 7 7 6 9 6 6

過

う

ち

鳴 呉 臥 出 ど 閲

請

禀

鑒

定

種

𛂌

偸

歩 戰

嘆

賞 就

𛁅

て

𛁅

て

𛁅

𛀚

ど

𛁈

ぬ

𛁈

得

𛁏

𛁈

て

𛁈

𛁅

𛁈

𛁅

𛀚

𛂞

𛁈

𛁳

𛁈

𛁳

𛁈

𛁪

ゝ

𛁈

𛁳

𛁈

𛁳

𛁈

𛀚

𛂞

𛁈

𛀚

れ

ど

も9ウ 5オ 7オ 13オ 4オ 11オ12オ11ウ10オ 8オ 7オ 5オ 14オ1オ 8ウ

7 8 8 5 7 3 10 4 8 7 6 5 9 6 6

う

ち

嘆

賞 就

鳴

𛁅

て

𛁈

𛁳

𛁈

𛀚

𛂞

𛁈

𛀚

れ

ど

も
す
ぐ

く
れ

ふ ず
け
み

こ
ひ
ま

う
・
ば

ぬ
き
あ

し
ふ
る
は

つ
き

表６　稿本における行頭の〈シ〉

對

面

𛁈

給

𛂞

ん

質屋庫

種

𛂌

𛁈

𛁳

偸

歩

𛁈

𛁪

ゝ

八② 八犬伝①

八犬伝③

板
本

稿
本

戰

𛁈

𛁳

を

𛁈

𛁠

𛃰

ん

改

名

𛁈

𛁠

り

𛁈

𛀚

𛃰

𛂞

𛁈

𛀚

𛃰

𛂞

　

ど

𛁈

て

閲

𛁈

𛁅

請

禀

𛁈

𛁅

𛀚

𛂞

鑒

定

𛁈

𛁳

呉

𛁅

𛀚

ど

臥

𛁅

ぬ

★

出

𛁅

得

𛁏

★

あ

𛃰

𛁑

𛁅

て

★

囂

𛁅

く

★

過

𛁅

て

※

「
―

」
は
行
頭
を
表
わ
す

。

明断録

幼

小

𛂋

𛁅

て

★

 

の

𛂋

𛁅

𛁳

★

贈

り

し

𛀚

𛂞

応

接

𛁅

撃

せ

𛁅
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連
語
ニ
シ
テ
は
調
査
範
囲
内
に
8
例
あ
る
が
、
行
頭
に
位
置
す
る
用
例
以
外
は
【

𛁅

】
で
書
か
れ
る
。 

八
犬
伝
①
で
は
、
行
頭
に
【

𛁈

】
2
例
、【

𛁅

】
2
例
の
計
4
例
が
位
置
す
る
。【

𛁈

】
は
語
頭
と
行
頭
が
一
致
す
る
1
例
と
、「
囂
し
く
」
の
語
中

が
1
例
、【

𛁅

】
が
位
置
す
る
2
例
は
付
属
語
、
複
合
語
下
接
部
頭
に
あ
た
る
漢
語
サ
変
動
詞
の
語
構
成
上
の
切
れ
目
で
あ
る
。「
囂
し
く
」
は
板
本
で
行

中
に
移
る
と
【

𛁅

】
に
改
め
ら
れ
て
い
る
［
表
６
★
］
。 

八
犬
伝
②
の
稿
本
で
は
語
頭
の
【

𛁈

】
が
行
頭
に
位
置
し
て
い
る
1
例
と
、
付
属
語
の
シ
テ
が
行
頭
に
【

𛁈

】
で
書
か
れ
て
い
る
1
例
の
計
2
例
で

あ
る
。
後
者
は
板
本
で
行
中
に
移
る
と
【

𛁅

】
で
書
か
れ
て
い
る
［
表
６
★
］
。 

八
犬
伝
③
で
は
、
行
頭
に
〈
シ
〉
が
位
置
し
て
い
る
12
例
す
べ
て
が
、
語
頭
・
複
合
語
下
接
部
頭
・
語
末
・
付
属
語
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
【

𛁈

】
で
書 

 

表７　板本における行頭の〈シ〉
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か
れ
る
。
そ
の
う
ち
「
出
し
得
ず
」
「
臥
し
ぬ
」
の
み
、
板
本
で
は
行
中
に
移
っ
て
【

𛁅

】
で
書
か
れ
る
［
表
６
★
］
。 

な
お
、
松
亭
金
水
自
筆
の
明
断
録
稿
本
で
は
行
頭
に
【

𛁅

】
3
例
が
確
認
さ
れ
、
行
中
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。 

以
上
、
馬
琴
は
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
の
時
点
か
ら
、
自
立
語
・
付
属
語
の
語
中
と
い
え
る
一
部
の
場
合
に
限
っ
て
、
行
頭
に
【

𛁈

】
を
優
先
し
て
書
く
こ

と
が
あ
っ
た
と
分
か
る
［
表
６
★
］
。
一
方
で
、
八
犬
伝
②
は
用
例
が
少
な
い
た
め
使
用
傾
向
を
判
断
で
き
な
い
も
の
の
、
八
犬
伝
③
で
は
行
頭
の
す
べ
て

に
【

𛁈

】
を
優
先
し
て
書
く
。「
～
し
か
ば
」
の
用
例
を
み
る
と
、
質
屋
庫
で
は
「
贈
り
し
か
ば
」
を
【

𛁅

】
で
表
記
し
て
お
り
、
八
犬
伝
③
で
は
「
就
し

か
ば
」
を
【

𛁈

】
で
表
記
し
て
い
る
。
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
の
時
点
と
八
犬
伝
③
と
で
は
、【

𛁈

】
を
行
頭
に
表
記
す
る
そ
の
適
用
範
囲
が
変
化
し
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。 

 

四-

二 

板
本
の
行
頭
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
例 

 

大
島
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
筆
耕
一
名
（
八
犬
伝
②
の
谷
金
川
と
同
一
）
が
行
頭
に
お
い
て
【

𛁅

】
を
【

𛁈

】
に
改
め
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

別
の
筆
耕
に
も
そ
れ
が
当
て
は
ま
る
の
か
確
認
し
つ
つ
、
筆
耕
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
【

𛁈

】
を
行
頭
に
表
記
し
た
の
か
検
討
す
る
。
板
本
の
表
記
で
は
、

行
移
り
の
箇
所
が
稿
本
の
通
り
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
筆
耕
の
清
書
過
程
で
は
、
稿
本
に
書
い
て
あ
る
文
の
挿
入
指
示
や
字

配
り
の
個
人
差
で
、
一
行
ご
と
の
字
詰
め
が
変
わ
る
。
資
料
ご
と
の
バ
ラ
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
行
移
り
の
位
置
が
ず
れ
る
の
は
常
態
で
あ
り
、
稿
本
と
板

本
の
行
頭
が
一
致
す
る
場
合
は
少
な
い
。
つ
ま
り
、
清
書
に
あ
た
っ
て
行
頭
の
〈
シ
〉
を
稿
本
と
同
じ
位
置
で
引
き
継
ぐ
場
合
と
、
位
置
が
移
る
場
合
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
稿
本
に
【

𛁈

】
で
書
か
れ
て
い
た
部
分
が
行
頭
に
位
置
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
【

𛁅

】
を
【

𛁈

】
に
改
め
た
の
か
に
よ

っ
て
、
筆
耕
が
行
頭
に
お
い
て
仮
名
字
体
の
選
択
を
行
っ
た
か
否
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、
各
筆
耕
の
清
書
を
経
た
板
本
に
お
け
る

行
頭
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
表
７
か
ら
確
認
し
た
い
（
な
お
、
稿
本
と
板
本
と
で
行
頭
の
位
置
が
同
じ
場
合
は
表
６
に
ま
と
め
た
通
り
、
【

𛁈

】
の
ま
ま
で
あ
る
）
。 

質
屋
庫
の
筆
耕
は
、
漢
語
サ
変
動
詞
の
語
構
成
上
の
切
れ
目
の
〈
シ
〉
は
行
頭
に
【

𛁅

】
の
ま
ま
書
く
が
、
自
立
語
語
末
の
「
進

ま
ゐ
ら

し
」［
表
７
☆
］
の
場

合
の
み
【

𛁈

】
に
書
き
換
え
て
い
る
。
八
犬
伝
①
の
筆
耕
は
、
行
頭
に
【

𛁅

】
の
ま
ま
の
場
合
が
、
漢
語
サ
変
動
詞
の
語
構
成
上
の
切
れ
目
1
例
、
動
詞
・

助
動
詞
の
活
用
語
尾
2
例
、
過
去
の
助
動
詞
キ
連
体
形
4
例
、
打
消
の
助
動
詞
ジ
1
例
の
計
8
例
が
あ
り
、「
な
が
〳
〵
し
う
」［
表
７
☆
］
の
自
立
語
語

中
で
行
が
移
る
と
き
の
み
【

𛁈

】
に
書
き
換
え
る
。 
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一
方
、
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
筆
耕
は
、
行
頭
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
す
べ
て
【

𛁈

】
で
表
記
す
る
。
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
の
筆
耕
に
比
し
て
行
頭

に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
傾
向
が
特
に
強
い
と
い
え
る
。
明
断
録
の
板
本
は
こ
の
傾
向
に
近
い
。 

大
島
（
二
〇
〇
〇
）
に
指
摘
さ
れ
た
、
行
頭
で
は
自
立
語
語
中
末
、
付
属
語
に
【

𛁅

】
を
使
用
す
る
よ
り
、【

𛁈

】
を
用
い
る
こ
と
を
優
先
す
る
場
合
が
、

各
筆
耕
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
と
、
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
と
で
、
筆
耕
が
行
頭
に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
適
用
条

件
が
異
な
る
。 

 

四-

三 

行
頭
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
の
時
期
的
な
変
化 

 

さ
て
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
で
は
、
馬
琴
・
筆
耕
共
に
語
の
途
中
で
行
移
り
す
る
際
に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
点
が
共
通
す
る
。
一
律
の
基
準
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
中
世
の
資
料
に
語
の
途
中
で
行
が
移
る
際
に
、
行
頭
に
特
定
の
仮
名
字
体
を
書
く
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
と
類
似
す
る
二
六

。
し
か

し
、
八
犬
伝
③
稿
本
の
馬
琴
及
び
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
筆
耕
に
は
、【

𛁈

】
を
行
頭
に
使
用
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
見
え
る
。
行
頭
の
仮
名
字
体
の

表
記
の
違
い
が
板
本
の
み
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
筆
耕
の
表
記
に
差
異
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
処
理
で
き
る
が
、
馬
琴
稿
本
と
使
用
傾
向
の
違
い
が
時
期
に
よ

っ
て
似
る
と
い
う
点
を
偶
然
と
し
て
看
過
し
難
い
。
こ
れ
ら
が
書
き
手
ご
と
の
個
別
性
な
の
か
、
時
期
的
な
変
化
な
の
か
、
読
本
四
本
の
調
査
で
は
要
因
を

特
定
で
き
な
い
。
こ
こ
で
、
更
に
調
査
範
囲
を
広
げ
て
、
馬
琴
読
本
の
稿
本
・
板
本
の
行
頭
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
把
握
す
る
。
資

料
は
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
残
存
す
る
稿
本
と
、
全
一
〇
六
冊
の
板
本
と
す
る
。 

馬
琴
の
八
犬
伝
稿
本
計
四
九
本
（
う
ち
第
九
輯
巻
之
四
六
以
降
の
七
本
は
、
お
路
の
筆
記
）
に
お
け
る
行
頭
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
表
８
に
示
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
第
四
輯
巻
之
三
・
四
の
時
点
と
、
第
八
輯
巻
之
三
ま
で
は
行
頭
に
【

𛁅

】
【

𛁈

】
両
方
を
表
記
す
る
の
が
常
だ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
、

【

𛁈

】
の
み
を
行
頭
に
表
記
す
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
。
天
保
八
〈
一
八
三
七
〉
年
に
馬
琴
は
右
目
の
視
力
を
失
い
、
左
目
の
視
力
も
低
下
し
て
い
く
。

稿
本
の
文
字
列
の
乱
れ
は
甚
だ
し
く
な
り
、
天
保
一
一
〈
一
八
四
〇
〉
年
稿
了
の
第
九
輯
四
一
巻
か
ら
は
、
罫
線
の
つ
き
の
用
紙
に
、
六
行
で
文
を
書
く
よ

う
に
な
る
。
そ
う
し
た
、
文
章
全
体
の
筆
記
に
困
難
が
あ
る
中
に
お
い
て
も
、
行
頭
に
は
【

𛁈

】
の
み
を
記
す
。
と
こ
ろ
が
、
お
路
に
書
き
手
が
交
代
す
る

と
【

𛁅

】
【

𛁈

】
の
両
方
が
行
頭
に
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

表
９
は
八
犬
伝
板
本
一
〇
六
冊
に
お
け
る
行
頭
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
で
あ
る
。
稿
本
が
残
る
板
本
に
つ
い
て
は
、
板
本
で
行
頭
に
位
置
す
る
仮
名
が
稿 
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本
に
【

𛁅

】
【

𛁈

】
ど
ち
ら
の
仮
名
字
体
で
表
記
さ
れ
て
い
た
の
か
を
示
し
、
各
資
料
の
清
書
を
担
当
し
た
筆
耕
を
明
記
し
た
。 

表
９
か
ら
、
八
犬
伝
の
第
一
輯
か
ら
第
七
輯
の
筆
耕
達
は
、
八
犬
伝
②
の
筆
耕
で
あ
る
谷
金
川
も
、
行
頭
に
【

𛁅

】【

𛁈

】
の
両
方
を
書
く
こ
と
が
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
第
八
輯
以
降
、
筆
耕
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
行
頭
に
【

𛁅

】
を
書
く
場
合
が
激
減
す
る
。
そ
し
て
第
九
輯
巻
之
八
以
降
、
亀
井
金
水
（
松

亭
金
水
）
以
外
の
筆
耕
は
、
谷
金
川
や
、
八
犬
伝
③
を
担
当
す
る
白
馬
台
音
成
（
對
二
樓
音
成
と
も
あ
る
）
を
含
め
、
行
頭
に
は
【

𛁈

】
が
表
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
稿
本
の
【

𛁅

】
の
仮
名
字
体
が
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。 

な
お
、
『
北
條
泰
時
明
断
録
』
全
五
巻
の
板
本
で
は
、
行
頭
の
〈
シ
〉
15
例
中
【

𛁈

】
12
例
、
【

𛁅

】
3
例
で
あ
っ
た
。
松
亭
金
水
は
稿
本
の
行
頭
に

【

𛁈

】
が
偏
る
わ
け
で
は
な
い
一
方
で
、
板
本
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。 

 

以
上
か
ら
、【

𛁈

】
を
行
頭
に
表
記
す
る
傾
向
は
、
馬
琴
と
そ
の
筆
耕
に
お
い
て
徐
々
に
強
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
筆
耕
達
は
馬
琴
の
行
頭

に
お
け
る
【

𛁈

】
の
使
用
傾
向
に
倣
っ
て
表
記
を
行
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
馬
琴
に
お
い
て
行
頭
で
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
選
択
に
、

時
期
的
な
変
化
が
あ
っ
た
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。 

  

頭 非
輯巻 人 𛁅 𛁈 𛁈

4-3① 8 2 4
4-4 11 3 2
8-1 6 0 3
8-2② 1 1 7

8-3 3 0 2
8-4 0 0 6
8-5 1 0 5

8-6 1 0 18
9-1 1 1 7
9-2 0 0 9
9-3 0 0 20

9-4 2 0 10
9-5 0 0 12
9-6 0 1 11

9-7 0 0 8
9-10 0 1 10
9-12上 0 0 7

9-12下 1 0 11
9-13/14 1 1 13
9-18 0 0 7
9-19 0 1 10

9-21 0 0 12
9-26 1 0 13
9-27③ 0 1 16

9-28 0 2 10
9-29 0 0 11
9-30 0 0 14
9-31 0 1 5

9-32 0 1 8
9-33 0 2 15
9-34上 0 0 12

9-34下 0 0 2
9-35上 0 1 7
9-35下 0 0 2

9-36 0 2 11
9-39 0 0 10
9-40 0 0 6
9-41 0 0 18

9-42上 0 0 5
9-42下 0 0 11

9-43/44 0 0 9

9-46 0 0 4
9-46 13 0 0
9-47上 1 0 1
9-47下 6 0 0

9-48 11 0 3
9-50 12 0 2
9-51 6 0 1

9-53上 6 1 1

※

「
頭

」
は

「
語
頭

」
、

「
非

」
は

「
非
語
頭

」

表８　八犬伝稿本の行頭における〈シ〉の

仮名字体

※
八
犬
伝
①
②
③
に
対
応
す
る
資
料
に
①
②
③
と
振

っ
た

。

※
*
は

、
虫
損
等
で
稿
本
の
仮
名
字
体
が
不
明
な
箇
所
が
あ

っ
た
印
で
あ
る

。

※
板
本
の
行
頭
の

〈
シ

〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
数
を
示
し
た

。
ま
た

、
板
本
で
行
頭
に
位
置
す
る

〈
シ

〉
が
稿
本
で
ど
の
よ
う
な
仮
名
字
体

だ

っ
た
か
併
記
し
た

。

路

馬
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表９　南総里見八犬伝の板本の行頭における〈シ〉の仮名字体

板 板 板 板 板 板
輯巻 筆耕 𛁅 𛁅 𛁈 𛁈 𛁅 𛁈 𛁈 𛁅 𛁈 輯巻 筆耕 𛁅 𛁅 𛁈 𛁈 𛁅 𛁈 𛁈 𛁅 𛁈

1-1 1 3 1 9-12上 0 0 0 2 0 0 7 7 0
1-2 0 9 10 9-12下 0 0 0 0 0 0 8 8 0

1-3 1 5 5 9-13/14 0 0 0 0 0 0 12 11 1
1-4 7 6 4 9-15 0 0 8
1-5 3 3 3 9-16 0 0 15
2-1 1 4 3 9-17 0 1 13

2-2 1 1 8 9-18 0 0 0 0 0 0 6 5 1
2-3 0 2 5 9-19 0 0 0 1 0 1 11 9 2
2-4 3 5 2 9-20 0 2 16
2-5 1 6 3 9-21 0 0 0 0 0 0 14 12 2
3-1 1 2 2 9-22 0 2 8

3-2 2 3 2 9-23 0 2 17
3-3 8 4 1 9-24 0 0 7
3-4 8 1 5 9-25 0 0 9
3-5 3 2 6 9-26 0 0 0 1 1 0 13 12 1

4-1 8 3 1 9-27③ 音成 0 0 0 4 2 2 *15 10 4
4-2 10 1 4 9-28 谷金川/音成 0 0 0 1 0 1 13 11 2
4-3① 12 12 0 3 0 3 3 1 2 9-29 0 0 0 3 1 2 *17 11 5
4-4 6 6 0 5 1 4 3 1 2 9-30 0 0 0 0 0 0 11 10 1
5-1 3 4 1 9-31上 0 0 4

5-2 7 1 2 9-31下 0 0 0 0 0 0 13 10 3
5-3 5 6 0 9-32 0 0 0 1 0 1 15 14 1
5-4 9 3 1 9-33 0 0 0 4 2 2 16 14 2
5-5 10 4 2 9-34上 0 0 0 0 0 0 5 4 1

5-6 7 1 1 9-34下 0 0 0 0 0 0 6 6 0
6-1 6 1 0 9-35上 0 0 0 0 0 0 4 2 2
6-2 9 1 2 9-35下 0 0 0 1 0 1 5 3 2
6-3 1 2 0 9-36 0 0 0 1 0 1 13 10 3
6-4 2 4 1 9-37 0 0 6

6-5上 3 2 0 9-38 0 0 7
6-5下 谷金川 11 1 3 9-39 0 0 0 0 0 0 *11 9 1
7-1 4 0 4 9-40 0 0 0 1 0 1 6 4 2
7-2 6 2 0 9-41 0 0 0 1 0 1 16 15 1

7-3 谷金川 4 1 5 9-42上 0 0 0 1 0 1 11 9 2
7-4 3 1 8 9-42下 0 0 0 1 0 1 6 5 1
7-5 1 2 8 9-43/44 0 0 0 1 0 1 17 14 3
7-6 0 1 5 9-45 0 1 7
7-7 4 1 3 9-46 0 0 0 1 0 1 11 11 0

8-1 0 0 0 3 2 1 6 6 0 9-47上 1 1 0 0 0 0 5 4 1
8-2② 0 0 0 0 0 0 12 11 1 9-47下 0 0 0 2 0 2 5 5 0
8-3 0 0 0 1 0 1 15 14 1 9-48 0 0 0 2 0 2 6 6 0
8-4上 1 1 0 1 0 1 7 7 0 9-49 音成 0 1 5

8-4下 0 0 0 0 0 0 6 6 0 9-50 谷金川 0 0 0 3 0 3 18 14 4
8-5 0 0 0 1 0 1 11 8 3 9-51 音成 0 0 0 0 0 0 9 6 3
8-6 2 1 13 9-52 谷金川 0 0 8
8-7 1 1 10 9-53上 0 0 0 2 0 2 6 6 0
8-8上 0 0 6 9-53下 0 0 9

8-8下 仙橘 0 3 8
9-1 0 0 0 1 0 1 15 12 3
9-2 0 0 0 1 0 1 9 8 1
9-3 0 0 0 0 0 0 14 11 3

9-4 0 0 0 0 0 0*11 9 1
9-5 0 0 0 0 0 0 13 12 1
9-6 0 0 0 2 1 1 24 20 4
9-7 1 1 0 3 0 3 13 13 0

9-8 0 0 14

9-9 千形道友 0 0 6

9-9 0 0 4

9-10 0 0 0 0 0 0 15 13 2

9-11 千形道友 0 3 7

谷金川

谷金川

千形仲道

田中正造

谷金川

谷金川

亀井金水

音成

谷金川

田中正造

仙橘

非語頭語頭・非語頭 語頭・非語頭

仙橘

谷金川

稿 稿 稿

語頭

稿

※凡例は表８に同じ

語頭 非語頭

稿 稿
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五 

〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
の
変
化
と
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文 

 
以
上
、
馬
琴
読
本
の
稿
本
と
板
本
に
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
で
、
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
に
使
用
傾
向
の
時
期
的
な
変
化
が
あ
っ
た
。 

 

Ⅰ 

語
頭
に
お
け
る
【

𛁈

】
は
、
八
犬
伝
①
時
点
に
確
認
で
き
る
漢
字
表
記
の
増
加
に
伴
っ
て
〈
シ
〉
を
語
頭
と
す
る
和
語
の
平
仮
名
表
記
が
減
少

し
た
た
め
、
八
犬
伝
①
と
八
犬
伝
②
の
間
で
使
用
数
が
減
少
し
て
い
た
。
（
三-

二-

一
で
検
証
） 

Ⅱ 

行
頭
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
は
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
時
点
で
は
馬
琴
・
筆
耕
共
に
【

𛁅

】【

𛁈

】
の
両
方
を
書
い
て
い
た
が
、
八
犬
伝
②
と
八

犬
伝
③
の
間
の
時
期
に
は
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
た
。
（
四
で
検
証
） 

Ⅲ 

八
犬
伝
③
で
は
【

𛁈

】
を
語
頭
や
行
頭
に
加
え
て
、
変
字
法
な
ど
の
た
め
語
中
末
な
ど
に
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
は
【

𛁅

】
を
使
用

し
て
い
た
語
の
語
末
に
も
【

𛁈

】
を
使
用
し
て
表
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。
（
三-

二-

二
で
検
証
） 

 

こ
れ
ら
の
使
用
傾
向
の
時
期
的
な
変
化
は
、
馬
琴
の
表
記
に
起
こ
っ
た
変
化
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
何
故
、
こ
う
し
た
時
期
的
な
変
化
が
起
き
た
の
か
考

察
す
る
。 

そ
も
そ
も
、
馬
琴
の
「
【

𛁈

】
は
上
」
「
【

𛁅

】
は
下
」
と
い
う
認
識
は
、
や
は
り
語
頭
を
【

𛁈

】
、
非
語
頭
を
【

𛁅

】
と
す
る
語
に
お
け
る
使
用
位
置

に
当
て
は
ま
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
読
本
の
初
期
作
品
で
あ
る
月
氷
竒
縁
か
ら
今
回
調
査
し
た
八
犬
伝
③
に
至
る
ま
で
、
語
頭
に

【

𛁈

】
、
非
語
頭
に
【

𛁅

】
と
い
う
使
用
傾
向
は
一
貫
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
二
七

。
で
は
、
Ⅱ
の
馬
琴
読
本
に
使
用
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
行
頭
に

お
け
る
【

𛁈

】
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

稿
者
は
、
こ
の
Ⅱ
の
行
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
時
期
的
な
変
化
が
、
Ⅰ
の
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
に
漢
字
表
記
が
増
え
、

語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
必
要
性
が
低
ま
っ
た
こ
と
を
要
因
と
し
た
変
化
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。 

馬
琴
読
本
の
行
頭
に
【

𛁈

】
が
表
記
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
ま
ず
整
理
し
た
い
。
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
の
馬
琴
及
び
筆
耕
の
表
記
で
は
、
一
部
の
語

中
の
〈
シ
〉
が
行
頭
に
位
置
し
た
場
合
に
【

𛁈

】
で
表
記
し
て
い
た
。
そ
の
用
例
は
「
～
に
し
て
」「
囂
し
く
」「
あ
ら
ず
し
て
」「
進
し
た
り
」「
な
が
〳
〵

し
う
」
な
ど
、〈
シ
〉
の
仮
名
の
下
に
仮
名
が
続
く
と
き
に
限
っ
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
行
中
だ
と
前
の
仮
名
の
「
下
」
に
つ
く
〈
シ
〉（
【

𛁅

】
）
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と
な
り
、
行
頭
に
位
置
す
る
と
、
下
に
仮
名
が
続
く
先
頭
の
〈
シ
〉
、
す
な
わ
ち
「
上
」
と
な
る
〈
シ
〉（
【

𛁈

】
）
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
行
頭

で
あ
る
故
に
有
標
の
【

𛁈

】
を
使
用
し
た
の
で
は
な
く
、
行
頭
と
い
う
環
境
で
あ
る
が
た
め
に
「
上
」
の
状
態
に
な
っ
た
〈
シ
〉
に
【

𛁈

】
を
使
用
し
た

も
の
で
あ
る
。
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
の
行
頭
に
は
特
別
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
場
合
と
、【

𛁅

】
を
書
く
場
合
の
両
方
が
あ
り
、
書
き
手
に
よ
っ
て
も
そ
の

基
準
に
差
異
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
行
頭
と
い
う
状
況
下
の
〈
シ
〉
が
臨
時
的
な
も
の
だ
っ
た
た
め
、
「
上
」
と
扱
う
か
否
か
に
個
人
差
が
発
生
し
た
の
だ

と
推
測
さ
れ
る
。 

そ
の
「
上
」
に
お
け
る
使
用
だ
っ
た
行
頭
の
【

𛁈

】
を
、
行
頭
と
い
う
位
置
で
あ
る
た
め
に
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
八
犬
伝
③
に
顕
著
な
行

頭
に
お
け
る
【

𛁈

】
の
使
用
傾
向
の
強
さ
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
使
用
傾
向
が
強
く
な
っ
た
八
犬
伝
第
八
輯
以
降
は
、
第
四
輯
時
点
に
比
し
て
漢
字
表
記

が
増
加
し
た
時
期
で
、
本
行
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
べ
き
平
仮
名
表
記
は
減
少
し
て
い
た
。
行
頭
の
位
置
に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
、
と
い
う
形
で
あ
れ
ば
、

【

𛁅

】
と
使
用
位
置
を
区
別
し
て
二
種
類
の
仮
名
字
体
を
使
用
す
る
状
態
が
保
持
で
き
る
。
行
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
の
強
さ
は
、【

𛁈

】
を
行

頭
に
使
用
す
る
こ
と
に
何
ら
か
の
効
果
を
求
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
目
的
を
持
つ
用
字
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

Ⅲ
の
八
犬
伝
③
に
お
け
る
【

𛁈

】
の
使
用
位
置
の
変
化
は
、
変
字
法
と
い
う
装
飾
的
利
用
と
、
【

𛁅

】
と
使
用
位
置
を
区
別
せ
ず
に
使
用
す
る
よ
う
に

な
っ
た
用
字
で
あ
り
、
「
【

𛁈

】
は
上
」
と
す
る
記
述
に
外
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
八
犬
伝
③
に
お
け
る
表
記
も
、
Ⅰ
の
語
頭
に
お
け
る
使
用
傾
向
の
変

化
と
関
連
し
た
現
象
だ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
行
へ
の
使
用
が
減
少
し
た
【

𛁈

】
を
、「
【

𛁈

】
は
上
」
と
す
る
有
標
性
と
は
関
係
な
く
、
や

は
り
二
種
類
の
仮
名
字
体
の
使
用
を
保
持
す
る
た
め
の
用
字
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
用
字
は
、
明
断
録
に
お
い
て
、
稿
本
で
は
語
中
に
、

板
本
で
は
行
頭
に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
も
当
て
は
ま
る
。
漢
字
表
記
が
多
く
、
語
頭
を
〈
シ
〉
と
す
る
自
立
語
の
平
仮
名
表
記
が
少

な
い
た
め
、
同
様
の
現
象
が
起
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

何
故
、【

𛁅

】【

𛁈

】
の
使
用
位
置
を
区
別
せ
ず
と
も
、
本
行
に
そ
の
二
種
類
の
仮
名
字
体
の
使
用
を
保
持
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
二
八

。
当
時
、
一
音

に
二
種
類
以
上
の
仮
名
字
体
が
存
す
る
平
仮
名
表
記
は
当
た
り
前
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
初
学
の
時
点
で
は
一
音
に
一
字
が
対
応
す
る
、
い
ろ
は
仮
名
四
七

字
体
が
習
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
本
に
い
ろ
は
仮
名
四
七
字
体
の
み
で
書
か
れ
た
も
の
は
ま
ず
な
い
。
私
的
な
書
状
な
ら
ば
、
漢
字
「
御
」

「
候
」
を
除
い
て
、
現
行
の
平
仮
名
と
変
わ
ら
な
い
、
い
ろ
は
四
七
字
体
の
み
で
書
か
れ
た
伊
達
宗
村
七
歳
（
享
保
九
〈
一
七
二
四
〉
年
）
の
頃
の
書
状
二
九

が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
仮
名
字
体
の
種
類
の
少
な
い
表
記
は
子
供
が
書
く
よ
う
な
稚
拙
な
レ
ベ
ル
の
も
の
で
、
板
行
さ
れ
る
文
芸
作
品
に
お
い

て
は
、
複
数
の
仮
名
字
体
に
よ
る
成
熟
し
た
仮
名
表
記
が
相
応
し
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
三
〇

。
そ
の
中
で
〈
シ
〉
の
【

𛁅

】
【

𛁈

】
は
欠
く
こ
と
の
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で
き
な
い
基
本
的
な
仮
名
字
体
で
、【

𛁈

】
を
使
用
す
る
べ
き
平
仮
名
表
記
の
自
立
語
が
減
少
し
た
と
し
て
も
、

【

𛁅

】
の
一
字
体
の
み
で
の
表
記
は
避
け
、
【

𛁅

】
【

𛁈

】
の
二
字
体
を
使
用
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

た
だ
し
、
行
頭
に
特
定
の
仮
名
字
体
の
使
用
す
る
の
は
〈
シ
〉
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
表
10

に
示
し
た
通
り
、
馬
琴
と
筆
耕
は
〈
ネ
〉
は
【

𛂔

】
で
は
な
く
【
ね
】【

𛂗

】
を
、〈
リ
〉
は
【
り
】
で
は
な

く
【

𛃶

】
を
行
頭
に
表
記
す
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
筆
耕
は
、〈
タ
〉
の
場
合
に

【

𛁠

】
で
は
な
く
【
た
】
を
行
頭
に
表
記
す
る
傾
向
が
あ
る
。
【
た
】
や
【
ね
】
【

𛂗

】
、
【

𛃶

】
は
、
歌
学

書
・
仮
名
遣
書
な
ど
に
〈
シ
〉
と
同
じ
よ
う
に
使
用
位
置
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
仮
名
字

体
の
使
用
実
態
の
調
査
で
は
【

𛁠

】【

𛂔

】【
り
】
が
語
中
末
に
使
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
語
頭
に
使
用
さ
れ

る
傾
向
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
三
一

。
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
に
平
仮
名
表
記
部
分
が
減
少
す
れ
ば
、
使
用

位
置
を
失
う
可
能
性
の
あ
る
仮
名
字
体
で
は
あ
る
が
、
〈
シ
〉
の
よ
う
な
使
用
傾
向
の
変
化
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
場
合
に
の
み
、
「
使
用
傾
向
の
時
期
的
な
変
化
」
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
が
出
現
す
る
語
の
性
質
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
タ
〉
は
語
頭
を
〈
タ
〉
と

す
る
語
が
、
助
動
詞
タ
リ
の
用
例
数
は
多
い
も
の
の
、
自
立
語
だ
と
仮
名
で
書
か
れ
て
い
た
の
は
副
詞
に
「
た

ち
ま
ち
（
月
氷
竒
縁
の
み
、
馬
琴
の
読
本
で
は
よ
く
「
忽
地

た
ち
ま
ち

」
と
表
記
さ
れ
る
）
」
く
ら
い
で
、
副
詞
「
只た

ゞ

」
、

接
続
詞
「
但

た
ゝ
し

」
も
あ
る
が
、〈
シ
〉
の
場
合
ほ
ど
も
と
も
と
仮
名
で
書
か
れ
る
自
立
語
が
多
い
と
は
い
え
な
い
。

〈
ネ
〉
は
そ
の
音
が
文
章
中
に
出
現
す
る
頻
度
が
非
常
に
少
な
い
。
〈
リ
〉
は
そ
の
音
を
語
頭
と
す
る
語
は
漢

語
く
ら
い
で
あ
る
。
〈
タ
〉
〈
ネ
〉
〈
リ
〉
は
、
漢
字
表
記
が
増
え
た
と
こ
ろ
で
仮
名
字
体
の
用
字
に
大
き
な
影

響
は
受
け
な
い
。 

〈
シ
〉
に
お
い
て
、
使
用
傾
向
の
変
化
が
起
こ
っ
た
重
要
な
点
は
、「
し
か
ら
ば
」「
し
ば
し
」
と
い
っ
た
接
続
詞
・
副
詞
、
動
詞
「
し
る
」
な
ど
、
読
本

に
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
〈
シ
〉
を
語
頭
と
す
る
自
立
語
が
多
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
に
お
い
て
「
【

𛁈

】
は
上
」

「
【

𛁅

】
は
下
」
と
い
う
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
が
分
か
れ
る
要
素
だ
っ
た
も
の
の
、
漢
字
表
記
は
そ
の
要
素
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
馬
琴
が
著
作
に
あ

た
っ
て
文
字
の
種
類
の
選
択
を
変
え
た
影
響
が
、
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
へ
徐
々
に
表
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

行
頭

総
数

行
頭

総
数

行
頭

総
数

行
頭

総
数

行
頭

総
数

行
頭

総
数

行
頭

総
数

行
頭

総
数

𛁠 3 120 1 113 4 90 2 95 1 86 0 80 1 74 0 73

た 0 1 1 8 1 5 0 4 0 7 5 13 0 1 2 2

𛁞 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

𛂔 0 1 0 0 0 14 0 7 0 13 0 9 0 5 0 0

ね 0 3 0 4 0 9 2 18 1 7 1 8 0 10 1 15

𛂗 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0

り 0 175 0 174 0 204 0 109 0 234 0 234 1 213 0 186

𛃶 0 2 0 3 1 10 1 105 6 10 2 10 0 1 1 28

表１０　〈タ〉〈ネ〉〈リ〉の行頭の仮名字体

タ

ネ

リ

稿本 板本 稿本 板本 稿本 板本 稿本 板本
質屋庫 八犬伝① 八犬伝② 八犬伝③
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六 

結
論 

  

以
上
、
馬
琴
が
「
【

𛁈

】
は
上
」「
【

𛁅

】
は
下
」
と
い
う
使
用
位
置
の
認
識
を
示
し
て
い
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
馬
琴
に
お
い
て
漢
字
表
記
の
増
加
を
要
因
と
し
て
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
が
変
化
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

馬
琴
読
本
に
は
、
少
な
く
と
も
八
犬
伝
①
（
文
政
三
〈
一
八
二
〇
〉
年
稿
了
）
時
点
で
漢
字
表
記
が
増
加
し
て
お
り
、
質
屋
庫
（
文
化
七
〈
一
八
一
一
〉

年
稿
了
）
時
点
で
は
平
仮
名
表
記
さ
れ
て
い
た
「
し
か
ら
ば
」「
し
ば
し
」
な
ど
の
接
続
詞
・
副
詞
や
、
動
詞
「
し
る
」
な
ど
が
漢
字
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
自
立
語
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
【

𛁈

】
の
使
用
数
が
減
少
し
て
い
た
。 

こ
れ
を
要
因
と
し
て
、〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
二
段
階
の
変
化
が
起
き
て
い
た
。
ま
ず
、
八
犬
伝
②
（
天
保
二
〈
一
八
三
二
〉
年
稿
了
）
以
降

に
、
行
頭
に
お
い
て
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
く
な
る
。
も
と
も
と
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
時
点
で
は
、
行
頭
と
い
う
そ
の
環
境
に
よ
っ
て
語
中
の
〈
シ
〉

が
「
上
」
に
な
る
場
合
に
【

𛁈

】
が
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
行
頭
と
い
う
位
置
で
あ
る
た
め
に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
と
い
う
用
字
に
変
化

し
た
の
が
、
八
犬
伝
②
以
降
に
み
ら
れ
る
行
頭
に
お
け
る
【

𛁈

】
の
使
用
傾
向
の
強
さ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
語
頭
に
お
け
る
【

𛁈

】
が
減
少
し

た
こ
と
か
ら
、
【

𛁅

】
と
使
用
位
置
を
区
別
す
る
形
で
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
状
態
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
稿
者
は
仮
定
し
て
い
る
。 

そ
し
て
八
犬
伝
③
（
天
保
九
〈
一
八
三
九
〉
年
稿
了
）
時
点
で
は
、
変
字
法
の
た
め
や
、【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
て
い
た
自
立
語
語
末
や
付
属
語
に
【

𛁈

】

を
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
、【

𛁅

】【

𛁈

】
の
使
用
位
置
を
区
別
せ
ず
、
二
種
類
の
仮
名
字
体
を
使
用
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
目
的
が
あ

る
用
字
に
変
化
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

今
回
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
馬
琴
読
本
に
関
係
す
る
人
物
の
表
記
と
い
う
個
別
的
な
ケ
ー
ス
だ
が
、
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
に
漢
字
表
記
が
増
加
す
る
と
、

当
時
ご
く
普
通
に
使
用
さ
れ
、
使
用
傾
向
が
安
定
し
て
い
た
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
に
も
変
化
が
起
こ
り
得
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
興
味
深
い
現
象

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
二
種
類
以
上
の
仮
名
字
体
を
使
用
す
る
志
向
の
強
さ
が
窺
え
た
と
共
に
、
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
に
複
数
の
仮
名
字
体
を
用
い
る
必
然

性
の
低
さ
が
露
呈
し
た
と
も
い
え
る
。
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
が
日
本
語
の
中
心
的
な
表
記
体
と
な
っ
た
明
治
以
後
に
、
仮
名
字
体
が
一
字
一
音
の
体
系
に

整
理
さ
れ
た
要
因
の
一
端
に
繋
が
ろ
う
。
今
後
、
先
行
研
究
に
蓄
積
さ
れ
た
仮
名
字
体
の
表
記
実
態
の
報
告
と
対
照
し
つ
つ
、
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
な
ど

種
々
の
平
仮
名
表
記
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
用
字
の
調
査
が
進
む
こ
と
で
、
近
世
期
を
通
し
て
仮
名
字
体
が
減
少
し
た
原
因
の
使
用
実
態
か
ら
の
考
究
や
、
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明
治
期
に
一
字
一
音
に
仮
名
字
体
が
整
理
さ
れ
る
ま
で
の
表
記
実
態
の
変
遷
に
解
明
が
及
ぶ
と
期
待
さ
れ
る
。 

  

注 

一 

仮
名
・
仮
名
字
体
の
定
義
及
び
そ
の
表
示
の
方
法
は
凡
例
に
従
う
。 

二 

矢
野
（
一
九
九
〇
）
、
久
保
田
（
一
九
九
七
）
（
二
〇
〇
九
）
な
ど
。 

三 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
市
地
（
二
〇
一
三
）
な
ど
。 

四 

内
田
（
一
九
九
八
ｂ
）
（
二
〇
〇
〇
）
な
ど
。 

五 

仮
名
字
体
の
表
示
に
つ
い
て
は
凡
例
に
従
う
。 

六 

馬
琴
の
言
の
存
在
に
つ
い
て
は
木
越
治
（
一
九
八
九
）「
上
田
秋
成
自
筆
本
『
春
雨
物
語
』
に
お
け
る
仮
名
字
母
の
用
法
に
つ
い
て
」（
『
金
沢
大
学
教
養
部
論

集 

人
文
学
科
編
』
二
六
巻
二
号
、p

p
.
2
4
4
-
1
6
8

）p
.
1
8
3

注
に
指
摘
さ
れ
る
。
な
お
、
翻
刻
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
（
ヘ1

3
 0
3
0
9
3

）
に
よ
っ
た
。
仮
名

は
字
体
の
区
別
に
関
わ
る
箇
所
の
み
変
体
仮
名
と
し
、
合
字
「
こ
と
」
は
開
き
、
割
書
き
箇
所
は
［ 

］
に
入
れ
た
。 

七 

本
稿
で
〈
ハ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
は
扱
わ
な
い
。
〈
シ
〉
と
は
別
途
検
討
を
要
す
る
点
が
多
々
あ
る
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
馬
琴
の
〈
ハ
〉
の
使

用
位
置
の
認
識
は
【

𛂦

】
が
「
上
」
、
【

𛂞

】
が
「
下
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
【

𛂣

】
を
【

𛂞

】
と
す
る
こ
と
の
何
が
「
謬
り
」
な
の
か

は
書
か
れ
て
い
な
い
。
馬
琴
の
〈
ハ
〉
の
表
記
は
、
大
島
（
二
〇
〇
〇
）
や
市
地
（
二
〇
一
五
）
に
お
い
て
【

𛂦

】
は/

h
a
/

と
読
む
〈
ハ
〉
に
、
【

𛂞

】

は
ハ
行
転
呼
音
な
ど/

w
a
/

と
読
む
〈
ハ
〉
に
使
用
す
る
と
い
う
近
世
期
の
多
く
の
板
本
（
内
田
一
九
九
八
ａ
、
久
保
田
一
九
九
五
ｂ
・
一
九
九
七
、
玉
村
一

九
九
四
、
矢
野
一
九
九
〇
な
ど
）
に
共
通
す
る
使
用
傾
向
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
【

𛂦

】
【

𛂞

】
は
音
韻
に
よ
る
使
い
分
け
が
下
敷

き
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
使
用
位
置
で
は
推
し
量
れ
な
い
要
素
が
あ
る
。
ま
た
【

𛂣

】
は
馬
琴
読
本
の
板
本
に
お
い
て
使
用
位
置
の
傾
向
が
本

に
よ
っ
て
異
な
り
（
市
地
二
〇
一
五
）
、
【

𛂦

】
【

𛂞

】
と
は
別
に
使
用
傾
向
の
整
理
が
必
要
な
仮
名
字
体
と
い
え
る
。
本
稿
で
こ
れ
ら
の
要
素
を
検
討
す

る
に
は
煩
瑣
に
な
り
す
ぎ
る
た
め
、
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
問
題
に
集
中
し
て
検
討
を
行
う
。 

八 

宇
野
（
一
九
八
一
）
に
よ
る
と
異
体
仮
名
の
使
用
位
置
に
つ
い
て
記
載
の
あ
る
文
献
に
「
一
、
和
歌
の
書
き
方
に
関
係
し
て
『
和
歌
大
綱
』
『
悦
目
抄
』
『
一

歩
』
『
男
重
宝
記
』 

二
、
書
礼
の
書
き
方
に
関
係
し
て
『
玉
章
秘
伝
抄
』
『
宗
五
大
艸
紙
』
『
女
房
筆
法
』 

三
、
仮
名
文
字
の
使
い
方
に
関
し
て
『
新
撰

仮
名
文
字
遣
』
『
和
字
大
観
抄
』
」
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
は
「
上
に
か
ゝ
ぬ
」
「
下
に
か
ゝ
ぬ
」
「
上
下
わ
か
ぬ
」
な
ど
と
し
て
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
を

分
け
る
記
述
が
な
さ
れ
る
。
馬
琴
の
言
は
こ
う
し
た
も
の
と
同
等
に
み
え
る
が
、
例
え
ば
、
『
和
歌
大
綱
』
（
鎌
倉
時
代
頃
成
立
、
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
四

巻
（
風
間
書
房
、
一
九
七
三
年
）
）
に
は
「
こ
れ
ら
の
お
の
が
音
に
よ
ら
ば
い
づ
く
に
も
あ
れ
、
と
が
む
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
様
也
。
」
（p

p
.
1
3
8
-
1
3
9

）
と
あ

る
。
『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
（
永
禄
九
〈
一
五
六
六
〉
年
頃
成
立
、
『
駒
澤
大
学
国
語
研
究
資
料
第
三 

新
撰
仮
名
文
字
遣
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
一
年
）
）
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に
は
そ
の
仮
名
字
体
を
使
用
し
た
語
の
「
見
く
る
し
き
」
「
悪
シ
」
例
が
挙
げ
ら
れ
る
（p
p
.
9
6
-
9
9

）
が
、
「
か
し
ら
に
か
ゝ
さ
る
」
と
し
て
【

𛁅

】
を
挙

げ
た
上
で
、
「
【

𛁅

】
ら
雲 

【

𛁅

】
ら
露 

は
な
の
【

𛁅

】
た
陰
る
と
は
尤
ゆ
う
け
ん
也
可
書
也
」
と
【

𛁅

】
を
語
頭
に
使
用
し
て
「
ゆ
う
け
ん
（
幽

玄
）
」
な
場
合
を
も
挙
げ
る
。
「
と
が
む
べ
か
ら
ず
」
と
さ
れ
た
り
、
「
か
ゝ
さ
る
」
例
に
反
す
る
も
の
を
許
容
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
謬
り
」
と
す

る
ほ
ど
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
は
徹
底
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

九 

語
頭
に
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
傾
向
の
あ
る
資
料
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
中
世
の
資
料
に
は
、
定
家
の
文
字
資
料
（
小
松
一
九
七
四
）
、
定
家
と
さ
ほ
ど
隔

た
ら
な
い
時
期
の
文
書
資
料
・
僧
侶
の
資
料
（
矢
田
一
九
九
五
）
や
、
世
阿
弥
の
自
筆
資
料
（
表
・
後
藤
一
九
七
九
）
、
大
倉
流
狂
言
資
料
（
菅
原
一
九
七

九
）
、
近
世
期
の
板
本
で
は
延
宝
五
〈
一
六
七
七
〉
年
版
『
平
家
物
語
』
（
土
肥
二
〇
一
八
）
、
仮
名
草
子
（
久
保
田
一
九
九
四
）
、
浄
瑠
璃
丸
本
（
野
口
一
九

八
三
）
、
洒
落
本
（
久
保
田
二
〇
〇
九
な
ど
）
、
咄
本
（
三
原
一
九
九
八
）
、
黄
表
紙
（
矢
野
一
九
九
〇
な
ど
）
、
赤
本
（
久
保
田
一
九
九
五
ｂ
）
と
、
古
典
か

ら
子
供
向
け
の
本
に
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
を
語
頭-

非
語
頭
の
分
類
で
は
な
く
、
文
節
頭-

非
文
節
頭
と
い
う
単
位
で
分
類

す
る
先
行
研
究
も
あ
る
。 

一
〇 

〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
に
限
ら
ず
、
行
頭
に
特
定
の
仮
名
字
体
が
偏
る
こ
と
に
つ
い
て
、
中
世
の
資
料
で
は
定
家
筆
か
そ
れ
に
近
い
写
本
（
小
松
一
九
七
四
、

迫
野
一
九
七
四
）
、
今
野
（
二
〇
〇
一
ａ
）
所
収
論
文
で
は
伝
西
行
筆
本
・
源
氏
物
語
古
写
本
・
大
山
祇
神
社
連
歌
・
室
町
末
期
書
写
の
土
左
日
記
等
、
和
文

資
料
に
指
摘
さ
れ
る
。
な
お
、
小
松
（
二
〇
〇
六
）p

.
1
4
2

に
は
基
本
字
体
に
対
す
る
補
助
字
体
の
用
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
行
頭
に
配
さ
れ
た
「
や
く
し
ほ

と
け
」
の
〈
ク
〉【

𛀰

】
が
前
行
の
末
尾
か
ら
続
く
語
で
あ
る
こ
と
を
表
す
ハ
イ
フ
ン
と
同
じ
機
能
を
有
す
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、〈
シ
〉
に
つ
い
て
は

【

𛁈

】
が
語
頭
標
示
機
能
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
た
め
、
同
様
の
機
能
を
認
め
が
た
い
。 

一
一 

安
田
（
一
九
六
七
）p

p
.
5
-
9

は
、
仮
名
字
体
が
一
音
一
字
に
定
め
ら
れ
た
明
治
三
三
〈
一
九
〇
〇
〉
年
八
月
の
小
学
校
令
に
際
し
て
「
【

𛁈

】
を
存
し
て

【
し
】
の
方
を
一
語
の
中
又
は
末
に
用
ゐ
る
仮
名
と
す
る
こ
と
」
と
【

𛁈

】
を
残
す
少
数
説
が
あ
っ
た
（
「
明
治
三
十
三
年
一
月 

帝
国
教
育
会
仮
名
調
査

委
員 

国
語
国
字
に
関
す
る
決
議
」
（
吉
田
澄
夫
・
井
之
口
有
一
編
『
明
治
以
降
国
字
問
題
諸
案
集
成
』
風
間
書
房
、
一
九
六
二
年
、p

.
9
4
6

）
）
こ
と
を
踏

ま
え
、
秀
吉
書
簡
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
の
調
査
を
行
い
、
【

𛁈

】
が
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
、
更
に
、
語
中
に
使
用
さ
れ
る

【

𛁈

】
に
関
し
て
は
語
の
構
成
要
素
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。 

一
二 

今
野
（
二
〇
〇
一
ａ
）p

.
3
1
9

、
咄
本
は
前
田
（
一
九
九
八
）p

p
.
2
0
3
-
2
0
5

、
人
情
本
は
玉
村
（
一
九
九
四
）p

p
.
1
8
0
-
1
8
1

参
照
。 

一
三 

市
地
（
二
〇
一
五
）
で
扱
っ
た
馬
琴
読
本
に
は
稿
本
が
残
存
せ
ず
、
稿
本
と
板
本
と
で
表
記
に
変
動
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
【

𛁈

】
が

行
頭
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
板
本
の
表
記
に
お
い
て
、
通
常
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
語
中
の
〈
シ
〉
を

行
頭
だ
と
【

𛁈

】
で
書
い
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
行
頭
で
特
別
に
【

𛁈

】
を
使
用
し
て
い
る
と
見
做
せ
る
用
例
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

一
四 

稿
本
と
板
本
の
表
記
を
比
較
す
る
研
究
方
法
は
、
内
田
（
一
九
九
八
ｃ
）
が
先
行
し
、
合
巻
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』（
文
政
一
二
〈
一
八
二
九
〉
年
）
の
稿
本
で
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は
行
中
に
書
か
れ
た
【
り
】
の
う
ち
、
板
本
で
行
頭
に
移
っ
た
三
例
す
べ
て
が
【

𛃶

】
に
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

一
五 
内
田
（
一
九
九
八
ｃ
）
（
二
〇
〇
〇
）
に
よ
り
、
筆
耕
が
作
家
自
筆
稿
本
の
仮
名
字
体
を
別
の
字
体
に
書
く
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

一
六 
調
査
資
料
に
は
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
に
つ
い
て
言
及
が
あ
り
、
初-

四
篇
ま
で
の
計
二
〇
冊
の
稿
本
（
文
化
一
二
〈
一
八
一
六
〉-

文
政
三
〈
一
八
二

〇
〉
年
、
天
理
図
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号
九
一
三
・
六
五-

イ
二
三
）
が
残
る
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
稿
本
の
虫
損
が
激
し

く
、
稿
本
と
板
本
の
比
較
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
用
例
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
稿
本
が
残
る
板
本
を
担
当
す
る
筆
耕
が
ほ
ぼ
八
犬
伝
①
と
同
じ
千
形
仲
道

（
初
輯
・
四
編
が
千
形
仲
道
、
二
編
が
千
形
仲
道
・
棚
加
正
造
（
分
担
箇
所
不
明
）
、
五
編
が
田
中
正
造
、
六
編
が
田
中
正
造
（
巻
一
・
五
）
と
谷
金
川

（
巻
二
・
三
・
四
）
、
三
編
筆
耕
不
明
）
で
あ
る
こ
と
、
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
初
輯
か
ら
六
編
ま
で
の
制
作
期
間
の
一
三
年
間
（
文
化
一
二
〈
一
八
一
五
〉-

文

政
一
一
〈
一
八
二
八
〉
）
は
『
八
犬
伝
』
の
制
作
期
間
と
完
全
に
被
る
た
め
、
長
期
に
渡
る
馬
琴
の
〈
シ
〉
に
お
け
る
用
字
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
『
八
犬

伝
』
か
ら
優
先
し
て
資
料
を
選
ん
だ
。 

一
七 

大
島
（
二
〇
〇
〇
）
の
調
査
資
料
は
八
犬
伝
②
と
同
じ
谷
金
川
が
筆
耕
で
あ
る
が
、
仮
名
字
体
の
使
用
分
布
の
詳
細
な
数
量
は
明
ら
か
で
な
い
ほ
か
、
調

査
範
囲
が
一
〇
丁
分
と
、
今
回
と
は
異
な
る
。
別
の
巻
で
も
同
様
の
書
き
方
を
行
っ
て
い
る
の
か
再
確
認
す
る
意
味
も
含
め
、
注
一
八
に
記
載
し
た
通
り
、

調
査
資
料
を
改
め
て
選
定
し
、
調
査
を
行
う
。 

一
八 

『
八
犬
伝
』
の
稿
本
は
、
第
四
輯
巻
之
三
・
四
と
、
丁
子
屋
平
兵
衛
に
板
元
が
移
っ
た
第
八
輯
以
降
の
四
九
冊
分
が
残
る
。
そ
の
中
で
、
八
犬
伝
の
第
八

輯
巻
之
二
を
資
料
に
選
ん
だ
の
は
、
八
犬
伝
全
巻
を
通
し
て
最
も
担
当
頻
度
の
高
い
筆
耕
・
谷
金
川
（
全
一
〇
六
冊
中
六
〇
冊
）
と
彫
り
師
・
横
田
守
（
全

一
〇
六
冊
中
一
四
冊
）
の
組
み
合
わ
せ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
八
犬
伝
を
通
し
て
最
も
よ
く
あ
る
組
み
合
わ
せ
の
出
版
従
事
者
に
よ
る
文
字
の
変
動
を

確
認
で
き
る
資
料
と
考
え
た
。
こ
の
資
料
を
軸
と
し
、
別
の
筆
耕
が
担
当
し
た
箇
所
と
し
て
比
較
可
能
な
四
輯
巻
之
三
、
九
輯
巻
之
二
七
を
選
択
し
た
。 

一
九 

松
亭
金
水
（
寛
政
九
〈
一
七
九
七
〉-

文
久
二
〈
一
八
六
三
〉
年
）
は
書
家
の
谷
金
川
の
弟
子
で
馬
琴
の
板
下
書
き
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
為
永
春
水

の
代
筆
な
ど
を
経
て
人
情
本
作
家
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
馬
琴
の
死
後
、
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
続
編
な
ど
を
執
筆
し
、
板
元
の
注
文
に
応
じ
た
執
筆
活
動
を

展
開
し
た
（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
武
藤
元
昭
氏
執
筆
項
目
）
。 

二
〇 

後
期
読
本
の
最
終
稿
本
は
、
一
一
行
（
明
断
録
は
一
〇
行
）
の
書
式
・
挿
絵
、
目
次
・
飾
り
枠
に
至
る
ま
で
、
売
り
出
さ
れ
る
板
本
を
想
定
し
て
制
作
さ

れ
る
。
筆
耕
や
画
師
は
、
こ
の
稿
本
を
も
と
に
板
本
を
制
作
す
る
。
調
査
資
料
の
稿
本
は
、
い
ず
れ
も
巻
之
五
の
裏
表
紙
に
稿
了
年
月
日
や
「
筆
福
硯
壽
」

「
大
吉
利
市
」
の
文
字
が
書
か
れ
た
、
筆
耕
に
渡
し
た
最
終
稿
と
目
さ
れ
る
。 

二
一 

調
査
範
囲
内
で
稿
本
と
板
本
で
異
な
る
字
体
に
な
る
仮
名
の
割
合
は
、
質
屋
庫
一
五
・
七
六
％
、
八
犬
伝
①
一
一
・
八
〇
％
、
八
犬
伝
②
九
・
七
〇
％
、

八
犬
伝
③
一
七
・
五
二
％
、
明
断
録
一
七
・
五
一
％
で
あ
っ
た
。
ど
の
資
料
に
お
い
て
も
仮
名
の
約
八
〇
％
以
上
は
同
じ
字
体
の
ま
ま
書
き
写
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
場
合
、
【

て

】
／
【

𛁳

】
、
【

ま

】
／
【

𛃄

】
の
よ
う
に
、
同
じ
字
母
だ
が
書
き
順
・
画
数
の
異
な
る
仮
名
字
体
同
士
の
変
更
も
含
め
た
が
、
こ
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れ
ら
は
書
き
手
が
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
〈
シ
〉
の
【

𛁅

】
【

し

】
／
【

𛁈

】
に
つ
い
て
は
、
字
母
が
異
な
る
字
体
で
あ
り
、
か
つ
馬
琴

の
言
も
あ
る
。
【

𛁅

】
と
【

𛁈

】
が
変
わ
る
こ
と
は
書
き
手
が
区
別
し
て
〝
書
き
換
え
た
〟
も
の
と
捉
え
る
。 

二
二 
漢
語
サ
変
動
詞
は
語
中
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
複
合
語
下
接
部
頭
に
分
類
し
た
。
ま
た
「
示
し
て
」
「
示
し
た
り
」
の
よ
う
な
例
は
、
語
中
と
捉
え

ず
「
示
し
」
の
付
属
語
が
つ
い
て
い
な
い
場
合
と
同
じ
語
末
に
含
め
た
。 

二
三 

八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
・
明
断
録
の
〈
シ
〉
の
語
頭
の
用
例
は
、
サ
変
動
詞
ス
ル
の
連
用
形
シ
の
場
合
が
多
い
。 

二
四 

月
氷
竒
縁
と
弓
張
月
は
板
本
の
み
の
調
査
に
な
る
が
、
筆
耕
に
よ
っ
て
平
仮
名
と
漢
字
の
表
記
が
大
幅
に
入
れ
替
わ
る
こ
と
は
な
く
、
概
ね
平
仮
名
は
平

仮
名
の
ま
ま
、
漢
字
は
漢
字
の
ま
ま
清
書
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
調
査
し
た
読
本
の
稿
本
と
板
本
の
比
較
で
、
漢
字
は
、
写
し
間
違
い
・
稿
本
の
時
点

で
未
定
だ
っ
た
語
の
表
記
の
反
映
・
同
義
の
漢
字
の
書
き
換
え
・
行
書
体
と
楷
書
体
の
違
い
・
ご
く
少
量
な
も
の
に
「
多
」
「
夛
」
等
の
異
体
字
の
変
動
が

あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
ご
く
僅
か
で
、
平
仮
名
と
漢
字
と
で
表
記
が
入
れ
替
わ
る
の
は
草
書
体
の
「
也
」
「
事
」
く
ら
い
だ
っ
た
。 

二
五 

用
例
は
、
原
文
の
仮
名
字
体
を
反
映
し
て
示
す
。
振
り
仮
名
は
変
体
仮
名
で
表
示
で
き
な
い
た
め
、
現
行
仮
名
字
体
で
付
し
た
。 

二
六 

佐
々
木
（
二
〇
一
八
）
で
は
正
徹
本
『
徒
然
草
』
〈
一
四
三
一
年
〉
の
行
末
と
文
・
句
・
単
語
末
尾
の
一
致
が
八
二
・
五
％
と
高
率
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、

一
致
し
な
い
場
合
、
【

𛁈

】
を
含
む
行
頭
に
特
定
の
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
一
致
し
な
い
場
合
の
多
い
例
の
ひ

と
つ
に
、
活
用
語
の
語
幹
と
活
用
語
尾
と
の
切
れ
目
で
の
行
移
り
を
指
摘
す
る
。 

二
七 

『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
（
注
八
参
照
）
に
「
か
し
ら
に
ゝ
さ
る
」
「
下
に
か
ゝ
さ
る
」
仮
名
字
体
の
使
用
例
に
語
を
単
位
と
し
て
例
示
が
あ
る
こ
と
も
根
拠

に
な
ろ
う
。 

二
八 

平
仮
名
表
記
だ
っ
た
副
詞
・
接
続
詞
、
動
詞
な
ど
が
漢
字
表
記
に
な
っ
て
も
、
振
り
仮
名
の
語
頭
に
は
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
位
置
が
存
す
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
「
本
行
」
に
【

𛁈

】
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
書
記
の
順
序
と
し
て
振
り
仮
名
は
、
本
行
に
後
か
ら
付
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
書
き
手
に
と
っ
て
メ
イ
ン
の
文
で
あ
る
本
行
に
ま
ず
ど
の
よ
う
な
表
記
を
行
う
か
が
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
九 

春
日
政
治
「
仮
名
の
沿
革
」
（
『
仮
名
発
達
史
の
研
究
』
春
日
政
治
著
作
集
第
一
冊
、
勉
誠
社
、
一
九
八
二
年
、p

p
.
1
6
3
-
1
8
4

）p
p
.
1
6
9
-
1
7
0
 

三
〇 

矢
田
（
二
〇
一
六
）
に
は
「
充
分
な
変
体
仮
名
リ
テ
ラ
シ
ー
を
獲
得
し
得
な
か
っ
た
事
例
か
ら
見
え
る
変
体
仮
名
へ
の
意
識
」
と
し
て
、
宝
暦
四
〈
一
七

五
四
〉
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
稚
拙
な
筆
跡
の
地
方
文
書
資
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（p

p
.
1
5
9
-
1
6
2

）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
文
書
で
は
「
漢
字
の

方
が
ま
だ
し
も
良
く
書
け
て
」
お
り
、
含
ま
れ
て
い
る
平
仮
名
字
体
の
多
く
は
い
ろ
は
仮
名
四
七
字
体
で
、
変
体
仮
名
は
【
𛁑
】
【
𛂈
】
【
𛂞
】
と
僅
か
で
あ

る
こ
と
、
〈
ク
〉
に
「
九
」
、
〈
シ
〉
に
「
四
」
と
漢
数
字
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
上
で
矢
田
氏
は
、
「
そ
う
し
た
乏
し
い
書
字
能
力
、
変

体
仮
名
の
知
識
の
中
で
も
、
な
お
変
体
仮
名
は
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
時
代
の
人
々
の
文
字
意
識
の
強
固
さ
を
、
こ
の
用
字

法
は
映
し
出
し
て
い
る
」
と
す
る
。
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
一
元
化
せ
ず
、
【

𛁅

】
【

𛁈

】
の
二
字
体
の
使
用
を
保
持
す
る
志
向
も
、
こ
う
し
た
「
強
固

さ
」
が
関
係
し
よ
う
。 
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三
一 
〈
タ
〉
に
関
し
て
は
内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
、
久
保
田
（
一
九
九
五
）（
一
九
九
七
）（
二
〇
〇
九
）
、
玉
村
（
一
九
九
四
）
に
お
い
て
、〈
ネ
〉
に
つ
い
て
は
久
保

田
（
一
九
九
五
ｂ
）
（
二
〇
〇
九
）
、
矢
野
（
一
九
九
〇
）
に
指
摘
さ
れ
る
。
〈
リ
〉
の
【

𛃶

】
を
語
頭
と
す
る
例
は
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
、
前
田
（
一
九

九
八
）
な
ど
に
報
告
さ
れ
る
が
、
〈
タ
〉
や
〈
ネ
〉
ほ
ど
こ
の
使
用
傾
向
が
多
く
の
資
料
に
共
通
す
る
わ
け
で
は
な
い
。 
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第
七
章 

馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字 

 

一 

は
じ
め
に 

 

本
章
で
は
、
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
を
、
稿
本
の
作
家
の
表
記
と
板
本
の
筆
耕
の
表
記
を
通
じ
て
考
察
す
る
。 

複
数
の
仮
名
字
体
を
使
用
す
る
表
記
に
関
し
て
、
語
頭
に
【

𛁈

】
、
語
中
末
に
【

𛁅

】
と
い
っ
た
、
横
幅
の
広
い
仮
名
字
体
や
、
画
数
が
多
い
仮
名
字
体

を
語
頭
に
書
き
、
そ
れ
ら
に
比
し
て
単
純
な
形
の
仮
名
字
体
を
非
語
頭
に
書
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
仮
名
字
体
に
お
け
る
使
い
分
け
に
は
、
例
え
ば
黄

表
紙
の
よ
う
な
平
仮
名
文
に
お
け
る
仮
名
の
文
字
列
に
、
意
味
の
切
れ
目
を
示
す
機
能
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一

。
久
保
田
（
二
〇
〇
二
）
で
は
、
近

世
の
戯
作
に
句
読
法
も
ま
だ
未
整
備
の
状
態
に
あ
っ
て
、
連
綿
で
の
ま
と
ま
り
の
切
れ
目
や
、
仮
名
字
体
の
使
い
分
け
に
よ
る
語
や
形
態
素
の
切
れ
目
が
読

み
取
り
に
貢
献
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
平
仮
名
の
字
体
の
使
い
分
け
の
類
に
よ
る
切
れ
目
表
示
は
、
現
代
で
は
、
漢
字

の
含
有
率
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
、
漢
字
と
平
仮
名
の
交
用
に
よ
る
切
れ
目
表
示
に
交
替
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
二

。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
語
頭
に
【

𛁈

】
、
語
中
末
に
【

𛁅

】
と
い
う
よ
う
な
使
い
分
け
は
、
平
仮
名
を
多
く
含
む
「
文
」
に
お
い
て
効
果
を
発
揮
す
る
書

き
方
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
読
本
の
よ
う
な
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
で
は
、
必
ず
漢
字
に
振
り
仮
名
が
付
け
ら
れ
る
。
自
立
語
と
付
属
語
の

区
別
が
漢
字
に
よ
っ
て
明
瞭
な
読
本
に
お
い
て
、
本
行
と
同
等
の
用
字
が
行
わ
れ
る
か
疑
問
が
あ
る
が
、
稿
者
は
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
、
語
頭
に
【

𛁈

】
、

語
中
末
に
【

𛁅

】
と
い
う
用
法
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
市
地
（
二
〇
一
六
ｂ
）（
二
〇
一
七
）
で
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
市
地
（
二
〇
一
六
ｂ
）
で

は
使
用
傾
向
が
確
認
で
き
た
こ
と
の
み
を
報
告
し
、
具
体
的
な
使
用
数
と
し
て
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
位
置
等
を
示
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
板
本
を
対

象
と
し
た
調
査
だ
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
馬
琴
の
稿
本
の
時
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
使
用
傾
向
な
の
か
、
筆
耕
に
お
い
て
【

𛁈

】
と
さ
れ
て
い
る
の
か
確
認

で
き
て
い
な
い
。 

市
地
（
二
〇
一
七
）
で
は
振
り
仮
名
の
語
頭
に
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
例
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
用
例
に
基
づ
い
て
、
振
り
仮
名
の
用
字
を
精
査

す
る
こ
と
で
、
振
り
仮
名
特
有
の
仮
名
字
体
の
表
記
が
見
出
せ
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
語
頭
・
語
中
末
で
使
用
傾
向
が
分
か
れ
る

仮
名
字
体
の
典
型
例
と
し
て
〈
シ
〉
の
【

𛁈

】【

𛁅

】
を
取
り
上
げ
、
振
り
仮
名
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
探
る
。
作
家
自
筆
稿
本
の
表
記
と
、

筆
耕
が
作
家
の
表
記
の
仮
名
字
体
か
ら
別
の
仮
名
字
体
を
変
え
て
い
る
場
合
に
注
目
し
、
振
り
仮
名
に
お
け
る
用
字
を
検
討
す
る
。 
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二 

先
行
研
究
と
調
査
方
法 

 

振
り
仮
名
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
（
二
〇
〇
九
）
に
浄
瑠
璃
本
『
出
世
握
虎
稚
物
語
』
の
〈
シ
〉
〈
リ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
法
の
調
査
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
佐
藤
（
二
〇
〇
九
）
で
は
振
り
仮
名
の
場
合
に
、
語
頭
に
は
【

𛁈

】
で
は
な
く
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

ま
た
、【

𛁈

】
は
同
じ
語
の
中
で
〈
シ
〉
が
二
回
あ
る
と
き
に
そ
れ
ぞ
れ
を
別
の
字
体
に
す
る
変
字
法
に
よ
る
使
用
と
、
拗
音
、
拗
長
音
、
促
音
を
伴
う
音

韻
と
関
わ
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
三

。
稿
者
と
し
て
は
、
漢
語
の
拗
音
、
拗
長
音
、
促
音
を
伴
う
〈
シ
〉
は
必
然
的
に
語
頭
・

形
態
素
頭
に
あ
た
る
た
め
、
近
世
期
に
限
ら
な
い
多
く
の
資
料
で
指
摘
さ
れ
る
【

𛁈

】
が
語
頭
、【

𛁅

】
が
語
中
末
と
い
う
使
用
傾
向
四

に
合
致
す
る
こ
と

か
ら
、
音
韻
を
使
い
分
け
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。 

読
本
の
振
り
仮
名
の
仮
名
字
体
に
関
し
て
は
、
市
地
（
二
〇
一
六
ｂ
）
に
お
い
て
、
馬
琴
の
『
月
氷
竒
縁
』（
文
化
二
〈
一
八
〇
五
〉
年
）
、『
椿
説
弓
張
月
』（
文

化
四
〈
一
八
〇
七
〉
年
）
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
巻
之
一
（
文
化
一
一
〈
一
八
一
五
〉
年
）
に
共
通
す
る
複
数
の
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
る
〈
ケ
〉〈
シ
〉〈
ス
〉

〈
タ
〉〈
ネ
〉〈
ハ
〉〈
リ
〉
の
仮
名
字
体
の
実
態
を
、
使
用
数
や
用
法
の
記
述
を
す
る
こ
と
で
報
告
し
た
。
ま
た
、
市
地
（
二
〇
一
七
）
に
お
い
て
は
、『
南
総 

 

北
條
泰
時
明
断
録

ほ
う
で
う
や
す
と
き
め
い
だ
ん
ろ
く

昔
語
質
屋
庫

む
か
し
か
た
り
し
ち
や
の
く
ら

調
査
資
料

第
一
輯

巻
之
一

第
九
輯

巻
之
二

七 第
八
輯

巻
之
二

第
四
輯

巻
之
三

巻
之
一

第
一
回

一
丁
オ
～

一

二
丁
オ
L
2

第
一
四
二
回

一
丁
オ
～

一

四
丁
オ

第
七
六
回

一
丁
オ
～

一

二
丁
オ

第
三
五
回

一
丁
オ
～

一

七
丁
オ

第
二

一
三
丁
ウ
～

二
六
丁
ウ

明
断
録

八
犬
伝
③

八
犬
伝
②

八
犬
伝
①

質
屋
庫

略
称

松
亭
金
水

し
よ
う
て
い
き
ん
す
い

著
者

不
明

白
馬
台
音

成 谷
金
川

千
形
仲
道

嶋
岡
節
亭

鈴
木
武
筍

筆
耕

不
明

森
田
甲

横
田
守

中
村
喜

作 山
崎
庄

九
郎

彫
り
師

河
内
屋

佐
助

丁
子
屋

平
兵
衛

丁
子
屋

平
兵
衛

山
崎
平

八 河
内
屋

太
助

板
元

稿
了
年
・
発
行
年
不
明

弘
化
四
〈

一
八
四
七
〉

年
序

天
保
九
〈

一
八
三
九
〉

年
五
月

天
保
一
〇
〈

一
八
四
〇
〉

年
正
月

天
保
二
〈

一
八
三
二
〉

年
一
二
月

天
保
三
〈

一
八
三
三
〉

年
五
月

文
政
三
〈

一
八
二
〇
〉

年
六
月

文
政
三
〈

一
八
二
〇
〉

年
一
一
月

文
化
七
〈

一
八
一
一
〉

年
七
月

文
化
七
〈

一
八
一
一
〉

年
一
一
月

稿
了
年
・
発
行
年

表１　調査資料と調査範囲

南
総
里
見
八
犬
伝

な
ん
そ
う
さ
と
み
は
っ
け
ん
で
ん

調
査
範
囲

曲
亭
馬
琴

き
ょ
く
て
い
ば
き
ん
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里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
巻
之
一
を
取
り
上
げ
て
、
振
り
仮
名
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
の
調
査
結
果
を
示
し
た
。
こ
の
調
査
結
果
で
、〈
シ
〉
の
【

𛁅

】
が
振

り
仮
名
の
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
場
合
も
か
な
り
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
単
音
節
の
語
で
あ
る
「
死し

」
の
振
り
仮
名
に
は
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、 

【

𛁈

】
は
そ
の
字
が
書
か
れ
た
後
に
何
ら
か
の
字
が
続
く
場
合
に
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
と
推
測
し
た
五

。 

い
ず
れ
も
板
本
の
み
を
調
査
対
象
と
し
た
仮
名
字
体
の
研
究
で
あ
る
。
語
頭
に
【

𛁅

】
が
書
か
れ
て
い
る
用
例
や
、【

𛁅

】
と
【

𛁈

】
を
書
き
換
え
て

い
る
場
合
の
作
家
・
筆
耕
の
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
を
分
析
し
、
本
行
に
お
け
る
調
査
結
果
と
対
照
す
る
こ
と
で
、
本
行
と
振
り
仮
名
に

仮
名
字
体
の
用
字
に
違
い
が
あ
る
の
か
検
討
す
る
。 

 

調
査
資
料
は
表
１
に
示
し
た
。
曲
亭
馬
琴
の
自
筆
稿
本
が
残
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
筆
耕
が
異
な
る
読
本
の
質
屋
庫
、
八
犬
伝
第
四
輯
巻
之
三
（
八
犬
伝
①
）
、

第
八
輯
巻
之
二
（
八
犬
伝
②
）
、
第
九
輯
巻
之
廿
七
（
八
犬
伝
③
）
と
す
る
。
ま
た
、
比
較
資
料
に
松
亭
金
水
の
『
北
條
泰
時
明
断
録
』（
明
断
録
）
を
加
え

る
。
こ
れ
ら
は
既
に
本
行
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の

仮
名
字
体
の
用
字
を
検
討
す
る
。 

  
 

 
 

三 

稿
本
に
み
え
る
馬
琴
の
振
り
仮
名
の
付
け
方 

 

振
り
仮
名
の
仮
名
字
体
の
用
字
を
検
討
す
る
前
に
、
文
章
の
要
素
と
し
て
読
本
の
振
り
仮
名
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
馬
琴

が
読
本
の
執
筆
に
お
い
て
振
り
仮
名
を
ど
う
付
け
て
い
た
の
か
、
稿
本
の
墨
継
ぎ
を
観
察
し
た
い
。 

後
期
読
本
は
漢
字
が
多
く
、
振
り
仮
名
が
密
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
馬
琴
読
本
で
は
漢
字
の
読
み
方
を
示
す
ほ
か
、「
再
燂

あ
た
ゝ
め

て
」（
八
犬
伝
第
四

輯
巻
之
三
一
丁
オ
）
と
い
っ
た
二
重
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
熟
字
訓
が
つ
け
ら
れ
、
文
章
表
現
上
の
特
色
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
る
六

。
馬
琴
読
本
の
振
り

仮
名
と
文
体
、
位
相
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
倉
田
（
二
〇
〇
四
）
で
は
「
文
章
表
記
上
、
漢
字
に
対
し
て
ほ
ぼ
総
ふ
り
が
な
に
な
っ
て
お
り
、
本
文
は
ふ
り
が

な
の
ラ
イ
ン
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
」（p

.
4
7

）
と
い
う
振
り
仮
名
を
読
解
上
の
本
文
と
す
る
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
総
ル
ビ
」
の
文
章
は
、

広
く
十
九
世
紀
の
戯
作
、
辞
典
、
雑
誌
、
新
聞
な
ど
に
み
ら
れ
、
屋
名
池
（
二
〇
〇
九
）
は
ル
ビ
な
し
に
は
漢
字
の
読
み
が
一
意
的
に
定
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

「
「
総
ル
ビ
」
の
文
章
で
は
本
体
は
ル
ビ
で
あ
っ
て
、
本
行
の
漢
字
で
は
な
い
」（p

.
1
1
9

）
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
が
な
い
と
本
行
の
文
意
が
伝
わ
ら
な
い
ほ
ど
、

重
要
な
要
素
と
い
え
る
。 

さ
て
、
馬
琴
の
読
本
に
お
い
て
、
文
の
意
味
・
読
解
の
上
で
不
可
欠
な
振
り
仮
名
は
、
ど
の
よ
う
に
付
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
稿
本
の
墨
継
ぎ
の
濃
淡
か
ら
、
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馬
琴
の
文
・
文
章
を
書
く
順
序
が
窺
え
る
。 

 

図
１
は
八
犬
伝
第
八
輯
巻
之
二
（
天
保
二
〈
一
八
三
二
〉
年
稿
了
）
の
稿
本
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
、
請
求
記
号
：
イ0

4
 
0
0
6
0
0
 
0
0
0
1

）
の
第
一
文
の
影
印
で
あ

る
。
図
１
に
番
号
を
つ
け
た
漢
字
①
「
次
團
太
」
②
「
綑
」
③
「
柱
」
④
「
繋
」
⑤
「
他
」
の
墨
の
濃
淡
に
注
目
し
た
い
。
各
漢
字
に
つ
い
た
振
り
仮
名
の

①
「
じ
だ
ん
た
」
②
「
い
ま
し
」
③
「
は
し
ら
」
④
「
つ
な
」
⑤
「
か
れ
」
と
、
本
行
の
漢
字
の
墨
の
濃
さ
が
、
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
分
か
る
明
瞭
な
例
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
②
「
綑
」
あ
た
り
の
墨
の
濃
淡
を
確
認
す
る
と
、「
綑
」
の
漢
字
と
振
り
仮
名
の
文
字
は
か
す
れ
て
い
る
が
、
送
り
仮
名
＋
助
動
詞
「
め
た
る
」

は
墨
が
濃
い
こ
と
が
分
か
る
。
「
綑
」
を
書
い
て
か
ら
振
り
仮
名
を
つ
け
、
そ
れ
か
ら
墨
を
付
け
て
送
り
仮
名
と
助
動
詞
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
行
の

漢
字
と
振
り
仮
名
を
、
ほ
ぼ
同
時
に
書
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

図
２
は
前
掲
の
図
１
と
同
じ
資
料
の
四
丁
オ
L1
で
あ
る
。
墨
の
濃
淡
か
ら
、
あ
る
程
度
本
行
を
書
い
て
の
ち
、
振
り
仮
名
を
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所

が
あ
る
。 

 

⑥
「
非
理

ひ

り

の
裁
許

さ

ば

き

あ
り
」
の
前
ま
で
は
、
図
１
と
同
じ
く
漢
字
と
振
り
仮
名
の
墨
の
濃
さ
が
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
⑥
「
非
理

ひ

り

の
裁
許

さ

ば

き

あ
り
」

を
確
認
す
る
と
、
「
非
理
」
の
墨
の
濃
さ
に
比
べ
、
振
り
仮
名
の
「
ひ
り
」
の
墨
は
か
な
り
薄
く
、
漢
字
を
書
い
た
直
後
に
振
り
仮
名
を
つ
け
た
と
は
考
え

に
く
い
。
ま
た
、
「
裁
許
」
に
つ
く
振
り
仮
名
「
さ
ば
き
」
は
、
漢
字
に
比
べ
て
振
り
仮
名
の
墨
が
濃
い
。
本
行
の
「
非
理
の
裁
許
あ
り
」
と
ま
と
め
て
書

図
１ 

八
犬
伝
第
八
輯
巻
之
二 

稿
本
の
冒
頭 

 

 

図
２ 

八
犬
伝
第
八
輯
巻
之
二 

稿
本
四
丁
オL

1
 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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き
、
そ
れ
か
ら
「
ひ
り
」
と
振
り
仮
名
を
つ
け
、
墨
を
筆
に
付
け
直
し
て
か
ら
「
さ
ば
き
」
と
振
り
仮
名
を
付
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
、
こ
こ
も
長
い

文
を
書
い
て
か
ら
振
り
仮
名
を
つ
け
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
も
な
く
文
末
だ
っ
た
た
め
に
先
に
文
末
ま
で
を
書
き
切
り
、
振
り
仮
名
を
つ
け
た
と
推

測
さ
れ
る
。 

振
り
仮
名
を
つ
け
た
本
文
を
書
く
順
序
は
、
本
行
の
漢
字
・
漢
字
を
含
む
文
が
先
に
書
か
れ
、
振
り
仮
名
は
必
ず
後
で
付
け
ら
れ
る
。
本
行
の
文
章
を
ま

と
め
て
書
い
て
か
ら
振
り
仮
名
を
つ
け
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
が
、
図
１
、
図
２
の
様
子
か
ら
、
少
な
く
と
も

八
犬
伝
第
八
輯
の
時
期
の
馬
琴
は
、
大
方
漢
字
を
書
い
た
直
後
に
振
り
仮
名
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

振
り
仮
名
は
、
単
語
や
用
言
の
語
幹
を
ま
と
ま
り
と
し
て
書
か
れ
る
本
行
の
補
助
的
な
要
素
だ
が
、
馬
琴
は

漢
字
と
そ
れ
に
付
け
る
振
り
仮
名
を
考
慮
し
な
が
ら
執
筆
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

 

四 

振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
と
使
用
数
及
び
使
用
位
置
の
分
布 

 

こ
こ
で
ま
ず
、
馬
琴
読
本
を
中
心
と
し
た
五
本
の
資
料
の
、
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使

用
実
態
を
、
数
量
的
な
観
点
か
ら
大
ま
か
に
把
握
す
る
。 

表
２
は
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
振
り
仮
名
と
本
行
の
使
用
総
数
を
示
し
た
。
振
り
仮
名
に
使
用
さ
れ
て
い
る

仮
名
字
体
の
種
類
は
、
本
行
に
順
じ
、
す
べ
て
の
資
料
の
振
り
仮
名
に
お
い
て
【

𛁈

】【

𛁅

】
、
質
屋
庫
・
明

断
録
に
の
み
【
し
】
が
使
用
さ
れ
る
。
そ
の
使
用
数
の
傾
向
は
、【

𛁅

】
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一

方
で
、
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
特
徴
と
し
て
、【

𛁈

】
の
使
用
割
合
が
本
行
の
仮
名
字
体
と
引
き

比
べ
て
振
り
仮
名
に
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
行
の
〈
シ
〉
全
体
に
対
す
る
【

𛁈

】
の
使
用
割
合
は
、

多
く
て
二
〇
・
〇
七
％
（
質
屋
庫
稿
本
）
、
少
な
く
て
二
・
三
九
％
（
明
断
録
稿
本
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
振
り
仮

名
は
多
く
て
五
三
・
〇
五
％
（
八
犬
伝
③
板
本
）
、
少
く
て
二
八
・
五
七
％
（
明
断
録
稿
本
）
の
割
合
で
【

𛁈

】
が

使
用
さ
れ
る
。
振
り
仮
名
は
主
と
し
て
自
立
語
で
あ
り
、
必
然
的
に
語
頭
に
あ
た
る
箇
所
が
多
く
な
る
こ
と

が
【

𛁈

】
の
使
用
割
合
と
関
連
し
よ
う
。 

表２　振り仮名と本行の〈シ〉の仮名字体と使用総数

𛁅 157 58.15% 194 71.32% 230 55.56% 225 50.79% 169 67.06%
𛁈 98 36.30% 78 28.68% 184 44.44% 218 49.21% 72 28.57%
し 15 5.55% 0 0% 0 0% 0 0% 11 4.37%
𛁅 158 58.52% 189 69.49% 231 55.80% 208 46.95% 156 61.90%
𛁈 101 37.41% 83 30.51% 183 44.20% 235 53.05% 87 34.52%
し 11 4.07% 0 0% 0 0% 0 0% 9 3.57%
𛁅 209 73.59% 289 92.04% 265 94.31% 255 87.03% 143 85.63%
𛁈 57 20.07% 25 7.96% 16 5.69% 38 12.97% 4 2.39%
し 18 6.34% 0 0% 0 0% 0 0% 20 11.98%
𛁅 187 65.85% 289 92.04% 260 92.53% 249 84.98% 150 89.82%
𛁈 55 19.37% 25 7.96% 21 7.47% 44 15.02% 6 3.59%
し 42 14.78% 0 0% 0 0% 0 0% 11 6.58%

※使用割合は小数点第四位以下を四捨五入して示している。

※稿本と板本とで【𛁈】の使用割合が多い方に網掛けをした。

八犬伝① 八犬伝② 八犬伝③ 明断録

本
行

振
り
仮
名

稿
本

板
本

稿
本

板
本

質屋庫
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ま
た
、
稿
本
と
板
本
に
お
け
る
振
り
仮
名
の
仮

名
字
体
の
使
用
数
を
比
較
す
る
と
、
質
屋
庫
・
八
犬

伝
①
・
八
犬
伝
③
・
明
断
録
で
は
板
本
に
【

𛁈

】

の
使
用
数
が
僅
か
に
増
加
し
て
お
り
、
八
犬
伝
③

で
は
【

𛁅

】
の
使
用
数
を
上
回
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

筆
耕
五
名
中
四
名
に
お
い
て
、
作
家
の
稿
本
の
段

階
よ
り
、
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
に
【

𛁈

】
を
使
用

す
る
傾
向
が
や
や
強
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

使
用
総
数
の
傾
向
が
語
に
お
け
る
使
用
位
置
七

に
お
い
て
ど
う
い
っ
た
分
布
に
な
っ
て
い
る
か
、

表
３
に
基
づ
い
て
述
べ
た
い
。 

ま
ず
、
使
用
数
の
多
い
【

𛁅

】
は
、
五
本
の
資

料
に
お
い
て
、
概
ね
位
置
を
限
る
こ
と
な
く
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
分
か
る
。
網
掛
け
を
し
た

箇
所
か
ら
、
そ
の
主
た
る
使
用
位
置
は
語
中
末
と

知
ら
れ
る
。
質
屋
庫
・
明
断
録
に
使
用
さ
れ
る
【
し
】
は
、
【

𛁅

】
の
使
用
箇
所
に
準
じ
、
語
中
末
に
僅
か
に
使
用
さ
れ
る
。 

【

𛁈

】
の
使
用
箇
所
を
確
認
す
る
と
、
語
頭
・
構
成
要
素
頭
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
本
行
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
語

中
末
に
使
用
さ
れ
る
例
は
、
八
犬
伝
③
板
本
の
語
中
１
例
（

ま
さ

𛀚

𛁈

𛃰

／
「
生
慳
」
九
丁
オL

8

／
稿
本
で
は
【

𛁅

】
）
の
み
で
あ
る
。
八
犬
伝
③
の
本
行
に

お
い
て
は
、
【

𛁈

】
が
「
示

𛁈

𛁅

」（
二
丁
オL

2

）
、
「
潰

𛁈

て
」（
四
丁
ウL

1
1

）
と
語
末
相
当
の
箇
所
に
使
用
さ
れ
る
一
方
で
、
振
り
仮
名
で
は
先
に
挙
げ

た
例
外
の
１
例
以
外
は
語
中
末
に
使
用
さ
れ
て
る
こ
と
が
な
い
。 

語
頭
に
使
用
さ
れ
る
の
は
【

𛁈

】
の
み
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
資
料
に
語
頭
の
【

𛁅

】
が
確
認
で
き
、
特
に
明
断
録
の
語
頭
に
は
【

𛁅

】
の
使
用
数
が

か
な
り
多
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
読
本
に
お
い
て
も
語
頭
で
は
【

𛁈

】
が
【

𛁅

】
を
上
回
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
佐
藤
（
二
〇
〇
九
）
に
指
摘
さ
れ
る

構成要素
頭

語中

𛁅 157 3 4[0] 11[1] 37[0] 39[0] 56[2]
𛁈 98 4 1[0] 72[4] 21[0] 0[0] 0[0]
し 15 0 0[0] 0[0] 1[0] 2[0] 12[0]
𛁅 158 0 5[0] 4[0] 41[0] 48[0] 61[0]
𛁈 101 4 0[0] 79[3] 33[1] 0[0] 0[0]
し 11 0 0[0] 0[0] 0[0] 4[0] 7[0]

𛁅 194 1 15[0] 6[0] 34[1] 72[0] 70[0]
𛁈 78 2 1[0] 71[2] 7[0] 0[0] 0[0]
𛁅 189 3 10[1] 3[1] 34[0] 72[0] 70[1]
𛁈 83 4 6[0] 74[4] 7[0] 0[0] 0[0]

𛁅 230 1 14[0] 0[0] 15[0] 79[0] 121[1]
𛁈 184 10 0[0] 141[7] 42[3] 1[0] 0[0]
𛁅 231 2 14[0] 1[0] 13[0] 79[0] 121[1]
𛁈 183 7 0[0] 140[3] 44[4] 1[0] 0[0]

𛁅 225 3 16[1] 5[0] 8[0] 99[0] 96[2]
𛁈 218 10 4[0] 138[7] 74[3] 0[0] 0[0]
𛁅 208 2 4[0] 3[1] 6[1] 98[0] 96[0]
𛁈 235 8 16[0] 140[7] 77[1] 1[0] 0[0]

𛁅 177 5 5[0] 56[4] 35[1] 40[0] 41[0]
𛁈 75 4 3[0] 71[4] 1[0] 0[0] 0[0]
し 11 0 0[0] 0[0] 0[0] 3[0] 8[0]
𛁅 166 4 8[0] 46[4] 31[0] 38[0] 43[0]
𛁈 87 7 0[0] 81[6] 5[1] 1[0] 0[0]
し 10 0 0[0] 0[0] 0[0] 4[0] 6[0]

※使用数が最も多い欄に網掛けをした。
※[ ]内に、行頭に位置した数を示した。

表３　馬琴読本の振り仮名における〈シ〉の仮名字体

の使用分布

八
犬
伝
③

稿
本

板
本

明
断
録

稿
本

板
本

八
犬
伝
①

稿
本

板
本

八
犬
伝
②

稿
本

板
本

質
屋
庫

稿
本

板
本

行
頭

単字 語頭

語中

末尾
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振
り
仮
名
の
語
頭
に
は
【

𛁅

】
が
主
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う
浄
瑠
璃
本
の
使
用
傾
向
と
は
異
な
る
こ
と
に
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。 

さ
て
、
以
上
か
ら
、
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
分
布
は
、【

𛁅

】
は
語
中
末
を
中
心
と
す
る
、【

𛁈

】
は
語
頭
・
構
成
要

素
頭
に
専
ら
使
用
さ
れ
る
、
と
い
う
傾
向
が
、
判
然
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、【

𛁈

】
が
語
頭
・
構
成
要
素
頭
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
中

で
、
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
本
行
で
自
立
語
語
頭
に
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
の
は
「
～
と
し
給
ふ
」
「
～
を
し
給
ふ
」
の
よ
う
な
、

動
詞
「
す
る
」
の
連
用
形
「
し
」
の
場
合
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
単
字
の
語
の
振
り
仮
名
に
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
の
と
使
用
原
理
と
し
て
は
同
じ
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
二
文
字
以
上
の
語
の
表
記
に
あ
た
っ
て
、
振
り
仮
名
で
は
語
頭
に
【

𛁅

】
を
書
く
場
合
が
あ
る
。 

な
お
、
八
犬
伝
②
と
八
犬
伝
③
の
本
行
で
は
行
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
が
、
表
３
に
各
本
に
お
け
る
行
頭
の
〈
シ
〉

の
仮
名
字
体
の
使
用
数
を
示
し
た
通
り
、
特
に
【

𛁈

】
に
偏
る
傾
向
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
振
り
仮
名
は
漢
字
ご
と
に
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
漢
語
中

で
行
移
り
し
て
も
、
そ
の
漢
語
の
構
成
要
素
ご
と
に
分
れ
る
た
め
、
振
り
仮
名
の
語
中
や
語
末
が
行
頭
に
位
置
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
と
も
と
馬
琴
の
校
本

の
振
り
仮
名
で
語
頭
の
〈
シ
〉
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
も
あ
り
、
特
に
行
頭
に
位
置
す
る
が
た
め
に
【

𛁈

】
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ

る
用
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

稿
本
と
板
本
に
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
変
化
が
あ
る
か
と
い
う
点
で
は
、
い
ず
れ
の
板
本
で
も
稿
本
の
概
ね
同
じ
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
と
使
用
傾
向
と

い
え
る
。
し
か
し
、
各
本
に
少
し
ず
つ
、
板
本
で
は
別
の
仮
名
字
体
で
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
馬
琴
読
本
で
目
を
引
く
の
は
、
八
犬

伝
③
の
板
本
で
は
単
字
の
語
が
、
す
べ
て
【

𛁅

】
で
は
な
く
【

𛁈

】
で
表
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
明
断
録
で
は
、
概
ね
松
亭
金
水
の
表
記
に

倣
っ
て
い
る
も
の
の
、
語
頭
で
は
【

𛁈

】
が
増
加
し
て
い
る
。
以
上
に
ど
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
か
次
節
で
検
討
す
る
。 

 

五 

稿
本
と
板
本
の
比
較
に
お
け
る
振
り
仮
名
の
仮
名
字
体 

 

ま
ず
、
稿
本
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
が
板
本
の
清
書
で
ど
れ
ほ
ど
別
の
仮
名
字
体
に
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
確
認
す
る
。 

各
資
料
に
お
け
る
そ
の
用
例
数
を
、
語
に
お
け
る
位
置
に
よ
っ
て
整
理
し
た
表
が
表
４
で
あ
る
。
稿
本
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
別
の
仮
名
字
体
で
書
く

そ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
各
資
料
に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
資
料
に
お
い
て
も
、
板
本
の
清
書
で
、【

𛁅

】
だ
っ
た
箇
所
が
【

𛁈

】
で
書
か
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
八
犬
伝
①
以
外
で
は
、【

𛁈

】
だ
っ
た
箇
所
が
【

𛁅

】
で
書
か
れ
る
パ
タ
ー
ン
も
あ
る
。【

𛁅

】
と
【

𛁈

】
の
仮
名
字
体
の
入
れ
替
わ
り
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は
、
単
字
・
語
頭
・
構
成
要
素
頭
に
偏
る
。
先
ほ
ど
確
認
し
た
通
り
、【

𛁈

】
は
も
と

も
と
語
頭
・
構
成
要
素
頭
に
偏
る
仮
名
字
体
だ
が
、
板
本
の
清
書
に
あ
た
っ
て
稿
本

に
【

𛁅

】
で
書
か
れ
て
い
た
語
頭
・
構
成
要
素
頭
を
、【

𛁈

】
と
す
る
場
合
と
、【

𛁈

】

で
は
な
く
【

𛁅

】
で
表
記
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

単
字
の
語
の
場
合
、
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
で
は
馬
琴
の
稿
本
に
【

𛁅

】

で
表
記
さ
れ
て
い
て
も
、
清
書
で
は
【

𛁈

】
と
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。 

質
屋
庫
・
明
断
録
で
は
、
【

𛁅

】
と
【
し
】
の
書
き
変
わ
り
が
あ
り
、
こ
の
場
合

は
、
も
と
も
と
【

𛁅

】
が
優
勢
な
語
中
末
で
起
こ
る
。 

以
上
か
ら
、
ま
ず
、
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
が
、
稿
本
か
ら
板
本

で
別
の
字
体
に
な
る
場
合
は
、
語
を
単
位
と
し
た
よ
く
あ
る
使
用
傾
向
の
範
疇
で
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
板
本
の
清
書
を
行
う
筆
耕
は
、
語
頭
・
構
成

要
素
頭
の
【

𛁅

】
を
【

𛁈

】
で
書
く
こ
と
、【

𛁈

】
か
ら
【

𛁅

】
で
書
く
こ
と
両

方
が
あ
り
、
単
に
語
頭
を
【

𛁈

】
で
揃
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

【

𛁈

】
を
語
頭
に
書
く
こ
と
は
、
平
仮
名
の
多
い
文
を
単
位
と
し
た
表
記
に
お
い
て
、
自
立
語
と
付
属
語
を
区
別
す
る
有
効
な
マ
ー
カ
ー
に
な
り
え
た

使
用
傾
向
と
い
え
る
。
漢
字
に
よ
っ
て
自
立
語
と
付
属
語
の
区
別
が
明
解
な
文
章
の
振
り
仮
名
に
お
い
て
、
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
い
こ

と
は
、
基
本
的
に
は
本
行
と
同
等
に
仮
名
字
体
の
用
字
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、【

𛁅

】
も
使
用
さ
れ
る
点
は
、
漢
字
に
付
さ

れ
る
と
い
う
、
書
記
行
為
の
上
で
は
「
文
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
振
り
仮
名
で
あ
る
た
め
に
起
こ
る
語
頭
の
揺
れ
だ
と
推
測
さ
れ
る
。 

次
節
で
は
単
字
・
語
頭
で
筆
耕
の
【

𛁅

】
【

𛁈

】
の
使
用
が
揺
れ
る
用
例
に
注
目
し
、
そ
の
用
字
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。 

 

六 

振
り
仮
名
に
お
け
る
単
字
・
語
頭
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
例 

 

さ
て
、
振
り
仮
名
の
単
字
・
語
頭
に
お
い
て
、
仮
名
字
体
が
板
本
で
稿
本
と
は
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
用
例
を
確
認
し
た
い
。 

稿本 板本 数 構成要素頭 語中

𛁅 → 𛁈 11 1 7 3 0 0
𛁈 → 𛁅 8 0 1 6 1 0
𛁅 → し 2 0 0 0 2 0
し → 𛁅 6 0 0 0 0 6

八
①

𛁅 → 𛁈 5 5 0 0 0 0

𛁈 → 𛁅 3 0 1 2 0 0
𛁅 → 𛁈 2 0 0 2 0 0
𛁅 → 𛁈 19 12 2 3 2 0
𛁈 → 𛁅 2 0 1 1 0 0
𛁅 → 𛁈 23 0 18 5 0 0
𛁈 → 𛁅 8 4 4 0 0 0
し → 𛁅 3 0 0 0 1 2
𛁅 → し 1 0 0 0 1 0

表４　稿本から板本で〈シ〉の仮名字体が別

の仮名字体で書かれる用例

※【𛁅】【𛁈】の書き換えと、用例がある欄に網掛けを施した。

単字 語頭
語中

末尾

※仮名字体について、稿本と板本で同箇所が同仮名字体
だったときに「―」で示した。稿本と板本の同箇所の仮名字
体が変わっていたものを「→」で示した。

質

八
②

八
③

明
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六-

一 

単
字
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
用
例 

 

ま
ず
単
字
の
振
り
仮
名
に
お
い
て
【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
で
仮
名
字
体
が
変
わ
る
こ
と
の
あ
る
振
り
仮
名
の
用
例
を
確
認
す
る
。
表
５-

１
は
五
本
の
資
料

に
お
い
て
頻
出
す
る
「
知
る
」
の
振
り
仮
名
と
、
「
知
る
」
を
後
項
要
素
と
す
る
複
合
語
（
な
お
、
質
屋
庫
で
は
「
知
る
」
の
語
16
例
す
べ
て
を
本
行
に
平
仮
名
で
書

く
た
め
、
振
り
仮
名
の
用
例
が
な
い
）
及
び
、「
仕
ま
ひ
」「
字
」
の
稿
本
・
板
本
の
使
用
仮
名
字
体
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
。
表
５-

２
も
五
本
の
資
料
に
頻
出
し
、

〈
シ
〉
一
文
字
・
二
文
字
以
上
の
振
り
仮
名
が
付
く
場
合
を
含
む
「
死
」
の
語
を
集
め
た
。 

表
５-

１
の
「
知
る
」「
字
」「
仕
～
」
の
漢
字
に
付
さ
れ
る
仮
名
字
体
に
つ
い
て
、
稿
本
の
作
家
の
表
記
を
確
認
す
る
。
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝

③
の
稿
本
で
は
、
「
知
る
」
40
例
の
う
ち
、
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
は
【

𛁅

】
34
例
、【

𛁈

】
6
例
で
あ
る
。「
字
」
は
、
6
例
す
べ
て
が
【

𛁅

】
で
書
か

れ
る
。
明
断
録
の
稿
本
で
は
、「
知
る
」
の
振
り
仮
名
4
例
の
う
ち
仮
名
字
体
は
【

𛁅

】
4
例
、「
仕
ま
ひ
」「
仕
さ
す
」
は
3
例
中
2
例
が
【

𛁈

】
、
1

例
の
み
【

𛁅

】
で
あ
る
。
馬
琴
の
表
記
で
は
、「
知
る
」
の
振
り
仮
名
を
【

𛁈

】
で
書
く
こ
と
も
あ
る
が
圧
倒
的
に
【

𛁅

】
で
書
く
こ
と
が
多
く
、
松
亭

金
水
も
単
字
の
振
り
仮
名
に
【

𛁅

】
で
書
く
傾
向
が
窺
え
る
。 

「
知
る
」
を
後
項
要
素
と
す
る
複
合
語
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
馬
琴
は
、「
恥
知

は

ぢ

し

ら
ず
」
1
例
、「
聞き

ゝ

知し

る
」
3
例
の
計
4
例
の
振
り
仮
名
に
【

𛁅

】

で
書
き
、「
人ひ

と

知し

ら
ず
」
1
例
、「
告
知

つ
げ
し
ら

す
」
2
例
の
計
3
例
で
は
、【

𛁈

】
で
書
く
。「
知
る
」
に
一
文
字
の
振
り
仮
名
が
つ
い
て
い
る
場
合
と
、
複
合
語

で
は
、〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
扱
い
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。「
人ひ

と

知し

ら
ず
」
は
「
人
＋
知
ら
ず
」
と
い
う
語
構
成
の
上
で
の
頭
で
あ
る
分
析
意
識
が
あ
っ

た
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
告
知

つ
げ
し
ら

す
」
の
場
合
に
、
振
り
仮
名
が
平
仮
名
二
文
字
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
で
は
、「
知
」
に

「
知し

ら

（
ず
）
」「
知し

り

（
て
）
」
と
活
用
部
分
を
送
り
仮
名
に
せ
ず
、
平
仮
名
二
文
字
に
な
っ
て
い
る
例
が
3
例
あ
り
、
こ
の
場
合
、
馬
琴
は
【

𛁈

】
で
表
記
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
馬
琴
の
表
記
に
お
い
て
、
「
知
」
の
漢
字
一
文
字
に
振
り
仮
名
一
文
字
が
対
応
す
る
場
合
は
、
【

𛁅

】
を
書
く
傾
向

が
あ
り
、
振
り
仮
名
が
二
文
字
以
上
な
ら
ば
【

𛁈

】
で
書
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

同
じ
よ
う
に
、「
死
」
の
語
を
表
５-

２
か
ら
み
て
み
よ
う
。
馬
琴
の
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
に
お
い
て
、
漢
字
一
文
字
に
振
り

仮
名
一
文
字
が
対
応
す
る
「
死し

」「
死し

す
」「
死し

な
ず
」
計
11
例
で
は
、【

𛁅

】
10
例
、【

𛁈

】
1
例
と
、
や
は
り
【

𛁅

】
が
優
勢
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
字

一
文
字
に
平
仮
名
二
文
字
の
振
り
仮
名
が
対
応
す
る
「
死し

な

（
ず
）
」「
死し

す

」
で
は
、
6
例
中
6
例
が
【

𛁈

】
で
書
か
れ
る
。
漢
字
熟
語
の
「
死
刑

し

け

い

」「
死
活

し
く
わ
つ

」

「
死
物

し

ぶ

つ

」
計
4
例
は
す
べ
て
【

𛁈

】
、
複
合
語
の
後
項
要
素
の
場
合
は
【

𛁅

】
2
例
、
【

𛁈

】
1
例
と
【

𛁅

】
で
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
松
亭
金
水 
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の
表
記
に
お
い
て
は
「
死し

す
」
に
【

𛁈

】
を
書
い
て
い
る
。 

 

こ
の
上
で
、
筆
耕
が
清
書
を
し
た
板
本
の
仮
名
字
体
の
選
択
を
み
て
み
た
い
。
ま
ず
「
知
る
」
の
場
合
、
八
犬
伝
②
・
明
断
録
は
稿
本
の
仮
名
字
体
の
ま

ま
表
記
し
て
い
る
。
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
③
の
筆
耕
は
【

𛁅

】
だ
っ
た
〈
シ
〉
を
【

𛁈

】
と
す
る
例
が
み
ら
れ
る
。
特
に
八
犬
伝
③
で
は
、【

𛁅

】
12
例

中
10
例
を
【

𛁈

】
と
し
て
お
り
、【

𛁈

】
で
表
記
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
え
る
。
筆
耕
に
よ
っ
て
、「
知
る
」
に
つ
く
一
文
字
の
振
り
仮
名
を
、
語
頭
と
し

稿
本

板
本

質
屋
庫

八
犬
伝
①

八
犬
伝
②

八
犬
伝
③

明
断
録

𛁅 𛁅 0 9 12 2 4

𛁈 𛁈 0 1 0 4 0

𛁅 𛁈 0 3 0 8 0

恥は
ぢ

知 し

ら
ず

𛁅 𛁅 0 1 0 0 0

𛁅 𛁅 0 0 2 0 0

𛁅 𛁈 0 0 0 1 0

人ひ
と

知し

ら
ず

𛁈 𛁈 0 0 0 1 0

告つ
げ

知し
ら

す
𛁈 𛁈 0 0 0 2 0

知し
ら 𛁈 𛁈 0 0 2 1 0

知し
り 𛁈 𛁈 0 0 0 1 0

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

𛁈 𛁅 0 0 0 0 1

仕
さ
す

し

𛁈 𛁅 0 0 0 0 1

字じ 𛁅 𛁅 5 1 0 0 0

表５-１　【𛁅】と【𛁈】で字体

が変わることのある単音節の用例

知し

る

聞き
ゝ

知し

る

「知る」「聞知りて」「告知す」「仕さす」は
終止形に統一して示した。振り仮名の
「しら」とあるものは、打消の助動詞ズ
などが接続する。

仕し

ま
ひ

「
死

」
類

稿
本

板
本

質
屋
庫

八
犬
伝
①

八
犬
伝
②

八
犬
伝
③

明
断
録

𛁅 𛁅 0 0 0 2 0

𛁈 𛁅 1 0 0 0 0

𛁈 𛁅 0 0 0 0 2

𛁅 𛁈 0 2 0 4 0

死し

な
ず

𛁅 𛁅 0 0 2 0 0

死し
な 𛁈 𛁈 0 2 0 2 0

死し
す 𛁈 𛁈 0 2 0 0 0

死
刑

し
け
い 𛁈 𛁈 1 0 1 0 0

死し

活く
わ
つ

𛁈 𛁈 0 0 0 1 0

死
物

し
ぶ
つ 𛁈 𛁈 0 1 0 0 0

𛁈 𛁅 1 0 0 0 0

𛁅 𛁈 0 0 0 0 1

溺お
ぼ
れ
し死

す
𛁅 𛁅 0 0 0 1 0

頓
死

と
ん
し

す
𛁅 𛁅 0 0 0 1 0

表５-２　【𛁅】と【𛁈】で字体

が変わることのある単音節の用例

死し

死し

す

討 う
ち

死じ
に

す
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て
捉
え
る
か
否
か
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 
続
い
て
、
「
死
」
の
振
り
仮
名
の
仮
名
字
体
を
み
て
み
た
い
。
質
屋
庫
の
筆
耕
は
、
稿
本
に
【

𛁈

】
で
書
か
れ
て
い
る
「
死し

」
を
【

𛁅

】
で
書
い
て
い

る
。
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
筆
耕
は
、「
死し

」「
死し

な
ず
」
の
仮
名
字
体
を
【

𛁅

】
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
③
で
は
「
死し

す
」
の

仮
名
字
体
を
【

𛁅

】
か
ら
【

𛁈

】
に
書
く
。
明
断
録
で
は
「
死し

す
」
の
仮
名
字
体
を
【

𛁈

】
か
ら
【

𛁅

】
と
し
て
い
る
。
漢
字
一
文
字
の
振
り
仮
名
に

平
仮
名
二
文
字
が
対
応
す
る
「
死し

な

（
ず
）
」
「
死し

す

」
、
漢
字
熟
語
の
「
死
刑

し

け

い

」
「
死
活

し
く
わ
つ

」
「
死
物

し

ぶ

つ

」
は
稿
本
の
【

𛁈

】
か
ら
変
わ
ら
な
い
。 

 

以
上
か
ら
、
八
犬
伝
③
の
筆
耕
は
、
単
字
の
振
り
仮
名
を
語
頭
と
見
な
し
て
、
特
に
【

𛁈

】
で
表
記
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
、
作

家
・
筆
耕
を
含
め
、
漢
字
一
文
字
に
平
仮
名
一
文
字
の
振
り
仮
名
が
付
け
ら
れ
る
場
合
に
、【

𛁅

】
で
表
記
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
「
知
る
」

の
よ
う
に
送
り
仮
名
や
複
合
語
が
本
行
に
続
い
て
い
る
場
合
も
同
じ
で
、
「
文
」
の
文
字
列
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
一
文
字
に
な
っ
た
振
り
仮
名
で
は
、
〈
シ
〉

が
【

𛁈

】
で
あ
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
知
る
」
「
死
」
を
後
項
要
素
と
す
る
複
合
語
の
場
合
は
、
複
合
語
の
後
項
要
素
を
語
中
と
捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
構
成
要
素
の
頭
と
し
て
分
析
的
に
捉

え
る
か
揺
れ
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
の
仮
名
字
体
の
揺
れ
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
 

 
 

 

六-

二 

振
り
仮
名
の
語
頭
の
〈
シ
〉
の
用
例 

  

続
い
て
、
平
仮
名
二
文
字
以
上
の
振
り
仮
名
が
つ
い
た
、
語
頭
に
お
け
る
用
例
を
確
認
す
る
。
語
頭
の
大
半
は
稿
本
と
板
本
と
も
に
【

𛁈

】
で
表
記
さ

れ
て
い
る
た
め
、
表
６-

１
に
ま
と
め
た
【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
で
仮
名
字
体
が
変
わ
る
こ
と
の
あ
る
語
頭
の
用
例
、
表
６-

２
に
ま
と
め
た
語
頭
に
【

𛁅

】
が

書
か
れ
る
用
例
、
以
上
か
ら
振
り
仮
名
に
お
け
る
【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
の
使
用
実
態
を
み
て
み
た
い
。 

 

表
６-

１
に
、
稿
本
で
【

𛁈

】
だ
っ
た
箇
所
を
【

𛁅

】
で
書
い
て
い
る
用
例
、
そ
の
逆
の
【

𛁅

】
だ
っ
た
箇
所
を
【

𛁈

】
で
書
い
て
い
る
用
例
を
示
し

た
が
、
筆
耕
に
大
き
な
傾
向
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
板
本
の
清
書
に
あ
た
っ
て
ど
う
表
記
す
る
の
か
、
筆
耕
ご
と
の
個
別
的
な
字
体
選
択
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

た
だ
、
表
６-

２
の
語
頭
に
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
た
用
例
を
み
る
と
、「
自
殺

じ

さ

つ

す
」「
四
郎

し

ら

う

」「
師
弟

し

て

い

」「
自
餘

じ

よ

」「
四
手

し

で

」「
子
息

し

そ

く

」「
次
郎

じ

ら

う

」「
思
按

し

あ

ん

」「
慈
悲

じ

ひ

」

「
仔
細

し

さ

い

」「
志
願

し
ぐ
わ
ん

」「
紙
燭

し

そ

く

」
計
13
例
が
漢
字
に
振
り
仮
名
二
文
字
以
上
が
対
応
す
る
も
の
の
、
熟
語
を
分
解
す
れ
ば
漢
字
一
文
字
に
振
り
仮
名
一
文
字
が
対

応
す
る
用
例
で
あ
る
こ
と
に
目
に
つ
く
。
表
６-

１
に
示
し
た
用
例
の
中
に
も
、
「
四
海

し

か

い

」
「
自
害

じ

が

い

」
「
自
然

し

ぜ

ん

」
「
伺
公

し

か

う

」
「
二
男

じ

な

ん

」
「
時
宗

じ

そ

う

」
「
自
業

じ

ご

う

」
「
刺
客

し

か

く

」

「
時
致

じ

ち

」
「
時
運

じ

う

ん

」
「
至
妙

し
み
や
う

」
の
11
例
が
該
当
す
る
。 
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こ
の
よ
う
な
漢
語
の
場
合
に
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
表
７
に
ま
と
め
た
通
り
、
異
な
り
語
数
で
14
例
が
存
す
る
。
こ
の
う
ち
、
〈
シ
〉

の
平
仮
名
が
重
な
る
「
獅
子

し

し

」「
止
宿

し
し
ゅ
く

」「
一
什

し
じ
ゅ
う

」「
時
日

じ

じ

つ

」
は
、
語
頭
を
【

𛁈

】
と
し
、
二
文
字
目
は
【

𛁅

】
で
書
い
て
区
別
し
て
い
る
、
変
字
法
に
よ
る

表
記
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
用
例
を
除
い
た
あ
と
の
11
例
は
、
作
家
・
筆
耕
に
お
い
て
【

𛁅

】
と
揺
れ
る
こ
と
な
く
【

𛁈

】
が
書
か
れ
て
い
た
用
例
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
比
し
て
、【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
で
筆
耕
が
仮
名
字
体
を
別
の
仮
名
字
体
で
書
い
て
い
た
り
、
稿
本
と
板
本
で
変
わ
り
な
く
【

𛁅

】
で

書
か
れ
る
用
例
が
多
い
と
い
え
る
。
漢
字
に
単
字
の
振
り
仮
名
が
対
応
し
て
い
る
場
合
と
似
て
、
漢
字
熟
語
の
語
頭
で
も
、
漢
字
一
文
字
に
平
仮
名
一
文
字

の
振
り
仮
名
が
対
応
す
る
場
合
は
、
【

𛁅

】
と
【

𛁈

】
の
仮
名
字
体
の
選
択
や
揺
れ
や
す
い
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
使
用
傾
向
は
、
【

𛁅

】
に
何
ら
か
の
使
用
規
則
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
単
字
の
振
り
仮
名
や
、
漢
字
一
文
字
に
平
仮
名
一
文
字
が
対
応
す 

 

稿
本

板
本

質

屋

庫

八

犬

伝

①

八

犬

伝

②

八

犬

伝

③

明

断

録

稿
本

板
本

質

屋

庫

八

犬

伝

①

八

犬

伝

②

八

犬

伝

③

明

断

録

𛁅 𛁈 1 0 0 0 0
自
業

じ
ご
う 𛁅 𛁈 1 0 0 0 0

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1
時じ

致ち 𛁅 𛁈 1 0 0 0 0

𛁅 𛁈 1 0 0 0 0
時じ

運 う
ん

𛁅 𛁈 0 0 0 1 0

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1
至し

妙み
や
う

𛁅 𛁈 0 0 0 1 0

𛁈 𛁅 0 0 1 0 0 下し
も 𛁅 𛁈 0 0 0 0 1

𛁈 𛁈 0 0 0 1 0
寿じ

ゅ

王わ
う

丸ま
る

𛁅 𛁈 0 0 0 0 1

𛁈 𛁅 0 0 0 1 0 𛁈 𛁈 0 0 0 0 2

𛁈 𛁈 0 0 6 15 0 𛁅 𛁈 0 0 0 0 3

𛁈 𛁅 0 0 0 0 1
守
護

し
ゅ
ご 𛁅 𛁈 0 0 0 0 2

𛁈 𛁈 0 0 0 0 1
所
得

し
ょ
と
く

𛁅 𛁈 0 0 0 0 1

伺し

公か
う

𛁈 𛁅 0 0 0 0 2 𛁈 𛁈 0 0 0 0 1

式
部

し
き
ぶ

丞じ
や
う

𛁈 𛁅 0 0 0 0 1 𛁅 𛁈 0 0 0 0 5

稍し
だ
いに

𛁈 𛁅 0 0 0 0 1
食し

ょ
く 𛁅 𛁈 0 0 0 0 1

𛁅 𛁈 2 0 0 0 0
所
為

し
ょ
ゐ 𛁅 𛁈 0 0 0 0 1

𛁈 𛁈 1 0 0 0 0
宿し

ゅ
く
が
ふ

業 𛁅 𛁈 0 0 0 0 1

𛁅 𛁈 1 0 0 0 0
須
臾

し
ゅ
ゆ 𛁅 𛁈 0 0 0 0 1

𛁈 𛁈 1 0 0 0 0 𛁅 𛁈 0 0 0 0 1

二
男

じ
な
ん 𛁅 𛁈 2 0 0 0 0 𛁈 𛁈 1 0 0 2 0

左表の二重線より上は板本で【𛁅】、二重線以下と右表は板本で【𛁈】

で書かれている用例である

実じ
つ

に

自
然

し
ぜ
ん

宿
所

し
ゅ
く
し
ょ

称し
や
うし

親
王

し
ん
わ
う

巡じ
ゅ
ん
れ
い

禮

時
宗

じ
そ
う

表６-１　【𛁅】と【𛁈】で字体が変わることがある語頭の用

例

四し

海か
い

刺
客

し
か
く

自
害

じ
が
い
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稿
本

板
本

質
屋
庫

八
犬
伝
①

八
犬
伝
②

八
犬
伝
③

明
断
録

稿
本

板
本

質
屋
庫

八
犬
伝
①

八
犬
伝
②

八
犬
伝
③

明
断
録

𛁅 𛁅 1 0 0 0 0
貞じ

や
う
お
う

應 𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

𛁈 𛁈 1 0 0 0 0
代し

呂ろ

物も
の

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

四
郎

し
ら
う 𛁅 𛁅 1 0 0 0 0 𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

師
弟

し
て
い 𛁅 𛁅 0 1 0 0 0 𛁈 𛁈 0 1 0 0 0

下し

垂た
り

尾を

𛁅 𛁅 0 1 0 0 0 𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

自じ

餘よ 𛁅 𛁅 0 0 0 1 0 𛁈 𛁈 0 1 0 0 0

四し

手で 𛁅 𛁅 0 0 0 1 0
慈
悲

じ
ひ 𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1
仔
細

し
さ
い 𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

𛁈 𛁈 0 0 0 1 0
城
下

じ
や
う
か

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

瀟
墻

し
や
う
〳
〵

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1
城
中

じ
や
う
ち
う

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

承
久

じ
や
う
き
う

𛁅 𛁅 0 0 0 0 3
城
主

じ
や
う
し
ゅ

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

将
軍

し
や
う
ぐ
ん

𛁅 𛁅 0 0 0 0 2
志
願

し
ぐ
わ
ん

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

子
息

し
そ
く 𛁅 𛁅 0 0 0 0 2 𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

将し
や
う 𛁅 𛁅 0 0 0 0 2 𛁈 𛁈 0 0 3 0 0

次
郎

じ
ら
う 𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

正
気

し
や
う
き

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

譲
位

じ
や
う
ゐ

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1 𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

商
賣

し
や
う
こ

𛁅 𛁅 0 0 0 0 1 𛁈 𛁈 0 1 0 0 0

定し
づ

め
𛁅 𛁅 0 0 0 0 1

生し
ょ
うず

城し
ろ

紙し

燭そ
く

表６-２　語頭の〈シ〉に【𛁅】が書かれる用例

自
殺

じ
さ
つ

す

師
走

し
は
す

思し

按あ
ん

▼
漢
字
一
文
字

に

〈
シ

〉
一
文

字
が
対
応

稿
本

板
本

質

屋

庫

八

犬

伝

①

八

犬

伝

②

八

犬

伝

③

明

断

録

四 し

躰 た

い

𛁈 𛁈 0 0 0 1 0

四

方

し

は

う
𛁈 𛁈 0 0 1 0 0

四し

壁へ

き

𛁈 𛁈 0 0 1 0 0

尋し

思あ

ん

𛁈 𛁈 0 1 2 1 0

獅

子

し

し 𛁈 𛁈 14 0 0 0 0

私

刑

し

け

い
𛁈 𛁈 0 0 3 0 0

示

現

じ

げ

ん
𛁈 𛁈 0 0 1 0 0

止

宿

し

し

ゅ

く

𛁈 𛁈 0 0 1 0 0

指し

月げ

つ

院ゐ

ん

𛁈 𛁈 0 0 2 0 0

次じ

團だ

ん

太だ

𛁈 𛁈 0 0 12 0 0

一し

什じ

ゅ

う

𛁈 𛁈 0 0 0 0 1

時じ

日じ

つ

𛁈 𛁈 0 1 0 0 0

時

分

じ

ぶ

ん
𛁈 𛁈 0 0 0 1 0

紙し

燭そ

く

す

𛁈 𛁈 0 1 0 0 0

表７　板本と稿本で語頭の〈シ〉

を【𛁈】で書く用例
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る
振
り
仮
名
の
場
合
に
、【

𛁈

】
を
使
い
に
く
い
こ
と
を
原
因
と
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。【

𛁈

】
は
〈
シ
〉
の
下
に
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な

る
仮
名
文
字
が
連
な
る
際
に
、
相
対
的
に
頭
と
な
る
箇
所
へ
用
い
ら
れ
る
仮
名
字
体
な
の
で
、
お
そ
ら
く
は
、
単
字
の
振
り
仮
名
に
使
わ
れ
に
く
か
っ
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
 

 
 

七 
筆
耕
に
よ
る
変
字
法
の
た
め
の
字
体
使
用 

  

質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
の
板
本
に
は
、
変
字
法
の
た
め
に
稿
本
と
は
仮
名
字
体
を
別
の
も
の
に
書
き
換
え
た
と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
最
後
に

示
し
て
お
き
た
い
（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）
。 

  
 

質
屋
庫 

 
 

 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

板
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
ゝ
ろ
ざ
し 

お

𛁅

め

𛁅 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

こ
ゝ
ろ
ざ

𛁅 

お

し
め

𛁅 
 

 
 

 

（
「
お
ぼ
し
め
し
」
と
本
文
に
は
濁
点
が
つ
く
） 

 
 

 

二
十
一
丁
オ
L5 

そ
の
志
を
思
食
出
さ
れ

𛁳 
 

 
 

L4 

そ
の
志
を
思
食
出
さ
れ

𛁳 

  
 

八
犬
伝
① 

 
 

 

稿
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

板
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
ゝ
ろ
ざ

𛁅 

𛁅 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
ゝ
ろ
ざ

𛁅 

𛁈 

 
 

 

五
丁
オ
L6 

志
を
知

𛃰

𛁏ﾞ

𛁅

𛁳 
 

 
 

 
 

 
 

L6 
志
を
知

𛃰

𛁏ﾞ

𛁅

𛁳 
 

𛀚

𛁠

𛂦

𛁅 

𛁅 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

𛀚

𛁠

𛂦

𛁅 

𛁈 

 
 

 

八
丁
オ
L3 

一
隅
を
知

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L3 

一
隅
を
知
る 

 

む

𛁅 

𛁅 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

む

𛁅 
 

𛁈 

 
 

十
一
丁
ウ
L5 

蚘

𛀚ﾞ

知

𛃰

せ
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L5 

蚘

𛀚ﾞ

知

𛃰

せ
て 

 

質
屋
庫
で
は
、
振
り
仮
名
の
文
字
列
に
お
い
て
、「
こ
ゝ
ろ
ざ
し
」「
お
ぼ
し
め
し
」
と
〈
シ
〉
が
3
例
近
接
す
る
。
稿
本
で
は
【
し
】【

𛁅

】【

𛁅

】
の
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順
に
仮
名
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
を
、
板
本
の
清
書
で
は
【

𛁅

】
【
し
】
【

𛁅

】
と
同
じ
字
体
が
続
か
な
い
表
記
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
八
犬
伝
①
板
本
の
清
書
で
は
、
「
知
る
」
の
振
り
仮
名
を
稿
本
の
【

𛁅

】
か
ら
【

𛁈

】
に
書
き
換
え
て
い
る
3
例
す
べ
て
が
、
振
り
仮
名
の
文
字
列
に

お
い
て
、
直
前
に
【

𛁅

】
が
書
か
れ
て
い
る
用
例
で
あ
っ
た
。 

 

筆
耕
の
個
別
的
な
表
記
で
は
あ
る
が
、
振
り
仮
名
が
密
に
付
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
振
り
仮
名
の
列
に
お
い
て
紛
れ
に
く
い
仮
名
字
体
の
用
字
が
行
わ
れ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

八 

ま
と
め 

 

以
上
、
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
、
稿
本
と
板
本
と
比
較
の
う
え
、
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
馬
琴
読
本
を
中
心
と
し
た
後
期
読
本
五
本

に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
で
は
、
語
頭
が
【

𛁈

】
、
語
中
末
が
【

𛁅

】
と
い
う
使
用
傾
向
が
確
認
で
き
た
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
資
料
に
も
振
り
仮
名

の
語
頭
に
は
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
稿
本
と
板
本
の
比
較
を
す
る
と
単
字
の
振
り
仮
名
や
、
語
頭
に
お
い
て
【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
の
字
体
選

択
が
筆
耕
に
お
い
て
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
な
お
、
先
行
研
究
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
振
り
仮
名
の
語
頭
に
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
割
合
が

多
い
こ
と
が
分
か
り
、
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
語
頭
の
〈
シ
〉
を
【

𛁈

】
と
す
る
割
合
の
多
さ
は
一
般
的
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
（
次
章
で
検
討

す
る
）
。
馬
琴
が
本
行
の
漢
字
を
書
い
た
直
後
に
振
り
仮
名
を
つ
け
な
が
ら
執
筆
し
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
本
行
に
沿
う
用
字
を
行
う
態
度
だ
っ
た
か
と

考
え
ら
れ
よ
う
。 

【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
で
仮
名
字
体
が
変
わ
る
用
例
と
、【

𛁅

】
を
語
頭
に
書
く
用
例
を
分
析
す
る
と
、
漢
字
一
文
字
に
〈
シ
〉
の
振
り
仮
名
一
文
字
が
対

応
す
る
場
合
に
【

𛁅

】
が
書
か
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
一
方
で
、
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
【

𛁈

】
は
、
振
り
仮
名
二
文
字
以
上
を

ま
と
ま
り
と
し
て
書
か
れ
る
場
合
に
語
頭
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
平
仮
名
の
多
い
文
字
列
に
お
い
て
、
結
果
的
に
自
立
語
の
マ
ー
カ
ー
と

し
て
有
効
的
だ
っ
た
仮
名
字
体
の
使
用
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
知
る
」
の
語
は
、
同
じ
馬
琴
の
読
本
で
も
平
仮
名
で
本
行
に
書
か
れ
れ
ば
語
頭
に
【

𛁈

】

が
使
用
さ
れ
（
月
氷
竒
縁
、
椿
説
弓
張
月
、
質
屋
庫
な
ど
）
、
漢
字
で
書
か
れ
る
と
振
り
仮
名
に
は
【

𛁅

】
で
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。 

馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
は
、
そ
れ
が
な
く
て
は
意
味
が
通
じ
な
い
よ
う
な
、
文
脈
の
読
解
を
担
う
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
の
振
り
仮
名
に
お
け
る

〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
は
、
全
体
と
し
て
は
文
に
馴
染
む
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
行
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
用
字
か
ら
切
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り
離
さ
れ
た
、
別
個
の
要
素
と
し
て
用
字
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
八

。 

 
注 一 

矢
野
（
一
九
九
〇
）
で
は
十
返
舎
一
九
の
黄
表
紙
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
「
か
な
り
明
白
な
使
い
分
け
が
認
め
ら
れ
、
語
の
把
握
に
貢
献
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
仮
名
」
「
特
定
の
語
に
多
く
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
の
認
定
に
貢
献
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
仮
名
」
「
変
字
的
な
用
法
で
紛
ら
わ
し
さ
を
回
避
す

る
効
果
を
も
つ
仮
名
」
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
そ
れ
ら
は
仮
名
の
字
体
が
多
少
は
語
あ
る
い
は
文
節
な
ど
の
把
握
に
役
立
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
」

（p
p
.
2
5
6
-
2
5
7

）
と
指
摘
し
た
。 

二 

久
保
田
（
二
〇
〇
二
）p

p
.
8
3
-
8
4
 

三 

佐
藤
（
二
〇
〇
九
）p

p
.
9
7
-
9
9

。
な
お
、
本
行
の
仮
名
字
体
に
お
い
て
も
、
〈
シ
〉
を
音
韻
に
関
わ
る
使
い
分
け
と
し
て
い
る
。 

四 

【

𛁈

】
が
語
頭
、
【

𛁅

】
が
語
中
末
と
い
う
使
用
傾
向
に
つ
い
て
は
、
小
松
（
二
〇
〇
六
）
に
定
家
筆
本
に
近
い
写
本
、
安
田
（
一
九
七
一
）
に
恵
信
尼

の
仮
名
消
息
、
安
田
（
一
九
七
二
）
に
秀
吉
の
仮
名
消
息
な
ど
中
世
の
平
仮
名
を
含
む
資
料
に
も
指
摘
さ
れ
る
ほ
か
、
近
世
の
版
本
『
平
家
物
語
』
（
土
肥

二
〇
一
八
）
、
赤
本
（
久
保
田
一
九
九
五
ｂ
）
、
黄
表
紙
（
久
保
田
一
九
九
六
、
一
九
九
八
、
内
田
一
九
九
八
ｂ
、
矢
野
一
九
九
〇
）
、
洒
落
本
（
内
田
一
九

九
八
ａ
、
久
保
田
二
〇
〇
九
）
、
滑
稽
本
（
久
保
田
一
九
九
七
）
、
合
巻
（
内
田
一
九
九
八
ｂ
、
内
田
二
〇
〇
〇
）
に
も
同
様
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
、
中
世
か

ら
近
世
に
か
け
て
ほ
ぼ
安
定
し
た
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。 

五 

市
地
（
二
〇
一
七
）p

.
1
4
9
 

六 

読
本
に
お
け
る
漢
語
と
振
り
仮
名
の
関
係
を
巡
る
語
彙
研
究
と
し
て
、
和
語
を
振
り
仮
名
と
し
て
漢
字
漢
語
の
難
し
さ
を
補
う
手
法
、
い
く
つ
も
の
漢
字
漢

語
に
一
つ
の
和
語
を
振
り
仮
名
つ
け
る
手
法
や
、
『
書
言
字
考
節
用
集
』
『
雑
字
類
篇
』
に
典
拠
が
求
め
ら
れ
る
漢
語
と
振
り
仮
名
、
雅
語
ら
し
さ
を
出
そ
う

と
す
る
擬
古
語
・
擬
雅
語
の
造
出
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
鈴
木
（
一
九
六
七
）
（
一
九
六
八
ａ
）
（
一
九
六
八
ｂ
）
（
一
九
七
二
）
（
一
九
九
七
）
等
の
研

究
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

七 

表
３
の
使
用
位
置
に
お
け
る
分
析
は
次
の
基
準
に
基
づ
い
た
。 

自
立
語 

 
 

 

単
字*

１ 

 
 

 

語
頭 語

中 

構
成
要
素
頭*

２ 
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語
中 

 
 

 
末
尾*

３ 

*

１
「
単
音
節
」
は
「
知 し

る
」
「
字 じ

」
な
ど
の
場
合
。
本
行
で
は
助
詞
に
下
接
す
る
動
詞
「
す
る
」
の
連
用
形
「
し
」
が
該
当
す
る
。 

*

２
「
語
中
」
の
「
構
成
要
素
頭
」
は
和
語
の
複
合
語
に
お
け
る
後
項
要
素
の
語
頭
や
、
二
字
漢
語
・
三
字
漢
語
の
場
合
、
後
項
要
素
に
あ
た
る
二
字
目
・
三

字
目
の
語
頭
に
〈
シ
〉
が
出
現
す
る
場
合
に
分
類
し
た
。
先
行
研
究
に
い
う
「
準
語
頭
」
に
該
当
す
る
。 

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
「
語
中
」
に
分
類
し
た
。 

・
「
天

下

あ
め
が
し
た

」
の
よ
う
に
助
詞
を
挟
ん
で
一
語
化
し
て
い
る
語 

・
「
歩
台
間

ふ

み
し
ろ

ま

」
「
馴
染

な

じ

み

」
「
後

堂

お
く
ざ
し
き

」
「
不
思
議

ふ

し

ぎ

」
「
十
二
生
肖

じ

う

に

し

が

た

」
な
ど
構
成
要
素
に
分
析
し
に
く
い
語 

・
「
鹹
四
郎

か

ら
し
ら

う

」
「
並
四
郎

な

み
し
ら

う

」
「
杜
荀
鶴

と
し
ゆ
ん
く
わ
く

」
な
ど
人
名 

・
「
鑣
子
木

ひ

や
う
し

き

」
「
薬
師
詣

や
く
し
ま
う
で

」
な
ど
構
成
が
二
字
漢
語
＋
後
項
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
語 

 
 

ま
た
、
二
字
漢
語
の
後
項
要
素
の
語
頭
に
あ
た
っ
て
も
、
「
獅
子

し

し

」
な
ど
の
よ
う
に
末
尾
と
重
な
る
場
合
は
、
「
末
尾
」
に
分
類
し
た
。 

*

３
「
末
尾
」
は
「
振
り
仮
名
に
お
け
る
末
尾
」
を
分
類
し
た
。
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
の
場
合
、
振
り
仮
名
の
つ
い
た
漢
字
と
連
続
す
る
本
行
の
平
仮
名

部
分
で
、
漢
語
サ
変
動
詞
や
複
合
語
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
語
と
し
て
は
そ
の
複
合
語
を
単
位
と
し
て
自
立
語
を
認
定
す
べ
き
だ
が
、
書
記
行

為
の
上
で
振
り
仮
名
は
本
行
と
は
別
途
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
行
と
は
連
続
的
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
語
を
単
位
と
し
て
分

類
せ
ず
、
語
末
・
複
合
語
前
項
要
素
末
を
「
振
り
仮
名
に
お
け
る
末
尾
」
と
い
う
位
置
で
カ
ウ
ン
ト
し
た
。 

八 

例
え
ば
近
世
期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
『
摂
津
名
所
図
会
』
（
寛
政
八
～
一
〇
〈
一
七
九
六―

一
七
九
八
〉
年
）
の
振
り
仮
名
を
み
る
と
、
語
頭
で
あ
っ

て
も
【

𛁅

】
の
使
用
が
目
立
つ
。
『
摂
津
名
所
図
会
』
の
振
り
仮
名
は
、
漢
字
の
読
み
を
示
す
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
読
本
の
振
り

仮
名
は
、
文
脈
を
担
っ
て
い
る
こ
と
で
、
本
行
と
の
繋
が
り
を
文
字
列
に
反
映
さ
せ
て
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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第
八
章 

馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
語
頭
の
【

𛁈

】
の
使
用
傾
向
の
強
さ
に
つ
い
て 

  
 

 
 

一 

先
行
研
究
と
問
題
点 

  

近
世
期
の
平
仮
名
資
料
で
は
、〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
に
主
と
し
て
【

𛁅

】【

𛁈

】
の
二
種
類
が
使
用
さ
れ
る
。
多
く
の
資
料
に
お
い
て
、【

𛁅

】
は
主
用

さ
れ
る
字
体
で
あ
り
、
語
中
末
乃
至
は
使
用
位
置
に
関
係
な
く
使
用
さ
れ
る
。
一
方
、【

𛁈

】
は
【

𛁅

】
に
対
し
少
数
字
体
で
あ
り
、
語
頭
・
形
態
素
の
頭

に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
〈
シ
〉
の
二
字
体
の
使
用
傾
向
は
中
世
期
の
平
仮
名
資
料
に
も
指
摘
さ
れ
一

、
近
世
期
に
お
け
る
漢
字
平
仮
名
混
じ
り

文
の
仮
名
草
子
、
読
本
、
洒
落
本
二

や
、
子
供
に
も
読
め
る
平
仮
名
文
の
黄
表
紙
・
合
巻
三

な
ど
、
板
行
さ
れ
た
文
学
作
品
に
広
く
見
出
さ
れ
る
。
使
用
実
態

の
み
な
ら
ず
、【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
は
、
歌
学
書
や
仮
名
遣
書
に
も
、「
上
下
を
わ
か
ぬ
」「
か
し
ら
に
か
ゝ
さ
る
」【

𛁅

】
、「
下
に
か
ゝ
さ
る
」【

𛁈

】
と
し

て
、
使
用
位
置
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
四

。
当
時
と
し
て
【

𛁅

】【

𛁈

】
を
区
別
し
て
の
用
字
は
表
記
習
慣
と
し
て
よ

く
定
着
し
て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。 

 

そ
れ
は
本
行
の
漢
字
の
読
み
方
を
示
す
振
り
仮
名
に
お
い
て
も
、
例
外
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
曲
亭
馬
琴
の
読
本
『
南

総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
巻
之
一
（
文
化
一
一
〈
一
八
一
四
〉
年
）
の
振
り
仮
名
で
は
、
本
行
よ
り
も
仮
名
字
体
の
種
類
数
が
少

な
い
も
の
の
五

、〈
シ
〉
の
二
字
体
は
先
述
の
使
用
傾
向
で
使
用
さ
れ
る
。
馬
琴
の
他
の
読
本
作
品
で
あ
る
『
月
氷
竒
縁
』

（
文
化
二
〈
一
八
〇
五
〉
年
）
、『
椿
説
弓
張
月
』（
文
化
四
〈
一
八
〇
七
〉
年
）
の
振
り
仮
名
に
も
六

そ
の
使
用
傾
向
は
確
認
さ
れ

る
。 さ

て
、
一
般
的
な
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
が
、
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
観
察
さ
れ
る
、
と
い
う
使
用
実
態

に
特
段
注
意
す
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
が
取
り
上
げ
た
い
の
は
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
語

頭
の
【

𛁈

】
の
使
用
割
合
を
、
他
の
平
仮
名
資
料
と
引
き
比
べ
た
際
の
多
さ
で
あ
る
。 

振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
詳
細
に
調
査
し
た
研
究
に
、
享
保
一
〇
〈
一
七
二
五
〉
年
初
演
の
浄
瑠
璃
作
品
『
出

世
握
虎
稚
物
語
』
を
調
査
し
た
佐
藤
（
二
〇
〇
九
）
が
あ
る
。
佐
藤
（
二
〇
〇
九
）
は
、
当
該
板
本
の
振
り
仮
名
の
語
頭
に

【

𛁅

】
が
主
用
さ
れ
、
【

𛁈

】
は
拗
音
・
拗
長
音
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
及
び
、
一
語
中
に
同
一
字
体
を
使
用
し
な
い
と

い
う
変
字
法
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
『
出
世
握
虎
稚
物
語
』
の
振
り
仮
名
に
は
、
【

𛁈

】
を
語
頭
に
使

表１　語頭における〈シ〉の仮名字体の使用数

数 割合 数 割合

本行 15 4.42% 324 95.58%

振り仮名 226 77.93% 64 22.07%

本行 7 15.56% 38 84.44%

振り仮名 52 77.61% 15 22.39%

本行 7 21.21% 26 78.79%

振り仮名 63 25.93% 180 74.07%

※割合は小数点第三位以下を四捨五入して計上した。

出世握虎稚物語
1725年初演

無頼通説法
1779年刊

南総里見八犬伝　
肇輯巻之一1814年刊

語頭𛁅 語頭𛁈
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用
す
る
こ
と
が
少
な
い
の
で
あ
る
七

。 

そ
の
語
頭
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
数
と
使
用
割
合
を
、
先
行
研
究
で
使
用
数
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
浄
瑠
璃
本
『
出
世
握
虎
稚
物
語
』
、

洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』（
安
永
八
〈
一
七
七
九
〉
年
）
八

、
馬
琴
読
本
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
巻
之
一
に
よ
っ
て
引
き
比
べ
て
み
た
い
（
表
１
）
。
各
作
品

の
語
頭
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
種
を
比
較
す
る
と
、
本
行
で
は
い
ず
れ
の
作
品
に
お
い
て
も
【

𛁈

】
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と

こ
ろ
が
、『
出
世
握
虎
稚
物
語
』『
無
頼
通
説
法
』
の
振
り
仮
名
の
語
頭
で
は
、【

𛁅

】
が
優
勢
で
あ
る
。
振
り
仮
名
に
お
い
て
【

𛁅

】
を
圧
倒
的
に
上
回
っ

て
【

𛁈

】
を
使
用
し
て
い
る
の
は
馬
琴
の
八
犬
伝
の
み
で
あ
る
。 

 

【

𛁈

】
を
語
頭
に
使
用
す
る
の
は
広
く
行
わ
れ
た
用
字
で
、
振
り
仮
名
に
お
い
て
も
そ
の
使
用
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
そ
の
一
方

で
、
振
り
仮
名
は
漢
字
の
読
み
方
を
示
す
補
助
的
な
も
の
で
あ
る
。
本
行
の
横
に
小
書
き
す
る
表
記
形
式
に
よ
り
、
空
間
的
な
制
限
も
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ

ば
、
直
線
的
な
【

𛁅

】
の
方
が
ス
ペ
ー
ス
を
と
ら
な
い
利
便
性
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
振
り
仮
名
に
お
い
て
、
語
頭
の
〈
シ
〉

に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
傾
向
の
強
い
板
本
が
、
実
際
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
板
本
の
表
記
に
あ
た
り
、
本
行
を
書
い
た
人
物
と
は
別
の
人
物
が

振
り
仮
名
を
付
け
た
可
能
性
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
行
と
振
り
仮
名
と
で
、
表
記
慣
習
と
し
て
通
底
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用

字
の
態
度
に
、
違
い
が
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
ど
の
よ
う
な
表
記
形
式
の
場
合
に
、【

𛁈

】
を
語
頭
に
書
く
、
と
い
う
用
字
が
強
く
働
く
の

か
、
複
数
種
の
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
の
表
記
の
方
法
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
振
り
仮
名
に
お
い
て
【

𛁈

】
を
語
頭
に
表
記
す
る
傾
向
の
強
い
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
つ
い
て
、
そ
の
用
字
が
他
の
近
世
期

の
娯
楽
小
説
・
通
俗
的
な
資
料
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
推
定
を
行
う
。
こ
こ
で
馬
琴
の
読
本
を
資
料
と
す
る
の
は
、
馬
琴
が
【

𛁈

】

を
「
上
」
に
、【

𛁅

】
を
「
下
」
に
使
用
す
る
認
識
（
後
述
）
を
示
し
て
お
り
、
更
に
校
正
を
施
し
た
板
本
か
ら
表
記
規
範
を
探
っ
た
上
で
、
読
本
の
自
筆

稿
本
の
実
態
調
査
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
作
家
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
意
識
が
明
確
な
人
物
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉

の
仮
名
字
体
の
使
用
実
態
を
軸
に
他
資
料
と
の
比
較
が
必
要
だ
が
、
近
世
後
期
に
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
の
娯
楽
小
説
ほ
か
通
俗
的
な
読
み
物
が
膨
大
に

出
版
さ
れ
て
お
り
、
何
を
以
て
適
切
な
比
較
資
料
と
す
る
の
か
難
し
い
。
そ
こ
で
、
馬
琴
読
本
の
筆
耕
者
が
著
作
し
た
娯
楽
小
説
や
、
筆
耕
を
担
当
し
た
往

来
物
の
板
本
に
お
け
る
実
態
調
査
と
い
っ
た
、
周
辺
的
人
物
が
関
わ
っ
た
板
本
の
表
記
傾
向
と
対
照
し
、
そ
の
中
で
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉

の
仮
名
字
体
の
用
字
の
位
置
を
探
る
。 

そ
の
上
で
、
馬
琴
読
本
以
前
に
、【

𛁈

】
を
語
頭
に
表
記
す
る
傾
向
の
強
い
板
本
が
あ
っ
た
の
か
、
近
世
前
期
の
娯
楽
小
説
・
往
来
物
の
振
り
仮
名
に
お

け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
実
態
を
調
査
し
、
確
認
す
る
。 
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以
上
に
よ
り
、
馬
琴
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
の
大
ま
か
な
位
置
付
け
を
通
し
て
、
近
世
期
に
渡
っ
て
通
底
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
【

𛁈

】
を
語
頭
に
表
記
す
る
傾
向
が
、
振
り
仮
名
に
お
い
て
ど
う
行
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
と
し
た
い
。 

  
 

 
 

二 

〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
に
関
す
る
曲
亭
馬
琴
の
認
識 

 

馬
琴
が
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
表
記
に
ど
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
の
か
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

馬
琴
読
本
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
初
輯
第
二
篇
巻
之
一
（
文
化
一
四
〈
一
八
一
七
〉
年
）
に
は
、「
余よ

嘗
か
つ
て

思お
も

ふ
。
大
約

お
ほ
よ
そ

坊
間

ば
う
か
ん

印
行

い
ん
こ
う

の
草
紙

そ

う

し

物
語

も
の
か
た
り

に
五
ケ

い

つ

ゝ

の
訛
謬

あ
や
ま
り

あ
り
。

他あ
だ

し
草
帋

さ

う

し

は
さ
て
お
き
つ
わ
が
う
へ
を
も
て
こ
れ
を
數

か
ぞ
へ

ん
。
」
と
し
て
、
作
家
・
筆
耕
・
彫
り
師
の
三
者
を
経
て
書
肆
も
気
づ
か
ぬ
ま
ま
世
に
出
回
る
板
本

の
漢
字
の
点
画
や
仮
名
遣
い
の
誤
り
を
慨
嘆
す
る
序
文
が
つ
く
。
そ
の
中
に
、
【

𛁅

】
【

𛁈

】
の
表
記
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

 

…

就
中

な
か
ん
づ
く

こ
の
書し

よ

の
前
板

せ
ん
は
ん

。
棗
人

そ
う
じ
ん

の
刀た

う

を
も
て
。

戕
そ
こ
な
は

る
ゝ
も
の
い
と
多お

ほ

か
り
。
或

あ
る
ひ

は
圏
点

け
ん
て
ん

傍
訓

ほ
う
く
ん

を
削
去

け
づ
り
さ

り
。
或

あ
る
ひ

は
真
名

ま

な

を
削
去

け
づ
り
さ

て
。
補

お
ぎ
な

ふ
に
假
字

か

な

を
以

も
つ
て

す
。［
筑
紫

つ

く

し

琴こ
と

を
筑
紫

つ

く

し

こ
と
と
す
る
の
類

た
ぐ
ひ

な
り
］ 

ゑ 

え
を
へ
と
し
。
ひ 

ゐ
を
い
と
し
。
𛁈

も
じ
を

𛁅

と
し
。
𛂦 

𛂣

を

𛂞

と
す
。［
よ

ろ
づ
を
よ
ろ
ず
と
す
る
の
類

た
ぐ
ひ

亦ま
た

多お
ほ

し
］
𛁈

𛁅

は
義ぎ

に
お
い
て
違た

が

ざ
れ
ど
も
。
𛁈

は
上か

み

に
お
く
の
假
字

か

な

。
𛁅

は
下し

も

に
つ
く
の
假
字

か

な

也
。
𛂦 

𛂞

も

亦ま
た

こ
れ
に
同お

な

じ
。…

九 

 

彫
り
師
に
よ
る
板
本
の
表
記
の
誤
り
と
し
て
【

𛁈

】
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
【

𛁅

】
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、「

𛁈

は
上か

み

に
お
く
の
假
字

か

な

。
𛁅

は
下し

も

に
つ
く
の
假
字

か

な

」
と
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
馬
琴
は
【

𛁈

】【

𛁅

】
の
使
用
位
置
を
別
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
使
用
位
置
の
区
別
は
、
近
世

に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
【

𛁈

】
を
語
頭
に
、
【

𛁅

】
を
非
語
頭
に
使
用
す
る
傾
向
と
合
致
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

右
の
よ
う
な
認
識
は
、
馬
琴
の
校
合
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
読
本
の
出
版
工
程
で
は
、
最
終
稿
本
を
筆
耕
が
清
書
し
、
彫
り
師
が
そ
の
清
書
を
貼
り
付
け

た
板
か
ら
板
面
を
彫
り
出
し
、
そ
の
板
木
で
印
刷
さ
れ
、
本
の
形
と
な
る
。
そ
の
間
に
馬
琴
は
何
度
も
校
合
し
た
一
〇

が
、
印
刷
さ
れ
て
書
物
に
な
っ
た
状
態

で
校
合
し
た
本
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
馬
琴
手
沢
本
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
国
立
国
会
図
書
館
本
〔
本
別3

-
2

〕
は
、
朱
に
よ
る
訂
正
の
書
き
込
み
が
み

ら
れ
一
一

、
訂
正
の
う
ち
一
ヵ
所
は
、
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
区
別
し
て
の
使
用
に
関
わ
る
。
図
１
に
国
立
国
会
図
書
館
本
〔
本
別

3
-
2

〕
に
該
当
箇
所
を
、

図
２
に
後
刷
本
の
国
立
国
会
図
書
館
本
〔
わ-

1
2
4

〕
の
同
箇
所
を
載
せ
る
。 
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図
１
の
馬
琴
校
正
で
は
、
第
七
輯
巻
之
二
八
丁
ウL

7

「
如
此
々
々
」
の
振
り
仮
名
に
印
字
さ
れ
て
い
る
「

𛁅

𛀚

〳
〵
」
と
語
頭
の
〈
シ
〉
を
朱
で
【

𛁈

】

に
訂
正
す
る
（
濁
点
も
加
え
て
い
る
）
。
図
２
後
刷
本
の
国
会
図
書
館
本
わ-

1
2
4

で
は
同
一
箇
所
の
板
木
が
直
さ
れ
、【

𛁈

】
と
な
っ
て
い
る
。
語
頭
は
【

𛁈

】

と
い
う
使
用
位
置
を
分
け
る
認
識
の
強
さ
が
窺
え
る
。 

 

で
は
実
際
に
、
馬
琴
が
自
筆
稿
本
の
う
ち
か
ら
読
本
の
振
り
仮
名
で
語
頭
を
【

𛁈

】
と
す
る
仮
名
字
体
の
使
用
を
振
り
仮
名
に
行
っ
て
い
た
の
か
、
確

認
を
行
う
。 

  
 

 
 

三 

振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向 

  

こ
こ
で
は
、
馬
琴
読
本
の
稿
本
と
板
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
の
調
査
結
果
と
、
馬
琴
読
本
の
筆
耕
を
担
当
し
た
人
物

の
著
作
及
び
、
馬
琴
読
本
以
外
で
筆
耕
を
担
当
し
て
い
る
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
の
調
査
結
果
を
示
し
、
そ
の
実
態
の

比
較
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
ま
ず
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
【

𛁈

】
を
語
頭
と
す
る
使
用
傾
向
が
、
同
時
代
と
し
て
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、

推
定
す
る
。 

 

調
査
は
、
調
査
範
囲
の
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
目
視
で
確
認
・
採
取
し
、
語
に
お
け
る
位
置
を
タ
グ
付
け
し
、
エ
ク
セ
ル
に
入
力
し
て
い
っ

た
。
語
に
お
け
る
位
置
は
フ
ィ
ル
タ
機
能
で
計
上
し
た
。 

 

「
語
に
お
け
る
位
置
」
は
次
の
よ
う
に
分
類
し
た
。 

  

自
立
語 

 
 

単
字*

１ 

図
１ 

本
別3

-
2
 

第
七
輯
巻
之
二 

八
丁
ウL

7
 

 
 

図
２ 

わ-
1
2
4
 

第
七
輯
巻
之
二 

八
丁
ウL

7
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語
頭 

語
中 

構
成
要
素
頭*

２ 

 
 

 
 

 

語
中 

 

末
尾*
３ 

 
 

 
*

１
「
単
音
節
」
は
「
知し

る
」
「
字じ

」
な
ど
の
場
合
。
本
行
で
は
助
詞
に
下
接
す
る
動
詞
「
す
る
」
の
連
用
形
「
し
」
が
該
当
す
る
。 

 
*

２
「
語
中
」
の
「
構
成
要
素
頭
」
は
和
語
の
複
合
語
に
お
け
る
後
項
要
素
の
語
頭
や
、
二
字
漢
語
・
三
字
漢
語
の
場
合
、
後
項
要
素
に
あ
た
る
二
字

目
・
三
字
目
の
語
頭
に
〈
シ
〉
が
出
現
す
る
場
合
に
分
類
し
た
。
先
行
研
究
に
い
う
「
準
語
頭
」
に
該
当
す
る
。 

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
「
語
中
」
に
分
類
し
た
。 

・
「
天
下

あ
め
が
し
た

」
の
よ
う
に
助
詞
を
挟
ん
で
一
語
化
し
て
い
る
語 

・
「
歩
台
間

ふ

み

し

ろ

ま

」
「
馴
染

な

じ

み

」
「
後
堂

お
く
ざ
し
き

」
「
不
思
議

ふ

し

ぎ

」
「
十
二
生
肖

じ

う

に

し

が

た

」
な
ど
構
成
要
素
に
分
析
す
る
と
意
味
し
に
く
い
語 

・
「
鹹
四
郎

か

ら

し

ら

う

」
「
並
四
郎

な

み

し

ら

う

」
「
杜
荀
鶴

と
し
ゆ
ん
く
わ
く

」
な
ど
人
名 

・
「
鑣
子
木

ひ

や

う

し

き

」
「
薬
師
詣

や
く
し
ま
う
で

」
な
ど
構
成
が
二
字
漢
語
＋
後
項
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
語 

 
 

 

ま
た
、
二
字
漢
語
の
後
項
要
素
の
語
頭
に
あ
た
っ
て
も
、
「
獅
子

し

し

」
な
ど
の
よ
う
に
末
尾
と
重
な
る
場
合
は
、
「
末
尾
」
に
分
類
し
た
。 

 
 

 
*

３
「
末
尾
」
は
「
振
り
仮
名
に
お
け
る
末
尾
」
を
分
類
し
た
。
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
の
場
合
、
振
り
仮
名
の
つ
い
た
漢
字
と
連
続
す
る
本
行
の

平
仮
名
部
分
で
、
漢
語
サ
変
動
詞
や
複
合
語
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
語
と
し
て
は
そ
の
複
合
語
を
単
位
と
し
て
自
立
語
を
認
定
す
べ
き
だ

が
、
書
記
行
為
の
上
で
振
り
仮
名
は
本
行
と
は
別
途
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
行
と
は
連
続
的
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
語

を
単
位
と
し
て
分
類
せ
ず
、
語
末
・
複
合
語
前
項
要
素
末
を
「
振
り
仮
名
に
お
け
る
末
尾
」
と
い
う
位
置
で
カ
ウ
ン
ト
し
た
。 

 

付
属
語 

  

漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
の
振
り
仮
名
は
主
と
し
て
自
立
語
だ
が
、
往
来
物
な
ど
は
漢
文
に
則
し
て
振
り
仮
名
が
文
単
位
で
つ
く
。
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文

で
あ
れ
ば
本
行
に
書
か
れ
る
送
り
仮
名
や
漢
語
サ
変
動
詞
連
用
形
「
し
」
は
、
自
立
語
に
お
け
る
位
置
に
分
類
し
、
付
属
語
は
す
べ
て
「
付
属
語
」
に
分
類

し
た
。 
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三-

一 

馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向 

  

馬
琴
の
自
筆
稿
本
・
板
本
の
調
査
資

料
と
比
較
資
料
の
情
報
、
調
査
範
囲
を

ま
と
め
、
調
査
資
料
一
の
一
覧
表
に
示

し
た
。 

 

自
筆
稿
本
の
残
る
馬
琴
読
本
に
お
け

る
調
査
結
果
は
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』

の
第
四
輯
巻
之
三
（
八
犬
伝
①
）
、
第
八

輯
巻
之
二
（
八
犬
伝
②
）
、
第
九
輯
巻
之

廿
七
（
八
犬
伝
③
）
と
、
稿
本
の
残
っ
て

い
る
八
犬
伝
を
調
査
資
料
の
中
心
と
し

一
二

、
更
に
、
第
四
輯
巻
之
三
以
前
の
著

作
で
、
筆
耕
の
嶋
岡
節
亭
の
担
当
箇
所

が
推
定
で
き
る
一
三

『
昔
語
質
屋
庫
』
に

よ
る
、
前
章
に
お
い
て
示
し
た
調
査
結

果
を
用
い
る
。 

 

ま
た
、『
昔
語
質
屋
庫
』
以
前
の
資
料

と
し
て
、
板
本
の
み
が
現
存
す
る
『
月
氷
竒
縁
』
『
椿
説
弓
張
月
』
を
調
査
資
料
に
加
え
た
。
以
上
に
よ
り
、
一
八
一
一-

一
八
三
九
年
の
自
筆
稿
本
及
び
、

一
八
〇
五-

一
八
四
〇
年
間
の
板
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
表
記
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

比
較
資
料
と
し
て
、
松
亭
金
水
の
読
本
『
北
條
泰
時
明
断
録
』
の
調
査
結
果
を
加
え
る
。
馬
琴
の
活
躍
時
期
か
ら
や
や
時
代
を
下
る
読
本
だ
が
、
松
亭
金

水
は
馬
琴
読
本
の
筆
耕
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る
人
物
で
あ
る
一
四

。
馬
琴
と
連
続
的
に
登
場
し
た
戯
作
者
の
表
記
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
一
五

。 

稿本あり

北
條
泰
時
明
断
録

昔
語
質
屋
庫

鎮
西
八
郎
為
朝
外
伝

椿
説
弓
張
月

復
讐
月
氷
竒
縁

調
査
資
料

明
断
録

八
犬
伝
③

八
犬
伝
②

八
犬
伝
①

質
屋
庫

弓
張
月

月
氷
奇
縁

略
称

松
亭
金
水

著
者

不
明

白
馬
台
音
成

●
谷
金
川

◆
千
形
仲
道

○
嶋
岡
節
亭

鈴
木
武
筍

不
明

不
明

筆
耕

第
一
輯
巻
之
一

第
一
回

第
九
輯
巻
之
二

十
七

第
百
四
十
二
回

第
八
輯
巻
之
二

第
七
十
六
回

第
四
輯
巻
之
三

第
三
十
五
回

巻
之
一
　
第
二

前
篇

巻
之
一

巻
之
一

調
査
範
囲

一
〇
行

一
一
行

一
一
行

一
一
行

一
一
行

一
一
行

一
一
行

行
数

河
内
屋

佐
助

丁
子
屋

平
兵
衛

丁
子
屋

平
兵
衛

山
崎
平

八 河
内
屋

太
助

平
林
庄

五
郎

河
内
屋

太
助

板
元

稿
了
年
・
発
行
年
不
明

弘
化
四
〈

一
八
四
七
〉

年
序

天
保
九
〈

一
八
三
九
〉

年
五
月

天
保
十
〈

一
八
四
〇
〉

年
正
月

天
保
二
〈

一
八
三
二
〉

年
一
二
月

天
保
三
〈

一
八
三
三
〉

年
五
月

文
政
三
〈

一
八
二
〇
〉

年
六
月

文
政
三
〈

一
八
二
〇
〉

年
一
一
月

文
化
七
〈

一
八
一
一
〉

年
七
月

文
化
七
〈

一
八
一
一
〉

年
一
一
月

文
化
四
〈

一
八
〇
七
〉

年
正
月

文
化
二
〈

一
八
〇
五
〉

年

稿
了
年
・
発
行
年

南
総
里
見
八
犬
伝

曲
亭
馬
琴

板本のみ板本・稿本あり

※
○
◆
●
の
人
物
は
調
査
資
料
二
に
同
じ
印
が
つ
い
て
い
る
人
物
と
同
一
人
物

※
題
名
は
内
題
か
ら
と
り

、
古
典
籍
総
合
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
に
登
録
さ
れ
て
い
る
題
と
異
な
る
場
合
は

（
）
に
示
し
た

調
査
資
料
一
　
曲
亭
馬
琴
読
本
・
松
亭
金
水
読
本

（
比
較
資
料

）
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調
査
資
料
一
の
調
査
結
果
を
表
２
に
示
す
。
振
り

仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
と
、

本
行
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
併

載
し
た
。 

ま
ず
全
資
料
の
振
り
仮
名
・
本
行
の
使
用
傾
向
と

し
て
、
語
頭
に
は
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
く

（
明
断
録
の
本
行
に
は
〈
シ
〉
を
語
頭
と
す
る
語
を
平
仮
名
で

表
記
し
な
い
が
）
、
単
字
・
語
中
・
語
末
・
付
属
語
に
は

主
と
し
て
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。 各

資
料
の
語
頭
に
注
目
し
た
い
。
板
本
の
月
氷
竒

縁
と
弓
張
月
の
振
り
仮
名
で
は
、
い
ず
れ
も
【

𛁈

】

が
【

𛁅

】
の
使
用
数
を
上
回
る
。
そ
の
〈
シ
〉
の
仮

名
字
体
の
使
用
数
・
使
用
割
合
（
以
下
、
割
合
は
小
数
点

第
三
位
以
下
を
四
捨
五
入
し
て
示
す
）
を
示
せ
ば
、
月
氷
竒

縁
は
【

𛁅

】
51
・
使
用
割
合
二
九
・
四
八
％
、【

𛁈

】

122
・
使
用
割
合
七
〇
・
五
二
％
、
弓
張
月
は
【

𛁅

】

41
・
使
用
割
合
二
四
・
八
五
％
、
【

𛁈

】
124
・
使
用
割
合
七
五
・
一
五
％
と
、
お
よ
そ
語
頭
の
七
割
に
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

馬
琴
の
自
筆
稿
本
が
存
す
る
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
使
用
傾
向
を
み
て
み
よ
う
。
馬
琴
の
自
筆
に
よ
る
振

り
仮
名
の
語
頭
で
は
、
四
資
料
と
も
【

𛁈

】
で
表
記
す
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
割
合
を
示
せ
ば
、
質
屋
庫
：
八
六
・
七
五
％
、
八
犬
伝
①
：
七
二
・
二

一
％
、
八
犬
伝
②
：
一
〇
〇
％
、
八
犬
伝
③
：
九
六
・
五
〇
％
と
概
ね
八
割
以
上
を
占
め
る
。
馬
琴
の
自
筆
稿
本
の
時
点
で
、
振
り
仮
名
の
語
頭
の
〈
シ
〉

に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

構成要
素頭

語
中

語
頭

複合語
下接部頭

語
中

語
末

𛁅 256 11 9 51 53 78 66 236 5 0 0 4 82 114 64
𛁈 139 9 0 122 25 0 0 45 4 3 26 6 0 10 0

𛁅 273 3 6 41 58 62 103 344 4 4 0 0 91 144 55
𛁈 132 2 0 124 8 0 0 50 6 5 38 3 0 2 2
し 8 0 0 0 0 1 7 34 0 0 0 0 4 18 12

𛁅 157 3 4 11 37 39 56 209 2 2 0 34 27 58 90
𛁈 98 4 1 72 21 0 0 57 8 5 37 12 0 0 3
し 15 0 0 0 1 2 12 18 0 0 0 0 2 7 8
𛁅 158 0 5 4 41 48 61 265 1 2 0 35 23 48 80
𛁈 101 4 0 79 33 0 0 55 3 5 37 10 0 0 1
し 11 0 0 0 0 4 7 42 0 0 0 0 6 16 20

𛁅 194 1 15 6 34 72 70 289 2 0 0 24 56 100 110
𛁈 78 2 1 71 7 0 0 25 2 1 20 3 1 0 0
𛁅 189 3 10 3 34 72 70 289 8 0 0 24 56 100 110
𛁈 83 4 6 74 7 0 0 25 3 1 20 3 1 0 0

𛁅 230 1 14 0 15 79 121 265 0 9 9 12 29 78 147
𛁈 184 10 0 141 42 1 0 16 2 6 9 5 1 0 1
𛁅 231 2 14 1 13 79 121 260 0 8 8 11 29 76 147
𛁈 183 7 0 140 44 1 0 21 5 7 10 6 2 2 1

𛁅 225 3 16 5 8 99 96 255 0 1 0 24 39 73 118
𛁈 218 10 4 138 74 0 0 38 12 4 3 12 1 15 3
𛁅 208 2 4 3 6 98 96 249 0 0 0 23 38 74 114
𛁈 235 8 16 140 77 1 0 44 11 5 3 13 2 14 7

𛁅 177 5 5 56 35 40 41 143 3 2 0 17 20 59 45
𛁈 75 4 3 71 1 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
し 11 0 0 0 0 3 8 20 0 0 0 0 0 8 12
𛁅 166 4 8 46 31 38 43 150 0 2 0 17 22 62 11
𛁈 87 7 0 81 5 1 0 6 4 0 0 0 2 1 0
し 10 0 0 0 0 4 6 11 0 0 0 0 0 4 3

※使用数が最も多い欄に網掛けをした。

稿
本

板
本

明
断
録
松
亭
金
水

稿
本

板
本

八
犬
伝
③

稿
本

板
本

八
犬
伝
②

質
屋
庫

八
犬
伝
①

自立語 付
属
語

行
頭

単
字

語
頭

表２　馬琴読本の振り仮名における〈シ〉の仮名字体の使用分布

行
頭

振り仮名

月
氷

竒
縁

弓
張
月

本行

末
尾

語中
単
字

稿
本

板
本

稿
本

板
本
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筆
耕
の
清
書
を
経
た
質
屋
庫
・
八
犬
伝
①
・
八
犬
伝
②
・
八
犬
伝
③
の
板
本
の
調
査
結
果
も
、
自
筆
稿
本
と
同
様
に
振
り
仮
名
の
語
頭
へ
【

𛁈

】
を
使

用
す
る
こ
と
が
分
か
る
（
質
屋
庫
：
九
五
・
一
八
％
、
八
犬
伝
①
：
九
六
・
一
〇
％
、
八
犬
伝
②
：
九
九
・
二
九
％
、
八
犬
伝
③
：
九
七
・
九
〇
％
）
。
筆
耕
は
馬
琴
の
自
筆

と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
語
頭
へ
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
い
。 

 

さ
て
、
松
亭
金
水
の
自
筆
稿
本
が
残
る
明
断
録
を
確
認
し
よ
う
。
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
振
り
仮
名
の
語
頭
へ
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
使
用
傾
向
は

馬
琴
読
本
と
同
様
だ
が
、
そ
の
自
筆
稿
本
に
お
け
る
語
頭
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
数
・
使
用
割
合
を
確
認
す
る
と
、【

𛁅

】
56
・
使
用
割
合
四
四
・

〇
九
％
、【

𛁈

】
71
・
使
用
割
合
五
五
・
九
一
％
と
、【

𛁅

】【

𛁈

】
二
字
体
の
使
用
割
合
に
、
馬
琴
読
本
ほ
ど
の
大
差
は
な
い
。
板
本
で
は
、【

𛁅

】
46
・

使
用
割
合
三
六
・
二
二
％
、【

𛁈

】
81
・
使
用
割
合
六
三
・
七
八
％
と
【

𛁈

】
の
使
用
割
合
は
上
が
る
も
の
の
、
馬
琴
読
本
の
【

𛁈

】
の
使
用
割
合
に
は

及
ば
な
い
。 

 

以
上
、
馬
琴
読
本
で
は
自
筆
稿
本
の
時
点
か
ら
、
振
り
仮
名
の
語
頭
の
〈
シ
〉
に
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
板
本
で
も
同

様
の
使
用
傾
向
が
行
わ
れ
て
い
た
。
す
べ
て
の
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
い
て
、
語
頭
に
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
傾
向
の
強
さ
が
窺
え
た
も
の
の
、
馬
琴
読

本
で
は
月
氷
竒
縁
時
点
よ
り
も
、
遅
い
時
期
の
読
本
に
お
い
て
、
徐
々
に
語
頭
へ
【

𛁈

】
の
使
用
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
る
一
六

。
松
亭
金
水
の
明
断

録
と
比
べ
る
と
、
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
割
合
が
、
馬
琴
読
本
で
は
七-

一
〇
割
方
、
明
断
録
で
は
六
割
程
度
と
、
使
用
傾
向
に
差
が
あ
る
こ
と
に
留

意
し
た
い
。 

  
 

 
 

三-

二 

馬
琴
読
本
の
筆
耕
が
関
わ
る
資
料
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向 

  

次
に
、
さ
き
ほ
ど
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
確
認
し
た
馬
琴
読
本
の
質
屋
庫
（
嶋
岡
節
亭
／
節
亭
山
人
）
・
八
犬
伝
①
（
千
形

仲
道
）
・
八
犬
伝
②
（
谷
金
川
／
宝
田
千
町
）
の
筆
耕
を
担
当
し
た
人
物
が
中
心
的
に
関
わ
る
板
本
に
お
け
る
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を

検
討
す
る
。
調
査
資
料
二
に
、
資
料
の
情
報
と
調
査
範
囲
を
示
し
た
。 

 

質
屋
庫
の
筆
耕
を
担
当
し
た
嶋
岡
節
亭
＝
節
亭
山
人
一
七

の
資
料
は
読
本
『
放
下
僧
』（
以
下
放
下
僧
）
、
八
犬
伝
①
の
筆
耕
を
担
当
し
た
千
形
仲
道
の
資
料

は
往
来
物
『
庭
訓
往
来
（
絵
抄
解
）
』
一
八

（
以
下
仲
道
庭
訓
）
、
八
犬
伝
②
の
筆
耕
を
担
当
し
た
谷
金
川
＝
宝
田
千
町
の
資
料
は
往
来
物
を
下
敷
き
に
し
た
一
九

滑
稽
本
『
道
外
實
語
教
』（
道
外
実
語
）
で
あ
る
。
岡
山
鳥
・
宝
田
千
町
の
資
料
は
彼
ら
の
戯
作
者
と
し
て
の
著
作
だ
が
、
仲
道
庭
訓
は
千
形
仲
道
が
筆
耕
を 
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務
め
た
本
で
、
著
述
と
し
て
の
関
り
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
ジ
ャ
ン
ル
が
異
な

り
、
振
り
仮
名
の
付
け
方
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

自
筆
稿
本
は
存
在
せ
ず
、
特
に
岡
山
鳥
と
宝
田
千
町
の
著
作
は
本
人
の
表
記
が
反
映
さ

れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
馬
琴
か
ら
離
れ
た
板
本
で
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体

の
使
用
傾
向
に
つ
い
て
、
参
考
情
報
は
得
ら
れ
よ
う
。 

 

調
査
対
象
と
す
る
振
り
仮
名
に
つ
い
て
述
べ
る
。
放
下
僧
は
馬
琴
読
本
と
同
じ
よ
う
に
、

漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
で
、
漢
字
ご
と
に
付
さ
れ
る
振
り
仮
名
が
対
象
と
な
る
。 

仲
道
庭
訓
は
、
本
行
の
変
体
漢
文
の
両
側
に
傍
訓
が
つ
い
て
い
る
（
例
１
）
。
右
側
に
は

漢
文
の
語
順
に
合
わ
せ
て
振
り
仮
名
と
し
て
付
け
ら
れ
て
お
り
、
本
文
を
返
り
点
の
通
り
に
読
み
下
す
と
読
解
の
補
助
と
な
る
。
左
側
は
、
そ
の
漢
字
の
右

振
り
仮
名
が
字
音
で
あ
れ
ば
訓
、
訓
で
あ
れ
ば
字
音
が
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
、
本
文
の
読
解
に
は
関
わ
ら
な
い
漢
字
教
材
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
、
本
文

の
読
解
に
関
わ
る
右
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
を
調
査
対
象
と
し
た
。 

道
外
実
語
は
二
部
構
成
の
作
品
で
、
漢
文
の
「
道
外
実
語
教
」（
一-

五
丁
）
に
つ
く
読
み
下
し
文
の
振
り
仮
名
（
例
２
）
と
、
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
の
「
寿

福
心
得
種
」（
六-

十
丁
、
頭
書
付
）
の
振
り
仮
名
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
調
査
対
象
と
し
た
。 

 

そ
の
調
査
結
果
が
表
３
で
あ
る
。
振
り
仮
名
の
語
頭
に
注
目
し
よ
う
。 

滑稽本 往来物 読本

中本 大本 半紙本

教
訓
道
外
實
語
教

庭
訓
往
来

（

庭
訓
往
来
繪
抄
解
）

画
本
復
讐
放
下
僧

（

放
家
僧
談
）

調
査
資
料

道
外
実
語

仲
道
庭
訓

放
下
僧

略
称

●
宝
田
千
町

玄
恵

○
節
亭
山
人

著
者

不
明

◆
千
形
仲
道

不
明

筆
耕

一
冊

一
冊

巻
之
一

第
一
編

調
査
範
囲

五
行

六
行

八
行

行
数

森
屋
治

兵
衞

西
村
屋

與
八

伏
水
屋

卯
兵
衛

板
元

天
保
五
〈

一
八
三
五
〉

年

文
政
七
〈

一
八
二
四
〉

年

文
化
三
〈

一
八
〇
六
〉

年

発
行
年

板本のみ 調
査
資
料
二
　
曲
亭
馬
琴
の
筆
耕
が
関
わ
る
資
料

※
題
名
は
内
題
か
ら
と
り

、
古
典
籍
総
合
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
に
登
録
さ
れ
て
い
る
題
と
異
な
る
場
合
は

（
）
に
示
し
た

※
○
◆
●
の
人
物
は
調
査
資
料
一
に
同
じ
印
が
つ
い
て
い
る
人
物
と
同
一
人
物

例
１ 

仲
道
庭
訓 

五
丁
オ 

か
い
ね
ん
の
き
つ
け
い
ら
れ
ま
か
せ 

ぎ
ょ
い
に 

 
 

の 

で
う
ま
づ
も
つ
て
め
で 

改
年
𠮷
慶
被
レ

任
二

御
意
一

候
之
條
先
以
目
出 

あ
ら
た
ま
る
と
し
よ
き
よ
ろ
こ
び
ひ
に
ん
お
ん
こ
ゝ
ろ 

こ
れ
ゑ
だ
せ
ん
い
も
く
し
ゆ
つ 

 

例
２ 

道
外
実
語
教 

一
丁
オ 

米
高
故
多
不

こ
め
た
か
き
ゆ
へ
た
ん
と
く
は

レ

食 ず 
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表３　馬琴読本の筆耕における著作・別の筆耕本における〈シ〉

構成要
素頭

語
中

語
頭

複合語
下接部頭

語
中

語
末

𛁅 67 2 3 28 10 17 9 42 2 0 1 12 9 20

𛁈 5 0 0 4 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0

𛁅 984 21 0 253 324 88 103 77
𛁈 166 11 0 150 12 0 0 12
し 94 0 0 0 0 44 42 8

𛁅 44 0 0 0 0 9 30
𛁈 30 6 1 8 1 1 0
し 1 0 0 0 0 1 1
𛁅 16 0 0 2 8 1 5 12 0 0 0 2 7 3

𛁈 15 0 0 13 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2

し 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0

本行

行
頭

単
字

語
頭

語中
末
尾

行
頭

自立語

振り仮名

計
付
属
語

漢
字
平
仮

名
交
じ
り

付
属
語

計

放下僧
（節亭山人/嶋
岡節亭）1806年

仲道庭訓
（千形仲道筆）

1823年

道外
実語教
（宝田千
町/谷金

川）
1834年

漢
文

構成要
素頭

語
中

語
頭

複合語
下接部頭

語
中

語
末

𛁅 159 3 5 62 41 17 32 2 273 2 6 5 11 65 136 50

𛁈 17 2 0 5 12 0 0 0 18 2 0 17 1 0 0 0

し 18 1 1 3 1 1 12 0 36 0 0 0 0 4 19 13

𛁅 75 1 0 7 20 16 32 0 301 4 4 3 5 89 135 65
𛁈 31 2 0 27 4 0 0 0 51 5 1 44 8 0 0 0
し 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

𛁅 736 35 0 127 156 121 255 77
𛁈 449 30 0 269 172 1 0 7
し 37 0 0 0 0 8 21 8

𛁅 121 5 1 47 36 16 32 21 235 3 10 2 6 54 104 59
𛁈 6 0 0 5 0 0 0 0 37 1 7 27 0 0 0 2
し 1 0 0 0 0 1 0 0 15 0 1 0 2 1 6 5

東海道
名所記

1658-
1661年間

成立

付
属
語

好色一
代男
1682年

庭訓往
来図讃
1688年

商売軍
配団
1712年

表４　17-18世紀の通俗小説・往来物における〈シ〉の仮名字体の使用分布
本行

行
頭

単
字

語
頭

語中
末
尾

行
頭

単
字計 計

振り仮名
付
属
語

自立語
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放
下
僧
は
用
例
数
が
少
な
い
が
、
振
り
仮
名
の
語
頭
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
使
用
数
と
使
用
割
合
は
、【

𛁅

】
28
・
使
用
割
合
八
七
・
五
％
、【

𛁈

】
4
・

使
用
割
合
一
二
・
五
％
と
、【

𛁅

】
が
優
勢
的
に
使
用
さ
れ
る
。
本
行
で
は
、
や
は
り
用
例
が
少
な
い
も
の
の
、
語
頭
に
は
【

𛁈

】
の
み
が
使
用
さ
れ
て
い

る
。 

 

仲
道
庭
訓
の
語
頭
で
は
【

𛁅

】
253
・
使
用
割
合
六
二
・
七
八
％
、
【

𛁈

】
150
・
使
用
割
合
三
七
・
二
二
％
と
、
四
割
方
【

𛁈

】
も
使
用
さ
れ
る
が
、

【

𛁅

】
の
使
用
数
が
上
回
る
。 

 

道
外
実
語
も
用
例
数
が
少
な
い
も
の
の
、
漢
文
・
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
と
も
に
語
頭
に
は
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
る
。
漢
文
に
つ
く
読
み
下
し
文
で
は

【

𛁈

】
の
み
が
使
用
さ
れ
、
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
で
は
15
例
中
13
例
、
八
六
・
六
七
％
が
【

𛁈

】
で
あ
る
。 

 

以
上
、
放
下
僧
・
仲
道
庭
訓
で
は
、
振
り
仮
名
の
語
頭
に
【

𛁈

】
を
上
回
っ
て
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
、
馬
琴
読
本
と
同
じ
く
振
り
仮
名
の
語
頭
に
【

𛁅

】

よ
り
も
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
あ
る
の
は
道
外
実
語
の
み
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、
馬
琴
読
本
の
板
本
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
振
り
返
り
た
い
。
質
屋
庫
の
筆
耕
と
同
一
人
物
の
節
亭
山
人
、
八
犬
伝
①
の

筆
耕
と
同
一
人
物
の
千
形
仲
道
と
も
に
、
馬
琴
の
読
本
の
筆
耕
で
は
、
自
筆
稿
本
と
同
じ
よ
う
に
振
り
仮
名
の
語
頭
に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
傾
向
が
強
か

っ
た
二
〇

。
板
本
で
は
や
や
【

𛁈

】
の
使
用
数
が
増
え
て
さ
え
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
馬
琴
読
本
の
筆
耕
か
ら
離
れ
た
表
記
で
は
、
馬
琴
ほ
ど
振
り
仮
名
に
【

𛁈

】

を
使
用
す
る
表
記
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

 

い
ず
れ
の
資
料
の
振
り
仮
名
に
お
い
て
も
、【

𛁈

】
が
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
そ
の
も
の
は
見
出
せ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
馬
琴
読
本
ほ
ど
振
り
仮
名

に
そ
の
使
用
傾
向
が
徹
底
さ
れ
る
か
は
、
同
時
代
と
し
て
も
資
料
差
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

  
 

 
 

四 

近
世
前
期
資
料
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向 

  

既
に
述
べ
た
通
り
、
浄
瑠
璃
本
『
出
世
握
虎
稚
物
語
』
、
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
で
は
、
語
頭
に
【

𛁅

】
を
使
用
す
る
割
合
が
多
い
こ
と
が
先
行
研
究

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
馬
琴
読
本
を
中
心
と
し
た
、
近
世
後
期
の
資
料
に
お
け
る
使
用
実
態
を
確
認
し
て
も
、
振
り
仮
名
に
は
自
立
語
の
語
頭
が
頻
出

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
行
に
比
べ
て
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
傾
向
に
、
資
料
差
が
か
な
り
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。 

 

こ
こ
で
、
馬
琴
読
本
に
先
行
す
る
娯
楽
小
説
に
、
振
り
仮
名
の
語
頭
へ
優
勢
的
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
資
料
が
あ
っ
た
の
か
確
認
し
た
い
。
一
七-

一
八
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世
紀
の
娯
楽
小
説
三
本
と
平
仮
名
が
つ
い

た
往
来
物
一
本
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
使
用

傾
向
を
把
握
す
る
。 

 

調
査
資
料
三
に
調
査
資
料
の
情
報
を
示

し
た
。
近
世
前
期
の
娯
楽
小
説
と
し
て
、
仮

名
草
子
『
東
海
道
名
所
記
』（
以
下
名
所
記
）
の

板
下
が
浅
井
了
意
と
さ
れ
る
巻
之
四
二
一

、
西

鶴
『
好
色
一
代
男
』
巻
之
一
（
以
下
一
代
男
）

二
二

、
江
島
其
磧
『
商
売
軍
配
団
』
二
三

巻
之
一

（
以
下
軍
配
団
）
を
選
出
し
た
。
ま
た
、
往
来

物
は
庭
訓
往
来
の
絵
抄
系
統
本
の
先
駆
け

と
な
っ
た
『
庭
訓
往
来
圖
讃
』（
以
下
圖
讃
）
二
四

を
取
り
上
げ
る
。
圖
讃
は
、
本
文
の
右
側
に
つ
く
、
変
体
漢
文
を
返
り
点
の
通
り
に
読
む
と
き
の
読
解
の
補

助
と
な
る
振
り
仮
名
が
調
査
対
象
と
な
る
。 

 

調
査
の
結
果
は
表
４
に
ま
と
め
た
。
振
り
仮
名
の
語
頭
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
数
・
使
用
割
合
を
示
す
。 

 

【

𛁅

】
を
優
勢
と
す
る
資
料 

名
所
記 

【

𛁅

】
62
・
使
用
割
合
八
八
・
五
七
％ 

【

𛁈

】
5
・
使
用
割
合
七
・
一
四
％ 

【
し
】
3
・
使
用
割
合
四
・
二
九
％ 

軍
配
団 

【

𛁅

】
47
・
使
用
割
合
九
〇
・
三
八
％ 

【

𛁈

】
5
・
使
用
割
合
九
・
六
二
％ 

【

𛁈

】
を
優
勢
と
す
る
資
料 

一
代
男 

【

𛁅

】
7
・
使
用
割
合
二
〇
・
五
九
％ 

【

𛁈

】
27
・
使
用
割
合
七
九
・
四
一
％ 

圖
讃 

 

【

𛁅

】
127
・
使
用
割
合
三
二
・
〇
七
％ 

【

𛁈

】
269
・
使
用
割
合
六
七
・
九
三
％ 

 

振
り
仮
名
の
語
頭
の
〈
シ
〉
に
、
一
代
男
・
圖
讃
は
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
く
、
名
所
記
・
軍
配
団
は
【

𛁅

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
い
。
名

浮世草子 往来物 浮世草子 仮名草子

大本 大本 大本 大本

商
人
軍
配
団

庭
訓
往
来
圖
讃

好
色
一
代
男

東
海
道
名
所
記

調
査
資
料

軍
配
団

図
賛

一
代
男

名
所
記

略
称

江
嶋
其
磧

玄
恵

西
鶴

浅
井
了
意

著
者

不
明

不
明

西
吟

浅
井
了
意
板

下
と
推
定
さ

れ
る

筆
耕

巻
之
一

一
冊

巻
之
一

巻
之
四

調
査
範
囲

一
一
行

六
行

一
一
行

一
二
行

行
数

江
嶋
屋
市

郎
左
衛
門

利
倉
屋
喜

兵
衛

孫
兵
衛
可

心 未
詳

板
元

正
徳
二
〈

一
七
一
二
〉

年

貞
享
五
〈

一
六
八
八
〉

年

天
和
二
〈

一
六
八
二
〉

年

万
治
年
間

〈

一
六
五
八
‐

一
六
六

一
〉

成
立

成
立
年
代
・
発
行
年

板本のみ

※
題
名
は
内
題
か
ら
と
り

、
古
典
籍
総
合
デ
ー

タ
ベ
ー

ス
に
登
録
さ
れ
て
い
る
題
と
異
な
る
場
合
は

（
）
に
示
し
た

調
査
資
料
三
　
近
世
前
期
の
資
料
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所
記
・
一
代
男
・
軍
配
団
の
本
行
で
は
、
い
ず
れ
も
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
振
り
仮
名
に
お
い
て
は
、〈
シ
〉
の

仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
、
個
人
差
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

【

𛁈

】
を
使
用
す
る
志
向
が
強
い
と
い
え
る
の
は
一
代
男
だ
が
、
そ
も
そ
も
語
頭
を
〈
シ
〉
と
す
る
語
が
34
例
と
少
な
い
。
圖
讃
は
【

𛁈

】
が
【

𛁅

】

を
上
回
る
も
の
の
、【

𛁅

】
が
語
頭
に
書
か
れ
る
例
も
か
な
り
あ
る
。
仲
道
庭
訓
と
引
き
比
べ
る
と
、
圖
讃
に
は
左
振
り
仮
名
が
な
い
。
右
振
り
仮
名
の
ス

ペ
ー
ス
が
や
や
広
く
、
【

𛁈

】
を
使
用
し
て
の
用
字
を
行
う
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

注
目
し
て
お
き
た
い
用
例
と
し
て
、
名
所
記
の
振
り
仮
名
で
は
語
頭
に
【
し
】
が
表
記
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。 

  
 

名
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し

𛃉

づ 

 
 

十
三
丁
オ
L12 

清
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

し

𛁅

や 

 
 

 
 

十
七
丁
オ
L8 

使
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

し
そ
ん 

 
 

二
十
一
丁
オ
L6 

子
孫 

  

【
し
】
は
、
表
２
、
表
３
、
表
４
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
自
立
語
の
語
中
末
や
付
属
語
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
の
あ
る
仮
名
字
体
で
あ
る
。
名
所
記
の
本
行

に
お
い
て
も
同
様
の
使
用
傾
向
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
振
り
仮
名
で
は
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
し

𛁅

や
」
の
例
な
ど
は
、
二
字
漢
語
で
〈
シ
〉

の
音
が
重
な
る
箇
所
に
、
字
母
を
同
じ
く
し
て
形
の
若
干
異
な
る
【
し
】【

𛁅

】
を
使
用
し
、
漢
字
ご
と
の
振
り
仮
名
を
字
体
で
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
用

例
か
ら
、
字
母
の
異
な
る
【

𛁈

】
と
せ
ず
と
も
、
視
覚
的
な
区
別
さ
え
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（
な
お
、
調
査
範
囲
内
で
〈
シ
〉
の
音
が
重
な
る
用

例
は
右
の
一
例
の
み
）
。 

 

仮
名
字
体
の
使
用
位
置
を
区
別
し
て
表
記
す
る
指
示
が
記
載
さ
れ
た
書
物
に
は
、
例
え
ば
『
男
重
宝
記
』
に
「
上
下

じ
や
う
げ

を
わ
か
ず
書か

く

べ
き
【

𛁅

】
」
と
記
載

す
る
版
が
あ
る
。『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
に
は
、「
か
し
ら
に
か
ゝ
さ
る
か
な
の
事
」
と
し
て
【

𛁅

】
を
挙
げ
な
が
ら
、【

𛁅

】
を
「
か
し
ら
」
に
表
記
し
て

「
ゆ
う
け
ん
也
」
と
す
る
例
が
示
さ
れ
る
二
五

。
【

𛁈

】
を
語
頭
と
す
る
用
字
は
必
須
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
行
で
は
全
て
の
資
料
に
語
頭
へ
【

𛁈

】
を

使
用
す
る
傾
向
が
強
い
一
方
で
、
振
り
仮
名
に
仮
名
字
体
使
用
の
個
人
差
が
表
れ
る
点
は
、
メ
イ
ン
の
本
行
に
こ
そ
「
語
頭
は
【

𛁈

】
」
と
い
う
用
字
意
識

が
働
く
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。 
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五 

結
論 

  

以
上
、
馬
琴
に
お
い
て
、
振
り
仮
名
の
語
頭
の
〈
シ
〉
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
表
記
態
度
が
か
な
り
徹
底
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本

稿
で
確
認
し
た
資
料
は
ご
く
僅
か
で
、
な
お
も
調
査
範
囲
を
広
げ
る
余
地
は
残
り
、
勿
論
、
馬
琴
並
に
振
り
仮
名
で
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
の

強
い
本
が
見
つ
か
る
可
能
性
は
高
い
。
た
だ
し
、
本
行
で
は
押
し
な
べ
て
強
い
使
用
傾
向
と
し
て
表
れ
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
が
、
振
り
仮
名
で
は

本
に
よ
っ
て
個
別
差
が
あ
る
使
用
傾
向
と
し
て
表
れ
、
そ
の
中
で
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
の
強
さ
が
特
徴
的
で
あ
る
こ

と
は
示
し
得
た
と
考
え
る
。 

振
り
仮
名
の
語
頭
に
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
や
す
い
事
情
と
し
て
、
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
表
記
す
る
利
便
性
が
求
め
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
回
調

査
を
行
っ
た
資
料
で
は
【

𛁅

】
を
語
頭
へ
優
勢
的
に
表
記
す
る
資
料
に
お
い
て
も
、
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
用
例
が
確
認
で
き
た
。
ス
ペ
ー
ス
の
み

が
考
慮
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
複
数
種
の
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
の
表
記
は
、
そ
も
そ
も
古
く
に
和
歌
や
仮
名
文
と
い
っ
た
平
仮
名
を
メ
イ
ン
と
し
た

文
・
文
章
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
漢
字
の
読
解
補
助
で
あ
る
振
り
仮
名
が
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
、
公
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
の
振
り
仮
名
は
主
と
し
て
片
仮
名
で
付
け
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
二
六

。
こ
の
起
源
を
鑑
み
れ
ば
、
も
と
も
と
複
数
種

の
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
の
表
記
に
振
り
仮
名
の
表
記
形
式
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
行
に
比
し
て
用
字
の
個
人
差
が
表
れ
や
す
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
よ
う
二
七

。 

〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
は
中
世
以
来
、
通
底
し
た
用
字
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
用
字
の
徴
証
の
み
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
用
字
の

傾
向
が
強
く
表
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
含
め
て
観
察
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
使
用
実
態
を
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
と
稿
者

は
考
え
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

  

注 
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一 

小
松
（
二
〇
〇
六
）
に
定
家
筆
資
料
、
矢
田
（
一
九
九
五
）
に
定
家
と
さ
ほ
ど
時
期
を
隔
た
ら
な
い
時
期
の
文
書
資
料
や
僧
侶
の
資
料
、
安
田
（
一
九
六

七
）
に
豊
臣
秀
吉
書
簡
、
今
野
（
二
〇
〇
一
ａ
）
に
荒
木
田
守
武
『
守
武
千
句
』
（
天
文
九
〈
一
五
四
〇
〉
年
成
立
）
や
宗
綱
筆
『
土
左
日
記
』
（
慶
長
五

〈
一
六
〇
〇
〉
年
筆
）
な
ど
、
幅
広
い
平
仮
名
資
料
に
指
摘
さ
れ
る
。 

二 

仮
名
草
子
は
久
保
田
（
一
九
九
四
）
、
後
期
読
本
は
市
地
（
二
〇
一
五
）
、
洒
落
本
は
内
田
（
一
九
九
八
ａ
）
や
久
保
田
（
二
〇
〇
九
）
な
ど
。
こ
の
ほ
か
、

久
保
田
（
一
九
九
七
）
に
よ
る
滑
稽
本
の
調
査
な
ど
に
も
指
摘
さ
れ
る
。 

三 

矢
野
（
一
九
九
〇
）
、
久
保
田
（
一
九
九
五
ｂ
）
、
内
田
（
二
〇
〇
〇
）
な
ど
。 

四 

仮
名
字
体
の
使
用
位
置
を
区
別
す
る
こ
と
の
記
述
が
歌
学
書
、
仮
名
遣
書
、
書
札
礼
、
教
訓
書
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
宇
野
（
一
九
八
六
）
に
詳
し
い
。

古
く
は
『
和
歌
大
綱
』
（
鎌
倉
時
代
頃
成
立
）
に
「
下
に
か
ゝ
ぬ

𛁈

」
「
上
下
わ
か
ぬ
し
」
、
『
悦
目
抄
』
（
鎌
倉
時
代
頃
成
立
）
に
「
下
に
か
ゝ
ざ
る

𛁈

」

「
上
下
を
分
ぬ

𛁉

𛁅

」
と
あ
る
（
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
四
巻
（
佐
々
木
信
綱
編
、
風
間
書
房
、
一
九
七
三
年
、
和
歌
大
綱p

.
1
3
8

、
悦
目
抄p

.
1
4
7

）
。

『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
（
永
禄
九
〈
一
五
六
六
〉
年
頃
成
立
）
に
も
「
か
し
ら
に
か
ゝ
さ
る
か
な
の
事
」
と
し
て
【

𛁅

】
、
「
下
に
か
ゝ
さ
る
か
な
の
事
」
と

し
て
【

𛁈

】
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
世
期
に
は
『
男
重
宝
記
』
（
元
禄
六
〈
一
六
九
三
〉
年
）
巻
之
二
に
「
哥
書
か
な
づ
か
ひ
と
い
ふ
事
あ
り
よ
く
お
ぼ
へ
て

お
く
べ
し
」
（
十
一
丁
ウ-

十
二
丁
ウ
）
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
「
上
下

じ
や
う
げ

を
わ
か
ず
書 か

く

べ
き
【

𛁅

】
」
の
記
載
の
み
が
確
認
で
き
る
（
近
世
文
学
書
誌
研
究
会

『
第
二
期 

近
世
文
学
資
料
類
従 

参
考
文
献
編
17 

男
重
宝
記
』
勉
誠
社
、
一
九
八
一
年
、
原
本
所
蔵
者
亀
井
孝
、p

.
7
0

）
。
『
新
板
増
補
男
重
宝
記
』

（
元
禄
八
〈
一
六
九
五
〉
年
）
巻
之
二
に
も
同
項
目
（
十
一
丁
ウ-

十
二
丁
ウ
）
が
あ
る
が
、
〈
シ
〉
に
関
す
る
記
述
は
な
い
（
長
友
千
代
治
編
『
重
宝
記
資

料
集
成 

教
養
・
教
習
２
』
第
十
一
巻
、
臨
川
書
店
、p

p
.
5
6
-
5
8

）
。
『
一
歩
抄 

手
爾
葉
遣
』
（
延
宝
四
〈
一
六
七
六
〉
年
成
立
）
に
は
「
と
ま
り
に
書
て

似
合
さ
ら
は

𛁈

の
仮
名
也
と
ま
り
に
は

𛁅

の
仮
名
を
書
へ
し
中
に
も

𛁅

仮
名
し
か
る
へ
か
ら
ん
」
と
記
さ
れ
る
（
八
戸
市
立
図
書
館
、
請
求
記
号9

6
-

7
7
-
6

の
宝
暦
一
〇
〈
一
七
六
〇
〉
年
船
越
三
蔵
写
本
を
新
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
Ｄ
Ｂ
で
確
認
。
書
誌I

D

：1
0
0
0
5
9
4
3
9

）
。
歌
学
書
や
仮
名
遣
書
に
必
ず

こ
う
し
た
記
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
「
上
下
」
「
か
し
ら
」
「
と
ま
り
」
「
中
」
と
用
語
に
違
い
は
あ
る
が
、
【

𛁈

】
を
語
頭
、
【

𛁅

】
を
非
語
頭
と
す

る
使
用
傾
向
と
し
て
表
れ
る
使
用
方
法
が
中
世
期
か
ら
近
世
期
に
通
底
し
た
と
い
え
る
。 

五 

市
地
（
二
〇
一
六
ｂ
）
（
二
〇
一
七
）
に
調
査
に
よ
り
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
巻
之
一
の
本
行
に
は
九
二
種
類
、
振
り
仮
名
に
は
七
〇
種
類
の
仮
名
字

体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
市
地
（
二
〇
一
三
）
に
お
い
て
も
、
『
椿
説
弓
張
月
』
の
仮
名
字
母
の
種
類
に
つ
い
て
、
本
行
が
八
〇

種
、
振
り
仮
名
は
五
七
種
と
、
字
母
の
種
類
数
が
少
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
馬
琴
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
前
期
読
本
『
雨
月
物
語
』
（
安
永
五

〈
一
七
七
六
〉
年
）
の
仮
名
字
体
に
お
い
て
も
、
前
田
（
一
九
七
一
）
に
「
振
仮
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
仮
名
の
方
が
よ
り
単
純
な
形
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
」
（p

.
1
0
3

）
こ
と
と
、
【

𛁅

】
【

𛁈

】
の
両
字
体
の
使
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
振
り
仮
名
は
本
行
の
補
助
的
な
要
素
で
あ
り
、
書
き
込
む
ス
ペ
ー

ス
が
狭
い
こ
と
か
ら
、
本
行
ほ
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
に
仮
名
字
体
を
使
用
す
る
余
地
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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六 

市
地
（
二
〇
一
六
ｂ
）
に
よ
る
。
な
お
、
本
行
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
も
同
様
で
あ
る
。 

七 
延
宝
五
〈
一
六
七
七
〉
年
板
『
平
家
物
語
』
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
法
を
検
討
し
た
土
肥
（
二
〇
一
八
）
は
、
振
り
仮
名
を
検
討
対
象
か
ら
外
す
も
の

の
、
注
六
に
「
振
り
仮
名
に
お
い
て
も
〔
志
〕
の
形
態
素
頭
表
示
機
能
を
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
出
現
率
は
低
か
っ
た
。
漢
字
が
本
行
で
記
さ
れ
て

い
る
た
め
、
〔
志
〕
を
用
い
て
「
ま
と
ま
り
」
の
「
か
し
ら
」
を
示
す
必
要
性
が
薄
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
（p

.
8

）
と
指
摘
し
て
い
る
。 

八 

内
田
（
一
九
九
八
ａ
） 

九 

木
越
（
一
九
八
九
）p

.
9
4

注
に
こ
の
言
辞
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
本
（
請
求
記
号
：
へ1

3
-
0
3
0
9
3

）
を
早
稲
田
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
で
確
認
。
翻
刻
は
稿
者
に
よ
り
、
割
書
き
は[

 
]

で
囲
い
、
仮
名
字
体
が
問
題
と
な
る
記
載
箇
所
は
字
体
を
変
体
仮
名
で
表
示
し
、
〈
シ
〉
の
仮
名
字

体
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
部
分
は
太
字
に
し
た
。 

一
〇 

長
友
千
代
治
「
解
題
」
（
『
近
世
小
説
稿
本
集
』
天
理
大
学
図
書
館
善
本
叢
書
、
第
六
十
五
巻
、
八
木
書
店
、
一
九
七
四
年
）
を
参
照
。
馬
琴
に
限
っ
た
研

究
で
い
え
ば
、
服
部
仁
氏
は
「
馬
琴
の
著
述
生
活
」
（
『
近
世
文
学
研
究
叢
書
６ 

曲
亭
馬
琴
の
文
学
域
』
若
草
書
房
、
一
九
九
七
年
）p

.
3
8
9

に
て
「
馬
琴

は
『
近
世
説
美
少
年
録
』
第
一
輯
の
校
正
を
、
出
板
ま
で
に
三
回
、
出
板
後
に
二
回
し
て
い
る
」
と
日
記
か
ら
読
み
解
い
て
い
る
。
板
本
へ
校
合
を
行
っ
た

読
本
は
、
実
際
に
『
墨
田
川
梅
柳
新
書
』
（
鈴
木
重
三
「
『
墨
田
川
梅
柳
新
書
』
の
校
合
本―

紹
介
と
さ
さ
や
か
な
考
察―

」
（
『
読
本
研
究
新
集
』
第
一
集
、

翰
林
書
房
、
一
九
九
八
年
）
）
、
『
夢
想
兵
衛
胡
蝶
物
語
』
（
大
高
洋
司
『
日
韓
の
書
誌
学
と
古
典
籍
』
（
ア
ジ
ア
遊
学1

8
4

、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
に
よ

り
韓
国
中
央
図
書
館
蔵
板
本
に
、
馬
琴
に
よ
る
朱
筆
の
校
正
の
書
入
れ
が
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
が
残
っ
て
い
る
。 

一
一 

板
坂
則
子
（
一
九
七
八
）p

.
5
1
 

一
二 

調
査
を
行
っ
た
馬
琴
読
本
の
選
定
は
、
板
本
全
一
〇
六
冊
の
う
ち
四
九
冊
の
自
筆
稿
本
が
残
る
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
お
い
て
、
筆
耕
を
担
当
す
る
頻

度
が
最
も
多
い
谷
金
川
（
六
〇
冊
）
と
、
彫
り
師
を
担
当
す
る
頻
度
が
最
も
多
い
横
田
守
（
一
四
冊
）
の
両
者
が
携
わ
る
第
八
輯
巻
之
二
を
軸
と
し
、
他
の

筆
耕
で
あ
る
千
形
仲
道
が
携
わ
っ
た
第
四
輯
巻
之
三
、
白
馬
台
音
成
が
携
わ
っ
た
第
九
輯
巻
之
廿
七
を
選
定
し
た
。
馬
琴
読
本
の
自
筆
稿
本
は
今
回
の
調
査

資
料
以
外
に
天
理
大
学
附
属
図
書
館
に
『
雲
妙
間
雨
夜
月
』
巻
二
の
稿
本
（
文
化
五
〈
一
八
〇
八
〉
年
、
請
求
記
号
：
九
一
三
・
六
五-

イ
七
）
、
『
朝
夷
巡

嶋
記
』
初-

四
篇
ま
で
の
計
二
〇
冊
の
稿
本
（
文
化
一
二
〈
一
八
一
六
〉-
文
政
三
〈
一
八
二
〇
〉
年
、
請
求
記
号
九
一
三
・
六
五-

イ
二
三
）
が
存
す
る
。

し
か
し
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
稿
本
の
方
が
長
期
に
渡
る
馬
琴
の
自
筆
状
況
を
確
認
で
き
る
う
え
、
筆
耕
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
『
雲
妙
間
雨
夜
月
』
は

自
筆
板
下
だ
っ
た
の
か
筆
耕
が
い
た
の
か
定
か
で
は
な
く
、
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
初-
四
篇
は
今
回
調
査
資
料
と
す
る
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
四
輯
巻
之
三
の

筆
耕
と
同
じ
、
千
形
仲
道
が
ほ
と
ん
ど
の
筆
耕
を
担
当
し
て
い
る
。
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
稿
本
は
調
査
資
料
と
す
る
第
四
輯
巻
之
三
以
外
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
デ
ジ
タ
ル
公
開
さ
れ
て
お
り
、
誰
に
お
い
て
も
検
証
し
や
す
い
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
中
心
と
し
、
調
査
資
料
を
選

定
す
る
こ
と
に
し
た
。 
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一
三 

『
昔
語
質
屋
庫
』
巻
之
五
の
刊
記
に
は
、
筆
耕
に
嶋
岡
節
亭
と
鈴
木
武
筍
の
名
が
あ
る
。
巻
之
五
の
漢
文
に
よ
る
跋
文
に
「
鈴
木
武
筍
書
」
と
あ
る
以

外
、
担
当
巻
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
巻
之
一
～
四
と
、
巻
之
五
と
で
そ
の
文
字
の
書
風
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
を
、
鈴
木
武

筍
が
全
巻
筆
耕
を
担
当
し
た
『
松
染
情
史
秋
七
草
』
（
文
化
六
年
、
五
巻
六
冊
、
森
本
太
助
）
と
、
嶋
岡
節
亭
が
全
巻
筆
耕
を
担
当
し
た
『
常
夏
草
紙
』
（
文

化
七
年
、
五
巻
、
松
本
平
助
）
と
対
照
す
る
と
（
そ
れ
ぞ
れ
『
馬
琴
中
篇
読
本
集
成
』
第
十
一
巻
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
の
影
印
を
参
照
）
、
巻
之

一
～
四
は
嶋
岡
節
亭
、
巻
之
五
は
鈴
木
武
筍
の
書
風
と
近
似
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
調
査
範
囲
と
な
る
巻
之
一
の
筆
耕
は
嶋
岡
節
亭
（
岡
山
鳥
）
と
判
断

で
き
る
。 

一
四 

板
下
を
お
路
が
執
筆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
九
輯
巻
之
四
十
七
上
下
・
巻
之
四
十
八
の
筆
耕
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
、
馬
琴
の

死
後
、
文
政
一
〇
〈
一
八
二
七
〉
年
以
来
長
ら
く
続
編
が
出
な
か
っ
た
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
の
七
編
・
八
編
を
執
筆
し
た
。 

一
五 

馬
琴
の
も
の
以
外
で
、
自
筆
稿
本
が
残
る
読
本
を
見
出
す
の
は
困
難
で
あ
り
、
稿
者
が
捜
索
し
た
限
り
で
『
北
條
泰
時
明
断
録
』
が
唯
一
だ
っ
た
。 

一
六 

馬
琴
読
本
に
お
い
て
、
月
氷
竒
縁
・
弓
張
月
と
、
質
屋
庫
以
降
と
で
は
、
振
り
仮
名
の
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
の
強
さ
が
異
な
る
。
殊
に
、
八

犬
伝
②
以
降
は
九
割
の
語
頭
に
【

𛁈

】
を
表
記
し
て
お
り
、
振
り
仮
名
の
語
頭
の
〈
シ
〉
へ
、
徐
々
に
【

𛁈

】
を
表
記
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
想

定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
行
に
語
頭
を
〈
シ
〉
と
す
る
語
の
平
仮
名
表
記
が
少
な
く
な
り
、【

𛁈

】
を
語
頭
に
使
用
す
る
必
要
性
が
低
ま
っ
て
い
た
こ
と
と
関

連
し
、
振
り
仮
名
に
お
い
て
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
表
記
態
度
が
強
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
七 

化
政
期
に
合
巻
・
滑
稽
本
等
の
執
筆
を
行
っ
た
岡
山
鳥
の
こ
と
。 

一
八 

仲
道
庭
訓
は
題
簽
に
『
庭
訓
往
来
繪
抄
解 

両
假
名
附
』
と
あ
る
。
内
題
の
「
庭
訓
往
来
」
の
下
に
は
「
愆

文

謬

字

音

訓

あ
や
ま
り
の
ぶ
ん
あ
や
ま
り
の
じ
こ
ゑ
よ
み

／
點
假
名
等
改
訂

つ

け
が
な

と
う
か
い

て
い

」
と
あ

り
、
先
行
す
る
庭
訓
往
来
に
改
訂
を
加
え
た
も
の
だ
と
分
か
る
。
改
定
前
の
庭
訓
往
来
に
つ
い
て
は
、
本
資
料
と
同
じ
板
の
、
千
形
仲
道
筆
の
本
文
は
そ
の

ま
ま
に
頭
書
に
つ
い
た
絵
を
削
り
新
た
な
絵
を
埋
め
木
し
た
安
政
四
〈
一
八
五
七
〉
年
伊
勢
屋
半
右
衛
門
（
仙
台
）
・
和
泉
屋
市
兵
衛
（
江
戸
）
発
行
の

『
庭
訓
往
来
絵
抄
』
（
韓
国
中
央
図
書
館
、
請
求
記
号
：3

6
5
-
2
4
3
-
2

、
古
典
籍
総
合
目
録
Ｄ
Ｂ
で
確
認
）
の
刊
記
に
「
寶
暦
十
庚
辰
歳
正
月
鱗
形
屋
孫
兵
衛

元
板
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宝
暦
一
〇
〈
一
七
六
〇
〉
年
鱗
形
孫
兵
衛
板
『
庭
訓
往
来
』
と
の
関
係
が
知
ら
れ
る
。
筑
波
大
学
図
書
館
Ｈ
Ｐ
に
電
子
資
料
で

公
開
さ
れ
て
い
る
鱗
形
孫
兵
衛
板
『
庭
訓
往
来
』
（
乙
竹
文
庫
、
請
求
記
号
：
ル1

8
5
-
4
1
2

）
を
確
認
す
る
と
、
仲
道
庭
訓
と
板
面
が
酷
似
す
る
も
の
の
、
本

文
の
一
行
あ
た
り
の
字
数
が
仲
道
庭
訓
と
は
一
致
し
な
い
た
め
別
板
で
あ
る
。
仲
道
庭
訓
は
宝
暦
十
年
鱗
形
孫
兵
衛
板
か
ら
改
訂
し
た
本
で
あ
る
可
能
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
九 

『
教
訓
道
外
実
語
教
』
は
石
川
松
太
郎
監
修
『
往
来
物
大
系
３
４ 

教
訓
科
往
来
』
（
大
空
社
、
一
九
九
三
年
）
解
題
に
よ
る
と
、
『
実
語
教
』
、
『
家
宝
往

来
』
（
天
保
五
〈
一
八
三
四
〉
年
）
の
往
来
物
を
下
敷
き
に
し
た
滑
稽
本
で
あ
る
。 

二
〇 

節
亭
山
人
・
千
形
仲
道
・
宝
田
千
町
が
馬
琴
読
本
の
筆
耕
に
あ
っ
て
、
他
の
仮
名
字
体
に
お
い
て
も
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
よ
う
に
馬
琴
に
倣
っ
て
い
た

か
と
い
う
と
、
例
え
ば
左
の
表
に
示
す
よ
う
に
、
〈
キ
〉
の
仮
名
字
体
に
お
い
て
稿
本
の
字
体
を
別
の
字
体
に
表
記
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 
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二
一 

『
東
海
道
名
所
記
』
は
鈴
木
行
三
『
戯
曲
小
説
近
世
作
家
大
観
』
巻
之
一
（
中
文
館
書
店
）p

.
1
0
9

に
巻
之
四-

六
が
「
釈
了
意
の
筆
蹟
と
し
て
紛
れ
な

し
。
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
久
保
田
（
一
九
九
四
）
（
一
九
九
五
ａ
）
、
坂
（
二
〇
一
六
）
に
本
行
の
仮
名
字
体
の
種
類
等
が
検
討
さ
れ
て
い
る
た
め
、
振
り
仮

名
の
〈
シ
〉
以
外
の
仮
名
字
体
の
使
用
状
況
に
研
究
が
及
ん
で
い
る
資
料
と
し
て
、
調
査
資
料
と
し
て
選
ん
だ
。 

二
二 

『
好
色
一
代
男
』
の
板
下
は
西
吟
で
あ
る
と
解
題
（
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
『
西
鶴
編
１
好
色
一
代
男
（
大
坂
版
）
』
（
第
二
期
近
世
文
学
資
料
類
従
、
勉

誠
社
、
一
九
八
一
年
）p

p
.
1
-
3

編
集
部
編
）
に
あ
り
、
こ
れ
は
巻
之
五
の
跋
文
に
、
西
鶴
の
草
稿
を
集
め
て
「
う
つ
し
」
た
と
い
う
あ
ら
ま
し
が
「
落
月
菴

西
吟
」
の
署
名
の
も
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
本
行
の
仮
名
字
母
の
種
類
は
坂
（
二
〇
一
六
）
に
詳
し
い
。
同
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通

り
、
『
好
色
一
代
男
』
の
仮
名
字
体
は
全
巻
に
渡
っ
て
多
種
類
か
つ
個
性
的
で
、
同
時
代
的
に
み
て
も
、
癖
の
あ
る
仮
名
表
記
だ
と
思
わ
れ
る
。 

二
三 

江
島
其
磧
（
享
保
二
〇
〈
一
七
三
五
〉
没
）
は
元
禄
期
～
に
活
躍
し
た
浮
世
草
子
作
家
で
、
「
当
時
の
評
価
は
西
鶴
と
並
び
、
江
戸
後
期
文
学
へ
の
影
響
も

西
鶴
以
上
の
も
の
が
あ
る
」
と
評
さ
れ
る
（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
巻
之
一
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
長
谷
川
強
執
筆
項
目
「
江
島
其
磧
」
）
。
『
商

人
軍
配
団
』
は
江
嶋
屋
市
郎
左
衛
門
を
板
元
と
す
る
初
版
以
降
、
後
印
本
、
京
都
菊
屋
喜
兵
衛
刊
の
求
版
本
、
文
化
一
五
〈
一
八
一
八
〉
年
に
出
た
改
題
本

は
元
治
元
〈
一
八
六
四
〉
年
ま
で
板
行
さ
れ
る
ほ
ど
諸
本
が
残
存
す
る
（
同
前
辞
典
、
長
谷
川
強
執
筆
項
目
「
商
人
軍
配
団
」
）
。
稿
者
は
こ
の
点
か
ら
近
世

期
を
通
じ
て
多
く
の
読
者
の
支
持
を
得
た
通
俗
的
な
作
品
と
捉
え
、
資
料
と
し
て
選
出
し
た
。
な
お
、
資
料
と
し
た
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
（
請
求
記
号
：

へ1
3
 
0
1
6
3
7

）
は
巻
之
一-

五
ま
で
揃
う
合
冊
本
で
、
刊
年
不
詳
だ
が
巻
之
五
の
刊
記
に
「
江
嶋
屋
市
郎
左
衛
門
」
と
板
元
が
記
さ
れ
た
本
で
あ
る
。 

二
四 

絵
抄
系
の
庭
訓
往
来
の
嚆
矢
で
あ
る
（
石
川
謙
編
纂
『
日
本
教
科
書
大
系 

往
来
物
篇
古
往
来
（
三
）
』
第
三
巻
（
講
談
社
、
一
九
六
八
年
）p

p
.
1
3
6
-
1
3
7

の
解
説
・
解
題
に
よ
る
。
）
貞
享
五
年
三
月
刊
の
『
庭
訓
往
来
圖
讃
』
に
は
京
都
・
山
崎
屋
市
兵
衛
、
丸
屋
半
兵
衛
板
と
江
戸
書
林
利
倉
屋
喜
兵
衛
板
の
二

種
類
が
あ
る
（
『
稀
覯
往
来
物
集
成
』
第
一
巻
（
大
空
社
、
一
九
九
六
年
）
解
題
よ
り
）
が
、
今
回
は
仲
道
庭
訓
に
合
わ
せ
て
江
戸
板
を
資
料
と
し
た
。 

二
五 

『
男
重
宝
記
』
は
注
四
参
照
。
『
新
撰
仮
名
文
字
遣
』
は
（
駒
澤
大
学
国
語
研
究
資
料
第
三
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
一
年
）p

p
.
9
6
-
9
8

。 

二
六 

矢
田
（
二
〇
一
二
）「
第
四
章 

漢
字
仮
名
交
じ
り
文
要
素
と
し
て
の
振
り
仮
名
」p

p
.
5
7
4
-
5
8
2

に
よ
る
と
、
近
世
以
前
の
写
本
時
代
に
お
け
る
振
り
仮
名

は
、
訓
点
に
よ
る
仮
名
点
を
由
来
と
す
る
ゆ
え
ん
か
ら
、
平
仮
名
資
料
で
あ
っ
て
も
、
主
と
し
て
片
仮
名
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
。
掲
出
漢
字
に
平
仮
名
で
読
み

方
が
つ
け
ら
れ
る
例
に
『
落
葉
集
』
（
一
五
九
八
〈
慶
長
三
〉
年
）
が
あ
り
、
中
世
に
平
仮
名
で
漢
字
の
読
み
方
が
つ
け
ら
れ
た
書
物
が
全
く
存
在
し
な
い
わ

𛀪 き

↓ ↓

き 𛀪

稿 167 68

板 229 6

稿 114 89

板 85 110

稿 85 105

板 110 80

き 𛀪

振り仮名の〈キ〉の使

用数と異同数

62 0
質
屋
庫

八
犬
伝
①

八
犬
伝
②

0 25

26 0
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け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
近
世
に
入
っ
て
商
業
出
版
が
盛
ん
に
な
り
、
読
者
の
読
み
や
す
い
テ
キ
ス
ト
の
た
め
、
漢
字
平
仮
名
文
に
は
平
仮
名
で
振
り
仮
名
が

あ
ら
か
じ
め
密
に
付
さ
れ
て
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
同
「
第
三
章 

漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
成
立
」p

p
.
5
6
6
-
5
6
8

に
は
、
こ
う
し
た
振
り
仮
名
が
密
に

つ
け
ら
れ
る
形
式
に
つ
い
て
、
漢
字
読
解
の
能
力
が
不
充
分
な
読
み
手
へ
の
配
慮
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。 

二
七 

『
摂
津
名
所
図
会
』
（
寛
政
八-

一
〇
〈
一
七
九
六-

一
七
九
八
〉
年
）
の
巻
之
六
・
八
稿
本
（
国
文
学
資
料
館
貴
重
書
、
請
求
記
号
：9

9
-
1
6
3
-
1

～2

、
日

本
古
典
籍
総
合
目
録
Ｄ
Ｂ
で
閲
覧
可
）
で
は
、
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
に
振
り
仮
名
が
片
仮
名
で
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
板
行
時
に
は
平
仮
名
に
改
め
ら

れ
て
い
る
。
馬
琴
読
本
の
稿
本
で
は
、
本
文
の
一
部
と
し
て
も
と
も
と
振
り
仮
名
が
平
仮
名
で
付
け
ら
れ
て
お
り
、
書
物
の
ジ
ャ
ン
ル
や
出
版
工
程
に
よ
っ

て
振
り
仮
名
の
付
け
ら
れ
方
が
異
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
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お
わ
り
に 

  

以
上
、
馬
琴
読
本
を
調
査
資
料
と
し
た
八
章
の
論
文
に
よ
り
、
馬
琴
読
本
の
仮
名
字
体
の
表
記
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。 

第
一
部
で
は
、
近
世
後
期
の
娯
楽
小
説
の
中
で
も
格
調
高
い
と
さ
れ
て
い
る
読
本
の
仮
名
字
体
の
表
記
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
時
の

人
気
作
で
あ
る
馬
琴
読
本
『
月
氷
竒
縁
』（
文
化
二
年
）
、『
椿
説
弓
張
月
』
前
篇
（
文
化
四
年
）
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
巻
之
一
（
文
化
一
一
年
）
の
板
本
に

お
け
る
仮
名
字
体
の
表
記
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
一
章
で
は
、
馬
琴
の
読
本
『
椿
説
弓
張
月
』
の
本
行
と
振
り
仮
名
、
合
巻
『
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
』
の
本
文
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
〇
〇
字
を
採
取
し
、
調
査
範

囲
内
に
み
ら
れ
た
平
仮
名
字
母
の
種
類
と
、
使
用
数
・
使
用
割
合
に
よ
り
、
読
本
と
合
巻
に
お
け
る
平
仮
名
の
表
記
傾
向
の
違
い
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

弓
張
月
の
本
行
に
比
し
て
行
平
鍋
須
磨
酒
宴
は
平
仮
名
字
母
の
種
類
が
少
な
く
、
更
に
合
巻
の
本
文
よ
り
も
弓
張
月
の
振
り
仮
名
の
方
が
仮
名
字
母
が
少
な

い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
読
本
本
行
に
み
ら
れ
る
字
母
は
画
数
の
多
い
も
の
が
多
く
、
合
巻
に
比
し
て
、
先
行
研
究
で
決
ま
っ
た
使
用
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い

な
い
、
装
飾
的
な
仮
名
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
同
じ
作
家
の
作
品
で
あ
っ
て
も
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
平
仮
名
表
記
に
差
が
あ
る
こ
と
明
ら
か
に
し
た
。 

第
二
章
で
は
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
、
八
犬
伝
肇
輯
の
読
本
三
本
の
本
行
に
共
通
す
る
仮
名
字
体
の
種
類
と
使
用
傾
向
に
つ
い
て
、
仮
名
ご
と
に
検
討
を
行

っ
た
。
仮
名
字
体
の
種
類
の
面
で
は
、
読
本
三
本
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
す
る
仮
名
字
体
が
あ
り
つ
つ
も
、
作
品
に
よ
っ
て
使
用
仮
名
字
体
に
幅
が
あ
る
こ
と
が

窺
え
た
。 

仮
名
字
体
の
用
字
で
は
、
自
立
語
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
字
で
書
か
れ
る
も
の
の
、
平
仮
名
で
書
か
れ
る
「
か
ゝ
る
」
や
「
し
ば
し
」「
し
か
る
に
」
な
ど
の
副

詞
・
連
体
詞
・
接
続
詞
、
ま
た
名
詞
や
動
詞
に
【
か
】
や
【

𛁈

】
と
い
っ
た
特
定
の
位
置
に
用
い
ら
れ
る
字
体
を
使
用
し
、
そ
の
点
は
、
平
仮
名
文
の
草
双

紙
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
非
語
頭
の
【

𛀪

】
や
【

𛁳

】
は
動
詞
の
送
り
仮
名
や
助
詞
テ
等
に
使
用
さ
れ
、
語
幹
部
分
を
漢
字
で
表
記
す
る
読
本
の

本
行
で
は
使
用
数
が
多
い
よ
う
に
み
え
る
場
合
が
あ
っ
た
。〈
ニ
〉
の
【

𛂌

】【

𛂋

】
は
、
助
詞
ニ
に
使
う
メ
イ
ン
の
字
体
が
本
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う

こ
と
が
起
こ
り
、
こ
れ
も
自
立
語
を
平
仮
名
で
書
く
機
会
の
減
る
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

読
本
三
本
に
通
じ
て
み
ら
れ
た
の
は
頻
出
語
の
字
体
を
変
え
る
用
法
で
あ
る
。
ま
た
語
の
途
中
で
の
行
移
り
を
嫌
っ
た
用
法
が
み
ら
れ
、
月
氷
竒
縁
に
は

「
お
の
｜
づ
か
ら
」
と
語
が
切
れ
て
し
ま
う
箇
所
に
【

𛂜

】
を
用
い
る
場
合
が
あ
っ
た
り
、
縦
幅
を
と
る
仮
名
字
体
を
使
っ
て
ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
た
り
、

弓
張
月
で
は
字
体
を
歪
め
さ
せ
て
ス
ペ
ー
ス
を
省
略
し
た
り
す
る
技
法
が
み
ら
れ
た
。
三
本
に
共
通
す
る
字
体
を
検
討
し
た
の
に
関
わ
ら
ず
、
作
品
に
よ
っ

て
は
特
徴
的
な
仮
名
字
体
の
使
用
が
み
ら
れ
た
。
読
本
は
漢
字
主
体
の
文
章
だ
が
、
草
双
紙
よ
り
読
本
の
仮
名
字
体
は
多
様
で
あ
り
、
平
仮
名
に
も
教
養
色
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が
強
い
表
記
と
考
え
ら
れ
た
。 

第
三
章
で
は
、
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
、
八
犬
伝
の
う
ち
二
本
に
の
み
共
通
す
る
字
体
、
一
本
の
み
に
み
ら
れ
た
字
体
の
種
類
と
用
例
を
確
認
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
三
本
に
共
通
す
る
、
主
用
さ
れ
る
字
体
に
対
し
、
使
用
数
が
少
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
個
別
性
が
窺
わ
れ
る
表
記
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。

第
三
章
で
用
例
を
確
認
し
た
仮
名
字
体
は
、
画
数
が
多
く
複
雑
な
字
体
が
多
く
、
そ
の
使
用
傾
向
も
、
近
接
す
る
同
じ
語
、
頻
出
す
る
語
、
対
句
の
同
じ
語

の
字
体
を
変
え
る
た
め
と
み
ら
れ
る
用
例
が
大
勢
だ
っ
た
。
一
方
、
字
体
の
大
き
さ
を
利
用
し
て
、
行
末
と
行
頭
で
語
が
分
か
れ
な
い
よ
う
に
ス
ペ
ー
ス
を

埋
め
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。【

𛁻

】
や
【

𛂍

】
は
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
に
行
末
を
埋
め
る
用
途
と
み
ら
れ
る
用
例
が
あ
り
、
八
犬
伝
の
【

𛂙

】

が
行
末
に
使
用
が
偏
る
の
も
同
様
の
使
用
傾
向
か
と
考
え
ら
れ
る
。
弓
張
月
に
は
【
し
】
や
【
す
】
に
よ
り
、
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
語
を
収
め
た
と
み
ら
れ
る

例
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
行
末
の
処
理
は
、
行
末
の
匡
郭
ま
で
に
適
切
な
文
の
切
れ
目
で
収
め
る
書
き
手
の
技
術
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
行
末
に
使
用
さ

れ
る
仮
名
字
体
の
う
ち
で
も
、
月
氷
竒
縁
に
は
語
が
行
頭
と
行
末
に
分
れ
た
際
に
、
通
常
は
使
用
し
な
い
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
い
る
例
が
み
ら
れ
た
。
こ

の
場
合
が
ど
の
よ
う
な
表
記
原
理
に
基
づ
く
も
の
か
、
追
究
し
が
た
い
。 

 

総
合
的
に
み
て
、
読
本
の
仮
名
字
体
の
使
用
に
関
し
て
は
、
近
世
前
期
の
仮
名
草
子
の
本
行
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
装
飾
性
の
強
さ
が
窺
え
た
。
た
だ
そ
の

用
字
に
は
、
装
飾
的
志
向
に
よ
る
仮
名
字
体
の
表
記
と
、
語
が
途
中
で
切
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
分
り
や
す
さ
を
志
向
し
た
仮
名
字
体
の
表
記
と
が
混
ざ
り

合
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。 

第
四
章
で
は
、
月
氷
竒
縁
、
弓
張
月
、
八
犬
伝
の
振
り
仮
名
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
と
、
調
査
資
料
三
本
に
共
通
す
る
複
数
の
仮
名
字
体
の
使
用
数
、

使
用
法
に
つ
い
て
、
本
行
と
対
照
し
な
が
ら
検
討
を
行
っ
た
。
ま
ず
仮
名
字
体
の
種
類
に
つ
い
て
、
振
り
仮
名
は
、
本
行
に
比
べ
字
体
の
種
類
が
少
な
く
、

画
数
の
多
い
字
体
、
漢
字
に
近
い
字
体
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
い
。
全
体
に
平
易
化
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
草
双
紙
の
よ
う
な
通
俗
的
な
小
説
と
同
等
な

表
記
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
本
行
に
お
け
る
字
体
を
踏
ま
え
つ
つ
、
振
り
仮
名
と
言
う
表
記
条
件
に
合
わ
せ
た
形
で
の
字
体
の
選
別
・
整
理
が
行
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
用
字
と
し
て
、
〈
ス
〉
以
外
の
仮
名
に
は
何
ら
か
の
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
用
字
法
は
、
概
ね
平
易
な
平
仮
名

文
で
あ
る
草
双
紙
と
通
じ
る
。
そ
の
使
用
傾
向
は
、
自
立
語
が
書
か
れ
る
と
き
の
場
合
に
則
し
て
い
る
。
ま
た
、
振
り
仮
名
と
本
行
の
用
字
を
比
べ
る
と
、

本
行
に
は
仮
名
字
体
の
用
字
に
よ
る
装
飾
性
と
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
振
り
仮
名
に
は
通
用
の
使
用
傾
向
で
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
示

し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
振
り
仮
名
の
字
体
は
本
行
を
踏
ま
え
つ
つ
整
理
・
選
定
が
な
さ
れ
、
通
用
の
使
用
傾
向
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
、
平
易
化
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
振
り
仮
名
は
本
行
の
装
飾
性
か
ら
は
原
則
的
に
離
れ
な
が
ら
も
、
本
行
の
平
仮
名
の
文
脈
に
馴
染
む
表
記
が
行
わ
れ
て
い
た
と
結
論
付
け

た
。 
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第
二
部
で
は
、
馬
琴
読
本
の
仮
名
字
体
の
表
記
に
つ
い
て
、
書
き
手
の
用
字
を
検
討
し
た
。
馬
琴
自
筆
稿
本
が
残
る
『
昔
語
質
屋
庫
』（
文
化
七
年
）
、
『
南

総
里
見
八
犬
伝
』
第
四
輯
巻
之
三
（
文
政
三
年
、
八
犬
伝
①
）
、
第
八
輯
巻
之
二
（
天
保
三
年
、
八
犬
伝
②
）
、
第
九
輯
巻
之
二
七
（
天
保
一
〇
年
、
八
犬
伝
③
）
の
読

本
四
本
と
、
比
較
資
料
に
松
亭
金
水
の
『
北
條
泰
時
明
断
録
』（
弘
化
四
年
）
を
加
え
た
計
五
本
を
調
査
資
料
と
し
て
、
稿
本
と
板
本
の
比
較
を
行
い
、
読
本

の
板
本
に
み
ら
れ
た
仮
名
字
体
に
よ
る
表
記
の
個
性
や
、
漢
字
使
用
の
増
加
を
原
因
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
馬
琴
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
の
変

化
、
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
用
字
に
つ
い
て
、
表
記
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
五
章
で
は
、
稿
本
と
板
本
の
比
較
に
よ
り
、
そ
の
表
記
に
み
え
る
異
同
の
全
体
像
を
確
認
し
た
う
え
で
、
仮
名
字
体
が
清
書
に
あ
た
っ
て
別
の
仮
名
字

体
で
書
か
れ
る
場
合
に
如
何
な
る
表
記
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
。
先
行
研
究
で
板
本
と
稿
本
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
合
巻
と
、
馬
琴
の
『
南

総
里
見
八
犬
伝
』
第
八
輯
巻
之
一
の
み
で
あ
る
。
読
本
で
は
板
本
に
お
い
て
仮
名
字
体
の
表
記
に
個
性
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
馬
琴
の
稿
本
の
時
点
に
よ
る
も

の
な
の
か
、
筆
耕
に
よ
る
の
か
、
複
数
本
の
自
筆
稿
本
と
筆
耕
の
異
な
る
板
本
と
比
較
し
た
上
で
検
証
す
る
余
地
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
右
の
読
本
五
本
を

調
査
資
料
と
し
、
本
行
の
仮
名
字
体
を
中
心
と
し
た
表
記
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
。 

そ
の
結
果
、
稿
本
と
板
本
の
異
同
の
全
体
像
か
ら
は
、
漢
字
に
関
わ
る
異
同
に
は
資
料
差
が
あ
る
こ
と
に
比
べ
、
仮
名
字
体
が
板
本
で
別
の
仮
名
字
体
に

な
る
場
合
が
、
ど
の
資
料
に
も
10
～
18
％
は
み
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
仮
名
字
体
の
種
類
数
に
つ
い
て
は
、
遅
い
時
期
の
読
本
で
は
稿
本
の
時
点
で

仮
名
字
体
の
種
類
が
草
双
紙
並
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
、
仮
名
字
体
の
選
択
・
用
字
の
装
飾
的
志
向
か
ら
脱
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、
板
本
で
稿
本
と
は
仮
名
字
体
を
別
の
仮
名
字
体
に
表
記
す
る
場
合
、
行
頭
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
用
字
が
関
わ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
た
だ
し
、

そ
の
用
字
は
、
装
飾
的
志
向
と
考
え
ら
れ
る
変
字
法
を
行
頭
・
行
末
で
行
う
筆
耕
と
、
あ
る
仮
名
に
の
み
特
定
の
字
体
を
行
頭
に
使
用
す
る
傾
向
が
あ
る
筆

耕
が
お
り
、
表
記
志
向
が
異
な
る
よ
う
に
み
え
た
。
稿
本
か
ら
の
清
書
で
は
行
移
り
の
位
置
が
変
わ
る
こ
と
が
多
く
、
行
頭
・
行
末
に
お
け
る
用
字
を
行
う

都
合
か
ら
、
筆
耕
の
用
字
が
行
わ
れ
や
す
い
位
置
か
と
考
え
ら
れ
、
読
本
の
仮
名
字
体
に
お
け
る
表
記
の
個
別
性
に
繋
が
っ
て
い
る
と
看
取
さ
れ
た
。 

第
六
章
に
お
い
て
は
、
馬
琴
読
本
に
お
い
て
、〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
、
時
期
的
な
変
化
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。〈
シ
〉
の
仮
名
字

体
は
【
𛁅
】
が
非
語
頭
、
【
𛁈
】
が
語
頭
と
い
う
多
く
の
資
料
に
共
通
す
る
使
用
傾
向
及
び
、
行
頭
に
【
𛁈
】
が
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
多
く
の
先
行
研
究
で

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
馬
琴
読
本
の
仮
名
字
体
の
研
究
を
見
比
べ
る
と
、
作
品
に
よ
っ
て
行
頭
の
【
𛁈
】
の
使
用
傾
向
に
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
。

〈
シ
〉
の
二
字
体
は
、
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
に
使
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
で
あ
る
た
め
等
閑
視
さ
れ
が
ち
だ
が
、
馬
琴
読
本
に
は
自
筆
稿
本
と
板
本
が
豊
富

に
残
り
、
そ
の
使
用
傾
向
の
違
い
の
要
因
を
追
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
各
調
査
資
料
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
語
・
行
頭
に
お
け
る
使
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用
位
置
の
分
布
に
差
異
が
あ
る
か
確
認
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
間
の
差
異
に
つ
い
て
具
体
的
な
用
例
の
検
討
を
行
っ
た
。 

そ
の
結
果
、
馬
琴
は
質
屋
庫
当
時
に
平
仮
名
表
記
だ
っ
た
〈
シ
〉
を
語
頭
と
す
る
自
立
語
を
、
八
犬
伝
①
時
点
で
漢
字
表
記
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

語
頭
に
使
用
す
る
【
𛁈
】
の
数
が
減
少
し
て
い
た
。
こ
れ
を
要
因
と
し
て
、〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
二
段
階
の
時
期
的
な
変
化
が
起
き
て
い
た
。

第
一
に
、
八
犬
伝
②
以
降
、
行
頭
に
お
い
て
【
𛁈
】
を
使
用
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。
第
二
に
、
八
犬
伝
③
時
点
で
、【
𛁅
】
の
み
が
使
用
さ
れ
て
い
た
自

立
語
語
末
や
付
属
語
に
【
𛁈
】
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
本
行
の
語
頭
に
使
用
す
る
必
要
性
が
低
ま
っ
た
【
𛁈
】
を
、
別
の
位
置

に
使
用
す
る
こ
と
で
二
種
類
の
仮
名
字
体
の
使
用
を
保
持
す
る
用
字
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
七
章
で
は
、
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
、
稿
本
と
板
本
と
比
較
の
う
え
、
そ
の
用
字
の
検
討
を
行
っ
た
。
全
体
の
使
用
傾
向
と
し
て

は
、
語
頭
が
【

𛁈

】
、
語
中
末
が
【

𛁅

】
と
い
う
語
を
単
位
と
し
た
使
用
傾
向
が
振
り
仮
名
に
も
行
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
資
料
に
も
振
り
仮

名
の
語
頭
に
は
【

𛁅

】
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
稿
本
と
板
本
の
比
較
を
す
る
と
単
字
の
振
り
仮
名
や
、
語
頭
に
お
い
て
【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
の
字
体

選
択
が
筆
耕
に
お
い
て
変
わ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。【

𛁈

】
と
【

𛁅

】
で
仮
名
字
体
が
変
わ
る
用
例
と
、【

𛁅

】
を
語
頭
に
書
く
用
例
を
分
析

す
る
と
、
漢
字
一
文
字
に
〈
シ
〉
の
振
り
仮
名
一
文
字
が
対
応
す
る
場
合
に
【

𛁅

】
が
書
か
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
一
方
で
、
語
頭
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

が
圧
倒
的
に
多
い
【

𛁈

】
は
、
振
り
仮
名
二
文
字
以
上
を
ま
と
ま
り
と
し
て
書
く
場
合
の
語
頭
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
平
仮
名
の
多
い

文
字
列
に
お
い
て
、
結
果
的
に
自
立
語
の
マ
ー
カ
ー
と
し
て
有
効
的
だ
っ
た
仮
名
字
体
の
使
用
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
知
る
」
の
語
は
、
同
じ
馬
琴
の
読

本
で
も
平
仮
名
で
本
行
に
書
か
れ
れ
ば
語
頭
に
【

𛁈

】
が
使
用
さ
れ
（
月
氷
竒
縁
、
椿
説
弓
張
月
、
質
屋
庫
な
ど
）
、
漢
字
で
書
か
れ
る
と
振
り
仮
名
に
は
【

𛁅

】

で
書
か
れ
る
。
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
に
関
し
て
は
、
全
体
と
し
て
は
文
に
馴
染
む
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
一
部
に
つ
い
て

本
行
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
用
字
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

振
り
仮
名
の
語
頭
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
、
先
行
研
究
の
調
査
結
果
及
び
馬
琴
読
本
の
調
査
結
果
と
対
照
す
る
と
、
浄
瑠
璃
本
『
出

世
握
虎
稚
物
語
』
、
洒
落
本
『
無
頼
通
説
法
』
の
振
り
仮
名
の
語
頭
に
は
【

𛁅

】
を
使
用
す
る
割
合
が
多
い
の
に
対
し
、
馬
琴
に
お
い
て
、
振
り
仮
名
の
語

頭
の
〈
シ
〉
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
が
特
に
強
い
こ
と
が
分
か
る
。【
𛁅
】
が
非
語
頭
、【
𛁈
】
が
語
頭
と
い
う
使
用
傾
向
は
、
多
く
の
資
料
に
共
通
す

る
使
用
傾
向
だ
が
、
振
り
仮
名
で
は
必
ず
し
も
そ
の
用
字
が
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
け
る
〈
シ
〉
の
用
字
が
、

同
時
代
及
び
馬
琴
以
前
の
娯
楽
小
説
の
板
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
第
八
章
で
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
。 

馬
琴
読
本
に
お
い
て
は
、
自
筆
稿
本
の
時
点
か
ら
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
表
記
態
度
が
か
な
り
徹
底
さ
れ
て
お
り
、
板
本
の
筆
耕
に
お
い
て
も
そ
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の
使
用
傾
向
が
引
き
継
が
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
馬
琴
読
本
の
質
屋
庫
の
筆
耕
・
節
亭
山
人
の
読
本
、
八
犬
伝
①
の
筆
耕
・
千
形
仲
道
が
筆
耕
を
担
当
し
た

『
庭
訓
往
来
』
の
振
り
仮
名
、
八
犬
伝
②
の
筆
耕
・
宝
田
千
町
の
滑
稽
本
の
振
り
仮
名
の
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
節
亭
山

人
と
千
形
仲
道
筆
で
は
、
語
頭
に
【

𛁅

】
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
馬
琴
読
本
の
筆
耕
か
ら
離
れ
れ
ば
、
振
り
仮
名
に
お
け
る
語
頭

の
〈
シ
〉
の
用
字
に
馬
琴
ほ
ど
気
を
配
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

で
は
、
馬
琴
以
前
の
板
本
と
し
て
、【

𛁈

】
を
語
頭
に
使
用
す
る
傾
向
の
強
い
本
が
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
え
ば
、『
好
色
一
代
男
』（
天
和
二
年
）
や
往
来

物
『
庭
訓
往
来
圖
讃
』（
貞
享
五
年
）
に
は
振
り
仮
名
の
語
頭
の
〈
シ
〉
に
【

𛁈

】
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
東
海
道
名
所
記
』（
万
治
年
間
成
立
）
、『
商

人
軍
配
団
』（
正
徳
二
年
）
の
振
り
仮
名
で
は
や
は
り
語
頭
に
【

𛁅

】
を
優
勢
に
使
用
し
、『
庭
訓
往
来
圖
讃
』
に
お
い
て
も
か
な
り
の
割
合
で
【

𛁅

】
が
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名
に
お
い
て
語
頭
に
【

𛁈

】
の
使
用
割
合
が
極
め
て
高
い
点
は
、
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る

と
い
う
用
字
を
徹
底
し
た
態
度
と
い
え
る
。
本
稿
で
確
認
し
た
資
料
は
ご
く
僅
か
で
、
馬
琴
並
に
振
り
仮
名
の
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
傾
向
の
強
い

本
は
ほ
か
に
も
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
行
で
は
押
し
な
べ
て
強
い
使
用
傾
向
と
し
て
表
れ
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
用
字
な
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
振
り
仮
名
で
は
本
に
よ
っ
て
個
別
差
が
あ
る
の
は
、
語
頭
に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
用
字
が
も
と
も
と
仮
名
を
メ
イ
ン
と
す
る
文
・
文
章
に
行
わ
れ

る
も
の
だ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

以
上
が
、
馬
琴
読
本
を
資
料
と
し
て
、
仮
名
字
体
の
表
記
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
後
期
読
本
の
仮
名
字
体
の
種
類
や
用
字

の
多
様
性
を
示
し
、
近
世
後
期
に
お
け
る
具
体
的
な
仮
名
字
体
の
表
記
の
ジ
ャ
ン
ル
差
を
示
し
得
た
。
ま
た
、
馬
琴
の
自
筆
稿
本
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
表

記
に
つ
い
て
、
時
期
的
な
変
化
と
し
て
、
遅
い
時
期
の
読
本
ほ
ど
仮
名
字
体
の
種
類
が
草
双
紙
並
に
減
少
し
て
い
た
こ
と
、
本
行
に
漢
字
使
用
を
増
や
し
た

た
め
に
、
中
世
期
か
ら
通
底
す
る
〈
シ
〉
の
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
が
変
化
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
で
、
振
り
仮
名
に
は
徹
底
し
て
語
頭

に
【

𛁈

】
を
使
用
す
る
態
度
を
窺
う
こ
と
が
で
き
、
本
行
に
は
使
用
傾
向
が
崩
れ
て
い
た
「
【

𛁈

】
は
上
」
と
す
る
馬
琴
の
認
識
を
振
り
仮
名
に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
た
。 

本
研
究
で
は
当
初
、
近
世
後
期
の
仮
名
字
体
の
先
行
研
究
に
草
双
紙
の
調
査
が
多
い
こ
と
か
ら
、
物
之
本
で
あ
り
、
当
時
に
お
い
て
格
調
高
い
娯
楽
小
説

と
考
え
ら
れ
て
い
た
読
本
の
仮
名
字
体
の
表
記
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
仮
名
字
体
の
表
記
の
幅
広
さ
・
位
相
性
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
研
究
に
着
手
し
た
。

そ
の
点
は
確
か
に
、
文
化
年
間
の
馬
琴
読
本
に
お
い
て
、
仮
名
字
体
の
種
類
の
多
さ
、
そ
の
用
字
の
装
飾
的
志
向
と
い
っ
た
点
か
ら
、
草
双
紙
と
の
違
い
と

し
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
馬
琴
読
本
の
自
筆
稿
本
が
ま
と
ま
っ
て
残
る
文
政
・
天
保
年
間
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
調
査
に
よ
り
、

遅
い
時
期
の
馬
琴
読
本
の
自
筆
稿
本
ほ
ど
、
仮
名
字
体
の
使
用
種
類
が
草
双
紙
の
合
巻
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
予
想
外
で
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あ
っ
た
。
久
田
（
二
〇
一
九
）
に
は
近
世
後
期
の
人
情
本
と
合
巻
で
は
仮
名
字
体
の
種
類
が
六
〇
～
七
〇
種
類
と
、
文
字
主
体
か
絵
入
り
主
体
か
の
ジ
ャ
ン
ル

の
違
い
を
超
え
て
同
程
度
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
（p

.
1
0

）
が
あ
り
、
遅
い
時
期
の
馬
琴
読
本
も
こ
の
段
階
に
属
す
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
〈
シ
〉
の
よ
う
に
典
型
的
な
使
用
位
置
の
区
別
が
あ
る
仮
名
字
体
に
お
い
て
、
漢
字
使
用
の
増
加
で
そ
の
使
用
傾
向
が
変
化
し
た
と
見
受
け
ら
れ

た
点
に
つ
い
て
は
、
馬
琴
読
本
に
お
け
る
作
文
上
の
文
字
種
の
選
択
を
原
因
と
す
る
も
の
の
、
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
な
ら
ば
起
こ
り
得
る
仮
名
字
体
に
よ

る
用
字
の
変
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
稿
者
は
考
え
る
。
振
り
仮
名
の
こ
と
も
含
め
、
漢
字
平
仮
名
混
じ
り
文
が
整
版
印
刷
本
の
文
章
に
一
般
的

に
な
っ
た
近
世
期
に
お
け
る
仮
名
字
体
の
表
記
の
特
色
と
し
て
、
漢
字
表
記
が
文
章
中
で
果
た
す
表
記
機
能
と
と
も
に
仮
名
字
体
の
用
字
を
考
察
す
る
必
要

性
が
生
じ
る
こ
と
は
、
今
後
も
課
題
に
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
、
複
数
種
の
仮
名
字
体
を
使
用
し
て
の
表
記
に
、
出
版
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
社
会
的
要
請
が
あ
る
の
か
不
透
明
な
こ
と
か
ら
、
本
論
文
で
行

っ
た
調
査
に
つ
い
て
、
単
な
る
表
記
実
態
の
記
述
に
留
ま
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。
例
え
ば
装
飾
的
志
向
と
考
え
ら
れ
る
表
記
が
出
版
物
に
は

行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
誰
が
（
作
家
か
、
筆
耕
か
、
板
元
か
、
読
者
か
）
求
め
る
も
の
な
の
か
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
書

き
手
の
用
字
も
含
め
、
馬
琴
の
読
本
の
調
査
で
は
検
証
し
得
な
い
課
題
と
し
て
残
っ
た
。 

そ
も
そ
も
、
近
世
前
期
の
仮
名
草
子
に
比
す
れ
ば
、
仮
名
字
体
使
用
に
装
飾
的
志
向
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
馬
琴
読
本
に
は
明
ら
か
に
仮
名
字
体
の
種
類

が
少
な
く
、
そ
の
用
字
も
草
双
紙
な
ど
に
よ
く
み
ら
れ
る
使
用
傾
向
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
草
双
紙
に
対
し
馬
琴
読
本
に
お
い
て
仮
名
字
体

の
使
用
種
類
や
用
字
に
差
が
あ
っ
た
点
を
、
近
世
期
の
仮
名
字
体
に
よ
る
表
記
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
ま
だ
で
き
な
い
。 

近
世
後
期
に
お
け
る
読
本
や
草
双
紙
の
読
者
た
る
「
大
衆
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
、
文
化
的
な
位
相
の
あ
る
平
仮
名
表
記
の
読
書
・
書
記
能
力
を
ど

の
よ
う
な
識
字
教
育
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
て
い
た
の
か
。
ま
た
近
世
前
期
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
今
後
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
側
面
か
ら
読
者
と
書
物
の
仮
名

表
記
結
び
付
け
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
で
、
書
物
に
求
め
ら
れ
た
仮
名
字
体
の
表
記
の
あ
り
よ
う
も
具
体
的
に
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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『
国
語
文
字
史
の
研
究
』
五
、
和
泉
書
院
、p

p
.
1
2
7
-
1
4
3
 

小
松
茂
美
（
一
九
六
八
）
『
か
な―

そ
の
成
立
と
変
遷
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年 

小
松
英
雄
『
日
本
語
書
記
史
原
論
』
笠
間
書
院
、
新
装
補
訂
版
（
原
装
一
九
九
八
年
）
、
二
〇
〇
六
年 

小
松
英
雄
（
一
九
七
四
）
「
藤
原
定
家
の
文
字
づ
か
い―

「
を
」
「
お
」
の
中
和
を
中
心
と
し
て
」
『
言
語
生
活
』
二
七
二
号
、p

p
.
3
3
-
4
2
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今
野
真
二
（
一
九
九
六
）
「
『
落
葉
集
』
の
仮
名
文
字
遣
に
つ
い
て―

―

「
か
」
「
た
」
「
に
」
「
へ
」
「
み
」
に
関
し
て―

―

」
『
国
語
文
字
史
の
研
究
』
三
、
和
泉

書
院
、p

p
.
1
1
9
-
1
3
5
 

今
野
真
二
『
仮
名
表
記
論
攷
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
（
本
論
で
は
今
野
（
二
〇
〇
一
ａ
）
と
表
記
す
る
） 

今
野
真
二
（
二
〇
〇
一
ｂ
）
「
定
家
以
前―

―

藤
末
鎌
初
の
仮
名
文
献
の
表
記
に
つ
い
て
」
『
国
語
学
』
五
二
巻
一
号
、
日
本
語
学
会
、p

p
.
5
9
-
7
3
 

今
野
真
二
（
二
〇
一
一
）
「
伏
流
す
る
仮
名
文
字
遣
」
『
清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
五
九
号
、p

p
.
1
-
1
9
 

今
野
真
二
（
二
〇
一
四
）
『
仮
名
の
歴
史
』
日
本
語
学
講
座
第
九
巻
、
清
文
堂
出
版 

坂
口 

至
（
一
九
八
三
）
「
虎
明
の
表
記
意
識
」
『
文
獻
探
究
』
一
一
号
、p

p
.
5
0
-
6
0
 

阪
倉
篤
義
（
一
九
五
〇
）
「
平
が
な
用
法
の
歴
史
（
明
治
以
前
）
」
『
言
語
生
活
７
月
号
』
四
六
号
、
筑
摩
書
房
、p

p
.
2
4
-
2
9
 

坂
梨
隆
三
（
一
九
七
九
）
「
曾
根
崎
心
中
の
「
は
」
と
「
わ
」―

そ
の
仮
名
遣
と
仮
名
の
字
体
に
つ
い
て―

」
『
茨
城
大
学
文
学
部
紀
要
（
人
文
学
科
論
集
）
』
一

二
号
、p

p
.
3
1
-
6
3
 

坂
梨
隆
三
（
二
〇
一
七
）
「
曽
根
崎
心
中
に
お
け
る
語
句
の
異
同
と
「
け
」
の
字
体
に
つ
い
て
」
『
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
二
号
、p

p
.
1
0
9
-
1
2
1
 

佐
々
木
勇
（
二
〇
一
八
）
「
正
徹
本
『
徒
然
草
』
の
行
末
に
見
ら
れ
る
区
切
り
へ
の
配
慮
」
『
論
叢
国
語
教
育
学
』
一
四
号
、p

p
.
4
0
-
4
9
 

佐
藤
麻
衣
子
（
二
〇
〇
九
）「
享
保
期
浄
瑠
璃
本
の
仮
名
文
字
遣
い―

『
出
世
握
虎
稚
物
語
』
に
お
け
る
「
り
」「
し
」「
じ
」
の
調
査
か
ら―

」『
国
文
目
白
』
四

八
号
、p

p
.
9
2
-
1
0
2
 

島
田
勇
雄
（
一
九
九
〇
）
「
西
鶴
本
の
か
な
づ
か
い
（
一
）
～
（
七
）
」
『
西
鶴
本
の
基
礎
的
研
究
』
明
治
書
院
（
初
出
一
九
六
五
年
三
月
～
一
九
七
二
年
一
月
） 

菅
原
範
夫
（
一
九
七
九
）
「
大
蔵
流
狂
言
資
料
に
み
ら
れ
る
平
仮
名
用
字
法
の
諸
相
」
『
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告 

人
文
科
学
』
二
八
巻
、p

p
.
1
0
1
-
1
2
1
 

鈴
木
丹
士
郎
（
一
九
六
七
）
「
馬
琴
の
語
彙
」
『
専
修
国
文
』
一
号
、p

p
.
1
0
2
-
1
2
2
 

鈴
木
丹
士
郎
（
一
九
六
八
）「
読
本
に
お
け
る
漢
字
語
の
傍
訓―

―

「
雨
月
物
語
」
と
「
弓
張
月
」
を
中
心
に
し
て―

―

」『
近
代
語
研
究
』
二
集
、
武
蔵
野
書
院
、

p
p
.
4
5
7
-
4
7
2
 

鈴
木
丹
士
郎
（
一
九
六
八
）
「
「
里
見
八
犬
伝
」
に
見
え
る
漢
語
語
彙
（
上
）
」
『
専
修
人
文
論
集
』
第
一
号
、p

p
.
1
7
6
-
1
9
9
 

鈴
木
丹
士
郎
（
一
九
七
二
）
「
「
里
見
八
犬
伝
」
の
用
字
に
つ
い
て
一
試
論
」
『
専
修
国
文
』
通
巻
一
一
号
、p

p
.
6
7
-
8
0
 

鈴
木
丹
士
郎
（
一
九
七
八
）
「
読
本
か
ら
見
た
馬
琴
の
文
語
と
文
体
」
『
国
語
と
国
文
学
』
六
五
七
号
、p

p
.
1
4
-
2
8
 

鈴
木
丹
士
郎
（
一
九
九
七
）
「
曲
亭
馬
琴
読
本
語
彙
の
一
側
面
」
『
文
芸
研
究
』
一
四
三
集 
日
本
文
芸
研
究
会
、p

p
.
5
6
-
6
4
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鈴
木
眞
喜
男
（
一
九
九
二
）
「
行
頭
の
仮
名
」
『
い
わ
き
明
星
文
学
・
語
学
』
二
号
、p

p
.
1
-
8
 

迫
野
虔
徳
（
一
九
七
四
）
「
定
家
の
「
仮
名
も
じ
遣
」
」
『
語
文
研
究
』
三
七
号
、
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
、p

p
.
3
9
-
4
6
 

髙
木 

元
（
一
九
八
三
）
「
曲
亭
馬
琴
」
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
』
第
四
巻
「
近
世
小
説
」
明
治
書
院
（
高
木
元
氏
Ｈ
Ｐ
『
ふ
み
く
ら
』

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
f
u
m
i
k
u
r
a
.
n
e
t
/
o
t
h
e
r
/
b
a
k
i
n
.
h
t
m
l

、
二
〇
〇
四
年
増
補
改
訂
） 

田
中
巳
榮
子
（
二
〇
一
八
）
「
近
世
初
期
の
狂
歌
に
お
け
る
異
体
仮
名
使
用
の
実
態―

『
古
今
夷
曲
集
』
『
吾
吟
我
集
』
『
半
井
卜
養
狂
歌
』
を
中
心
と
し
て―

」

『
国
文
学
』
一
〇
二
号
、p

p
.
3
7
3
-
3
8
6
 

玉
村
禎
郎
（
一
九
九
四
）
「
『
春
色
梅
兒
譽
』
に
お
け
る
仮
名
の
用
字
法
」
『
国
語
文
字
史
の
研
究
』
二
、
和
泉
書
院
、p

p
.
1
7
5
-
2
0
6
 

築
島 

裕
『
日
本
語
の
世
界
５ 

仮
名
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年 

土
肥
新
一
郎
（
二
〇
一
八
）「
江
戸
期
版
本
に
お
け
る
〈
し
〉
の
用
字
法―

延
宝
五
年
板
『
平
家
物
語
』
を
資
料
と
し
て―

」『
論
叢
国
語
教
育
学
』
一
四
号
、pp

.
1
-

8
 

永
井
悦
子
（
二
〇
〇
六
）
「
近
世
女
子
用
往
来
に
お
け
る
仮
名
字
体
」
『
国
語
文
字
史
の
研
究
』
九
、
和
泉
書
院
、p

p
.
1
1
5
-
1
3
2
 

永
井
悦
子
（
二
〇
〇
八
）「
江
戸
時
代
女
性
の
言
語
生
活
に
関
す
る
一
考
察―

本
居
宣
長
母
お
勝
書
簡
に
お
け
る
仮
名
字
体―

」『
十
文
字
国
文
』
一
四
号
、pp

.
9
-

1
8
 

中
野
三
敏
『
和
本
の
す
す
め
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年 

野
口
義
廣
（
一
九
七
三
）
「
浄
瑠
璃
丸
本
の
表
記
を
め
ぐ
っ
て―

平
仮
名
字
体
に
つ
い
て―

」
『
文
獻
探
究
』
一
二
号
、p

p
.
2
6
-
3
6
 

浜
田
啓
介
（
一
九
七
九
）
「
板
行
の
仮
名
字
体―

そ
の
収
斂
的
傾
向
に
つ
い
て―

」
『
国
語
学
』
一
一
八
集
、p

p
.
1
-
1
0
 

濱
森
太
郎
（
一
九
九
九
）
「
『
野
ざ
ら
し
紀
行
画
巻
』
の
行
頭
・
行
末
処
理―

行
頭
・
行
末
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
伴
う
用
字
変
化
に
つ
い
て―

」
『
三
重
大
学
日
本
語

学
文
学
』
一
〇
号
、p

p
.
9
3
-
1
0
5
 

濱
森
太
郎
『
松
尾
芭
蕉
作
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
成
立―

文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
用
字
解
析―

』
三
重
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年 

坂 

康
尊
（
二
〇
一
六
）「
江
戸
時
代
の
変
体
仮
名
の
字
母
字
形
の
変
遷
と
傾
向―
中
で
も
『
好
色
一
代
男
』
の
特
異
性
に
つ
い
て―

」『
同
朋
文
化
』
四
四
号
、

p
p
.
4
5
-
9
3
 

久
田
行
雄
（
二
〇
一
五
）「
近
世
文
学
板
本
に
お
け
る
使
用
仮
名
字
体
の
通
時
的
変
化
」『
日
本
語
学
会
二
〇
一
五
年
度
春
季
大
会
研
究
発
表
会
予
稿
集
』
日
本
語

学
会 
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久
田
行
雄
『
近
世
期
資
料
を
対
象
と
し
た
国
語
文
字
・
表
記
の
史
的
研
究
』
博
士
論
文
、
二
〇
一
九
年 

表
章
・
後
藤
ゆ
う
子
（
一
九
七
九
）
「
世
阿
弥
の
平
仮
名
書
の
用
字
法
の
特
色
（
上
）
」
『
能
楽
研
究
』
五
号
、p

p
.
1
-
9
0
 

表
章
・
後
藤
ゆ
う
子
（
一
九
八
〇
）
「
世
阿
弥
の
平
仮
名
書
の
用
字
法
の
特
色
（
下
）
」
『
能
楽
研
究
』
六
号
、p

p
.
1
-
8
0
 

本
間
啓
朗
（
二
〇
一
四
）
「
仮
名
の
用
法
と
語
音
排
列
則
と
の
関
係
性―

―

中
尾
本
『
奥
の
細
道
』
に
お
け
る
一
考
察―

―

」
『
こ
と
ば
と
く
ら
し
』
二
六
号
、

p
p
.
3
-
1
4
 

前
田
富
祺
（
一
九
七
一
）
「
仮
名
文
に
お
け
る
文
字
使
用
に
つ
い
て―

変
体
仮
名
と
漢
字
使
用
の
実
態―

」
『
東
北
大
学 

教
養
部
紀
要
』
一
四
号
、p

p
.
9
9
(
1
)
-

1
3
4
(
3
6
)
 

前
田
富
祺
（
一
九
八
八
）
「
川
柳
の
仮
名―

国
語
字
体
史
の
視
点
か
ら―

」
『
日
本
語
・
日
本
文
化
研
究
論
集
』
四
輯
、p

p
.
2
5
-
4
9
 

宮
本
淳
子
（
二
〇
一
一
）
「
金
春
禅
竹
筆
『
五
音
三
曲
集
』
に
お
け
る
用
字
法
」
『
東
京
女
子
大
学
紀
要
論
集
』
六
二
巻
一
号
、p

p
.
8
9
-
1
2
7
 

宮
本
淳
子
（
二
〇
一
七
）「
松
花
堂
昭
乗
筆
資
料
に
見
ら
れ
る
仮
名
字
体
：
和
歌
巻
・
色
紙
・
法
帖
に
お
け
る
使
用
実
態
と
そ
の
特
徴
」『
日
本
文
学
』
一
一
三
号
、

p
p
.
1
1
7
-
1
3
1
 

宮
本
淳
子
（
二
〇
一
八
）「
「
光
悦
流
」
資
料
に
見
ら
れ
る
仮
名
字
体―

「
光
悦
和
歌
巻
」
の
平
仮
名
字
体
の
分
析
を
通
じ
て―

」『
学
芸
国
語
国
文
学
』
五
〇
巻
、

p
p
.
2
3
3
-
2
4
2
 

前
田
桂
子
（
一
九
九
八
）
「
『
鹿
の
子
餅
』
の
仮
名
も
じ
遣
い
（
一
）―

字
体
と
出
現
位
置
を
中
心
に―

」
『
宇
部
国
文
研
究
』
二
九
号
、p

p
.
1
9
5
-
2
1
0
 

三
原
裕
子
（
一
九
九
八
）
「
江
戸
後
期
咄
本
に
お
け
る
仮
名
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
」
『
国
文
学
研
究
』
一
二
五
集
、p

p
.
4
1
-
5
4
 

安
田 

章
（
一
九
六
七
）
「
仮
名
資
料
序
」
『
論
究
日
本
文
学
』
二
九
号
、p

p
.
1
-
1
3
 

安
田 

章
（
一
九
七
一
）
「
仮
名
文
字
遣
序
」
『
国
語
国
文
』
四
〇
巻
二
号
、p

p
.
1
-
1
6
 

安
田 

章
（
一
九
七
二
）
「
仮
名
資
料
」
『
国
語
国
文
』
四
一
巻
三
号
、p

p
.
1
-
2
2
 

安
田 

章
（
一
九
七
三
）
「
吉
利
支
丹
仮
字
遣
」
『
国
語
国
文
』
四
二
巻
九
号
、p

p
.
1
-
2
0
 

安
田 

章
（
二
〇
〇
九
）
『
仮
名
文
字
遣
と
国
語
史
研
究
』
清
文
堂
（
安
田
一
九
六
七
、
一
九
七
一
、
一
九
七
二
、
一
九
七
三
所
収
） 

矢
田 

勉
（
一
九
九
五
ａ
）「
異
体
が
な
使
い
分
け
の
発
生
」『
国
語
学
論
集
：
築
島
裕
博
士
古
稀
記
念
』
築
島
裕
博
士
古
稀
記
念
会
、
汲
古
書
院
、p

p
.
6
0
3
-
6
2
2
 

矢
田 

勉
（
一
九
九
五
ｂ
）
「
い
ろ
は
歌
書
写
の
平
仮
名
字
体
」
『
国
語
と
国
文
学
』
七
二
巻
一
二
号
、p

p
.
4
4
-
5
9
 

矢
田 

勉
（
一
九
九
六
）
「
異
体
が
な
使
い
分
け
の
衰
退―

ト
の
仮
名
の
場
合
」
『
国
語
学
論
集
（
山
口
明
穂
教
授
還
暦
記
念
）
』
明
治
書
院
、p

p
.
4
3
9
-
4
5
7
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矢
田 

勉
（
一
九
九
八
）
「
鈴
屋
の
文
字
意
識
と
そ
の
実
践
」
『
鈴
屋
学
会
報
』
一
五
号
、p

p
.
2
7
-
3
9
 

矢
田 

勉
（
二
〇
〇
八
）
「
近
世
整
版
印
刷
書
体
に
お
け
る
平
仮
名
字
形
の
変
化
」
『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
神
戸
大
学
文
学
部
、p

p
.
2
5
-
4
9
 

矢
田 

勉
『
国
語
文
字
・
表
記
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年 

矢
田 
勉
（
二
〇
一
六
）「
近
世
に
お
け
る
文
字
教
育
の
一
側
面―

変
体
仮
名
習
得
を
め
ぐ
っ
て―

」『
国
語
文
字
史
の
研
究
』
一
五
、
和
泉
書
院
、p

p
.
1
4
7
-
1
6
4
 

屋
名
池
誠
（
二
〇
〇
九
）
「
「
総
ル
ビ
」
の
時
代―

日
本
語
表
記
の
十
九
世
紀
」
『
文
学
』
一
〇
巻
六
号
、
岩
波
書
店
、p

p
.
1
1
7
-
1
3
0
 

矢
野 

準
（
一
九
八
〇
）「
大
田
南
畝
の
文
字
意
識―

―

『
向
岡
閒
話
』
の
か
な
の
用
字
法
を
中
心
に―

―

」『
近
代
語
研
究
』
六
集
、
近
代
語
学
会
、
武
蔵
野
書

院
、p

p
.
3
7
7
-
4
0
3
 

矢
野 

準
（
一
九
九
〇
）「
一
九
の
文
字
生
活―

蔦
屋
黄
表
紙
五
種
の
仮
名
表
記
の
実
態
を
中
心
に―

」『
近
代
語
研
究 

吉
田
澄
夫
博
士
追
悼
論
文
集
』
八
集
、

近
代
語
学
会
、
武
蔵
野
書
院
、p

p
.
2
4
3
-
2
6
0
 

矢
野 

準
（
一
九
九
二
）
「
一
九
自
画
作
黄
表
紙
の
文
字
遣
い 

:
 

榎
本
版
四
種
を
中
心
に
」
『
国
語
国
文
研
究
と
教
育
』
二
七
号
、p

p
.
4
2
-
5
5
 

矢
野 

準
（
一
九
九
四
）
「
一
九
黄
表
紙
に
於
け
る
漢
字
（
一
）
」
『
香
椎
潟
』
三
九
号
、p

p
.
5
3
-
5
5
 

矢
野 

準
（
一
九
九
五
）
「
一
九
黄
表
紙
に
於
け
る
漢
字
（
二
）
」
『
香
椎
潟
』
四
〇
号
、p

p
.
3
9
-
5
5
 

矢
野 

準
（
二
〇
〇
一
）「
草
双
紙
の
行―
―

京
伝
黄
表
紙
三
種
を
中
心
に―

―

」『
筑
紫
語
学
論
叢
奥
村
三
雄
博
士 

追
悼
記
念
論
文
集
』
風
間
書
房
、pp

.
1
4
7
-

1
6
6
 

山
田
俊
雄
（
一
九
八
〇
）
「
文
字
論
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
」
『
国
語
学
』
一
二
〇
集
、p

p
.
1
-
6
 

横
山
邦
治
編
『
読
本
の
世
界―

江
戸
と
上
方―

』
世
界
思
想
社
、
一
九
八
五
年 
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調
査
資
料
一
覧 

月
氷
竒
縁
『
馬
琴
中
編
読
本
集
成
』
第
一
巻
、
鈴
木
重
三
・
徳
田
武
編
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年 

椿
説
弓
張
月
『
椿
説
弓
張
月
前
編
』
板
坂
則
子
編
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年 

昔
語
質
屋
庫 

質
屋
庫
稿
本
（
巻
之
一
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
館
、
ス
ペ
ン
サ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵 

S
h
e
i
f
 
l
o
c
a
t
o
r
:
 
S
o
r
i
m
a
c
h
i
 
1
8
6
 

h
t
t
p
s
:
/
/
d
i
g
i
t
a
l
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
.
n
y
p
l
.
o
r
g
/
i
t
e
m
s
/
5
1
0
d
4
7
e
1
-
c
7
2
f
-
a
3
d
9
-
e
0
4
0
-
e
0
0
a
1
8
0
6
4
a
9
9
 

質
屋
庫
板
本
（
巻
之
一
）
『
馬
琴
中
編
読
本
集
成
』
第
一
二
巻
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年 

南
総
里
見
八
犬
伝 

八
犬
伝
①
稿
本
（
第
四
輯
巻
之
三
）
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵 

請
求
記
号
：
加8

2
7
7
 

八
犬
伝
②
稿
本
（
第
八
輯
巻
之
二
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵 

請
求
記
号
：
イ0

4
_
0
0
6
0
0
_
0
0
0
2
 

八
犬
伝
③
稿
本
（
第
九
輯
巻
之
廿
七
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵 

請
求
記
号
：
イ0

4
_
0
0
6
0
0
_
0
0
1
6
 

八
犬
伝
稿
本 

第
四
輯
巻
之
三
・
四 

都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
、
請
求
記
号
：
加8

2
7
7
 

第
八
輯
・
第
九
輯
各
本 

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号
：
イ0

4
_
0
0
6
0
0
 

第
九
輯
巻
之
一-

六 

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号
：W

A
1
9
-
1
5
 

第
九
輯
三
六
、
三
九
、
四
〇
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部 

第
六
十
五
巻 

近
世
小
説
稿
本
集
』
（
八
木
書
店
、
一
九
八
三
年
） 

八
犬
伝
板
本
（
本
稿
の
調
査
資
料
共
通
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵 
請
求
記
号
：
本
別3

-
2
 

北
條
泰
時
明
断
録 

明
断
録
稿
本
（
第
一
輯
巻
之
一
）
都
立
中
央
図
書
館
特
別
買
上
文
庫
蔵 
請
求
記
号
：5

0
3
-
1
 

明
断
録
板
本
（
第
一
輯
巻
之
一
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵 

請
求
記
号
：
ヘ1

3
 
0
3
3
6
7
 

 

 

『
教
訓
道
外
実
語
教
』
謙
堂
文
庫
蔵 

『
往
来
物
大
系
３
４ 

教
訓
科
往
来
』
大
空
社
、
一
九
九
三
年 

 

『
放
下
僧
』 

早
稲
田
大
学
図
書
館
本
、
請
求
記
号
：
へ1

3
 

0
2
8
9
5
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『
庭
訓
往
来
絵
抄
解
』 

早
稲
田
大
学
図
書
館
本
、
請
求
記
号
：
文
庫3

0
 

G
0
0
4
0
 

 
『
東
海
道
名
所
記
』
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵 

近
世
文
学
書
誌
研
究
会
『
近
世
文
学
資
料
類
従
古
板
地
誌
編
７
東
海
道
名
所
記
』
勉
誠
社
、
一
九
七
九
年 

 

『
好
色
一
代
男
』
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
赤
木
文
庫
蔵 

近
世
文
学
書
誌
研
究
会
『
第
二
期
近
世
文
学
資
料
類
従
西
鶴
編
１
好
色
一
代
男
』
勉
誠
社
、
一
九
八

一
年 

 

『
商
人
軍
配
団
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵 

へ1
3
 
0
1
6
3
7
 

 

『
庭
訓
往
来
圖
讃
』
三
次
市
図
書
館
蔵 

石
川
松
太
郎
監
・
小
泉
吉
永
編
『
稀
覯
往
来
物
集
成
』
第
一
巻
、
大
空
社
、
一
九
九
六
年 

 

※
国
会
図
書
館
本
・
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
・
ス
ペ
ン
サ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
し
た 

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

h
t
t
p
:
/
/
d
l
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
 

 

早
稲
田
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
w
u
l
.
w
a
s
e
d
a
.
a
c
.
j
p
/
k
o
t
e
n
s
e
k
i
/
 

 
T
H
E
 
N
E
W
 
Y
O
R
K
 
P
U
B
L
I
C
 
L
I
B
R
A
R
Y
 
D
I
G
I
T
A
L
 
C
O
L
L
E
C
T
I
O
N
 

h
t
t
p
s
:
/
/
d
i
g
i
t
a
l
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
.
n
y
p
l
.
o
r
g
/
 

  

調
査
資
料
の
検
討
に
お
い
て
は
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
恩
恵
に
浴
し
た
。 

 

国
文
学
研
究
資
料
館
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

h
t
t
p
:
/
/
b
a
s
e
1
.
n
i
j
l
.
a
c
.
j
p
/
~
t
k
o
t
e
n
/
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初
出
一
覧 

い
ず
れ
の
論
考
に
お
い
て
も
加
筆
修
正
を
行
っ
た
。 

 

第
一
部 

第
一
章 
「
馬
琴
小
説
の
平
仮
名
字
母
の
研
究―

読
本
と
合
巻
の
比
較―

」
『
成
蹊
國
文
』
四
六
号
、
二
〇
一
三
年 

第
二
章 

「
馬
琴
読
本
の
平
仮
名
字
体―

『
月
氷
竒
縁
』
『
椿
説
弓
張
月
』
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
資
料
に―

」
『
成
蹊
國
文
』
四
八
号
、
二
〇
一
五
年 

第
三
章 

「
馬
琴
読
本
『
月
氷
竒
縁
』
『
椿
説
弓
張
月
』
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
仮
名
字
体
の
特
徴
」
『
成
蹊
國
文
』
四
九
号
、
二
〇
一
六
年 

第
四
章 

「
馬
琴
読
本
の
振
り
仮
名―

変
体
仮
名
の
用
字
を
中
心
に―

」
『
表
現
研
究
』
一
〇
四
号
、
表
現
学
会
、
二
〇
一
六
年 

第
二
部 

第
五
章 

書
下
ろ
し 

第
六
章 

「
行
頭
の
仮
名
字
体―

後
期
読
本
の
稿
本
と
板
本
の
比
較
を
通
し
て―

」
『
日
本
語
学
会
二
〇
一
八
年
度
秋
季
大
会
予
稿
集
』
二
〇
一
八
年 

第
七
章 

書
下
ろ
し 

第
八
章 

書
下
ろ
し 

 



223 

 

月氷竒縁
巻之一

椿説
弓張月
前篇

巻之一

松浦
佐用媛
石魂録

前編　上

昔語
質屋庫
巻之一

南総里見
八犬伝
肇輯

巻之一

南総里見
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

昔語
質屋庫
巻之一

南総里
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

文化二年 文化四年 文化五年 文化七年 文化十一年 文政三年 天保三年 天保十年 文化七年 文政三年 天保二年 天保九年

板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 稿本 稿本 稿本 稿本

あ

𛀄
コード：1B004

い

𛀆
コード：１

B006

ウ う

エ え

お

𛀕
コード：1B015

𛀚
コード：1B01A

𛀙
コード：1B019

か

き

𛀪
コード：1B02A

く

仮
名

資料　馬琴読本の仮名字体対照一覧表
本論文で扱った資料の仮名字体画像と本文で表示した字体をここに示す。
『松浦佐用媛石魂録』（『馬琴中編読本集成』第十巻、汲古書院、1999年）は本論文の調査資料ではない
が、読本の仮名字体の多様性を示す一例としてここに含めた。

オ

イ

キ

ク

カ

ア

IPAmj明朝

／学術情報

用変体仮名

／手書き画

像
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月氷竒縁
巻之一

椿説
弓張月
前篇

巻之一

松浦
佐用媛
石魂録

前編　上

昔語
質屋庫
巻之一

南総里見
八犬伝
肇輯

巻之一

南総里見
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

昔語
質屋庫
巻之一

南総里
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

文化二年 文化四年 文化五年 文化七年 文化十一年 文政三年 天保三年 天保十年 文化七年 文政三年 天保二年 天保九年

板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 稿本 稿本 稿本 稿本

け

𛀳
コード：1B033

𛀴
コード：

1B034

こ

𛀸
コード：1B038

さ

𛀾
コード：

1B03E

𛁅
コード：1B045

し

𛁈
コード：1B048

𛁏
コード：1B04F

𛁑
コード：1B051

𛁐
コード：1B050

す

せ

𛁒
コード：1B052

セ

ソ そ

仮
名

IPAmj明朝

／学術情報

用変体仮名

／手書き画

像

ケ

セ

ス

シ

サ

コ
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月氷竒縁
巻之一

椿説
弓張月
前篇

巻之一

松浦
佐用媛
石魂録

前編　上

昔語
質屋庫
巻之一

南総里見
八犬伝
肇輯

巻之一

南総里見
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

昔語
質屋庫
巻之一

南総里
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

文化二年 文化四年 文化五年 文化七年 文化十一年 文政三年 天保三年 天保十年 文化七年 文政三年 天保二年 天保九年

板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 稿本 稿本 稿本 稿本

𛁠
コード：1B060

𛁟
コード：1B05F

た

𛁞
コード：1B05E

チ ち

つ

𛁪
コード：1B06A

𛁩
コード：1B069

𛁭
コード：1B06D

𛁫
コード：1B06B

て

𛁳
コード：1B073

𛁮
コード：1B06E

と

変体仮名番号：

200050020

𛁻
コード：1B07B

仮
名

IPAmj明朝

／学術情報

用変体仮名

／手書き画

像

ト

テ

ツ

タ
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月氷竒縁
巻之一

椿説
弓張月
前篇

巻之一

松浦
佐用媛
石魂録

前編　上

昔語
質屋庫
巻之一

南総里見
八犬伝
肇輯

巻之一

南総里見
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

昔語
質屋庫
巻之一

南総里
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

文化二年 文化四年 文化五年 文化七年 文化十一年 文政三年 天保三年 天保十年 文化七年 文政三年 天保二年 天保九年

板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 稿本 稿本 稿本 稿本

な

𛂁
コード：1B081

𛂅
コード：1B085

𛂄
コード：1B084

𛂋
コード：1B08B

𛂌
コード：1B08C

に

𛂍
コード：

1B0BD

𛂇
コード：1B087

ヌ ぬ

𛂔
コード：1B094

ね

𛂗
コード：1B097

仮
名

IPAmj明朝

／学術情報

用変体仮名

／手書き画

像

ニ

ナ

ネ
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月氷竒縁
巻之一

椿説
弓張月
前篇

巻之一

松浦
佐用媛
石魂録

前編　上

昔語
質屋庫
巻之一

南総里見
八犬伝
肇輯

巻之一

南総里見
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

昔語
質屋庫
巻之一

南総里
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

文化二年 文化四年 文化五年 文化七年 文化十一年 文政三年 天保三年 天保十年 文化七年 文政三年 天保二年 天保九年

板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 稿本 稿本 稿本 稿本

の

𛂙
コード：1B099

𛂜
コード：1B09C

𛂛
コード：1B09B

𛂞
コード：

1B09E

𛂦
コード：

1B0A6

𛂣
コード：

1B0A3

𛂢
コード：

1B0A2

は

ひ

𛂯
コード：

1B0AF

ふ

𛂱
コード：

1B0B1

へ

𛂶
コード：

1B0B6

仮
名

IPAmj明朝

／学術情報

用変体仮名

／手書き画

像

ヘ

フ

ヒ

ハ

ノ
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月氷竒縁
巻之一

椿説
弓張月
前篇

巻之一

松浦
佐用媛
石魂録

前編　上

昔語
質屋庫
巻之一

南総里見
八犬伝
肇輯

巻之一

南総里見
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

昔語
質屋庫
巻之一

南総里
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

文化二年 文化四年 文化五年 文化七年 文化十一年 文政三年 天保三年 天保十年 文化七年 文政三年 天保二年 天保九年

板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 稿本 稿本 稿本 稿本

ほ

𛂻
コード：

1B0BB

ま

𛃄
コード：

1B0C4

𛃆
コード：

1B0C6

𛃅
コード：

1B0C5

𛃉
コード：1B0C9

み

ム む

め

𛃔
コード：1B0D4

変体仮名番号：

350020040

も

𛃙
コード：1B0D9

仮
名

IPAmj明朝

／学術情報

用変体仮名

／手書き画

像

マ

モ

メ

ミ

ホ
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月氷竒縁
巻之一

椿説
弓張月
前篇

巻之一

松浦
佐用媛
石魂録

前編　上

昔語
質屋庫
巻之一

南総里見
八犬伝
肇輯

巻之一

南総里見
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

昔語
質屋庫
巻之一

南総里
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

文化二年 文化四年 文化五年 文化七年 文化十一年 文政三年 天保三年 天保十年 文化七年 文政三年 天保二年 天保九年

板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 稿本 稿本 稿本 稿本

や

𛃝
コード：

1B0DD

𛃟
コード：

1B0DF

ゆ

𛃥
コード：1B0E5

𛃤
コード：

1B0E4

よ

𛃫
コード：

1B0EB

𛃰
コード：1B0F0

変体仮名番号：

390020020

ら

り

𛃶
コード：1B0F6

る

𛃼
コード：1B0FC

𛃽
コード：

1B0FD

IPAmj明朝

／学術情報

用変体仮名

／手書き画

像

ラ

リ

仮
名

ル

ヨ

ユ

ヤ
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月氷竒縁
巻之一

椿説
弓張月
前篇

巻之一

松浦
佐用媛
石魂録

前編　上

昔語
質屋庫
巻之一

南総里見
八犬伝
肇輯

巻之一

南総里見
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

昔語
質屋庫
巻之一

南総里
八犬伝
第四輯
巻之三

南総里見
八犬伝
第八輯
巻之二

南総里見
八犬伝
第九輯

巻之廿七

文化二年 文化四年 文化五年 文化七年 文化十一年 文政三年 天保三年 天保十年 文化七年 文政三年 天保二年 天保九年

板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 板本 稿本 稿本 稿本 稿本

れ

𛄀
コード：1B100

ろ

𛄆
コード：1B106

𛄌
コード：1B10C

わ

𛄊
コード：1B10A

を

𛄚
コード：1B11A

ヰ ゐ

ヱ ゑ

ン ん

仮
名

IPAmj明朝

／学術情報

用変体仮名

／手書き画

像

ワ

ヲ

レ

ロ




