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一
.
は
じ
め
に

　
活
字
印
刷
技
術
は
、
合
理
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
同
時
に
、
合
理
性
は
、
活

字
印
刷
技
術
が
な
に
か
の
変
化
を
齎
す
と
き
の
枕
詞
で
あ
る
。
活
字
印
刷
技
術
が
、
文
字
や
綴
り
字
の
ゆ
れ
を
統
一
し

た
と
き
、
そ
れ
は
合
理
性
の
精
神
が
働
い
た
と
言
わ
れ
る
。
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
は
、
そ
れ
を
合
理
と
い
う
こ
と
ば
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
レ
ド
ゥ
シ
ー
ルreducir
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
言
い
表
そ
う
と
す
る
。
鈴
木

（
二
〇
一
五
、一
〇
）
が
言
う
に
は
、
そ
れ
は
、

明
治
前
期
鋳
造
活
字
の
平
仮
名
書
体
に
お
け
る

濁
音
表
示
と
仮
名
字
体
意
識

岡
田
　

一
祐

［
論
文
］
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数
の
多
い
も
の
を
減
ら
し
、
多
様
な
も
の
を
統
一
し
、
混
沌
の
状
態
を
規
則
に
従
わ
せ
る
こ
と
、
な
ど
を
意
味
す
る
。

そ
れ
ら
の
意
味
用
法
に
通
底
す
る
の
は
、
複
雑
か
つ
多
様
な
現
実
世
界
を
均
質
化
、
単
純
化
し
、
本
来
的
か
つ
理
想

的
な
あ
り
か
た
に
引
き
戻
そ
う
と
す
る
︱
︱reducir

の
語
源
は
ラ
テ
ン
語reducere

（
引
き
戻
す
こ
と
、返
す
こ
と
）

で
あ
る
︱
︱
文
字
通
り
〈
還
元
〉
の
論
理
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
論
理
が
齎
さ
れ
る
の
は
、
活
字
、
と
く
に
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
発
明
と
い
わ
れ
る
も
の
に
連
な
る
近
代
西
洋

活
字
と
い
う
も
の
が
持
つ
存
在
性
そ
の
も
の
に
あ
る
と
い
う
。
い
わ
く
、
一
回
性
を
有
ち
、
そ
の
つ
ど
ご
と
に
現
れ
の
異

る
手
書
き
の
文
字
と
比
較
し
て
、
複
製
可
能
性
を
有
す
る
活
字
は
、
ど
こ
ま
で
も
同
一
の
も
の
と
括
っ
て
し
ま
え
る
現
れ

し
か
有
た
ず
、
あ
く
ま
で
も
他
の
記
号
的
単
位
と
の
差
異
が
表
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
に
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル

の
概
念
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
。

　
活
字
が
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
に
沿
っ
て
文
字
体
系
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
字
研
究
か
ら
の
活
字
研
究

に
お
け
る
課
題
と
し
て
、
活
字
で
示
さ
れ
た
文
字
の
体
系
が
い
か
な
る
も
の
か
考
え
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で

は
、
活
字
と
い
う
も
の
が
体
系
を
求
め
る
そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
明
治
時
代
初
期
の
活
字
に
お
け
る
「
濁
音
」
表
示

の
体
系
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。濁
音
の
表
記
は
、現
代
の
日
本
語
表
記
で
は
も
は
や
悩
む
こ
と
は
な
く
な
っ

た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
濁
音
を
ど
の
よ
う
に
文
字
に
表
す
か
定
ま
っ
た
の
は
日
本
語
の
文
字
・
表

記
の
歴
史
の
な
か
で
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
が
ら
に
属
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
江
戸
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け

て
起
っ
た
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
初
期
に
日
本
で
普
及
の
兆
し
を
見
せ
は
じ
め
た
金
属
活
字
で
は
、
濁

音
は
さ
ほ
ど
自
明
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
だ
一
九
〇
〇
年
の
平
仮
名
の
公
的
な
字
体
整
理
が
行
わ
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れ
る
ま
え
の
平
仮
名
に
は
、ほ
と
ん
ど
等
価
に
見
え
る
、い
く
つ
も
の
字
の
か
た
ち
が
あ
っ
た
。
い
ま
で
は
変
体
仮
名
（
あ

る
い
は
異
体
仮
名
）
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
ら
は
、
と
う
ぜ
ん
活
字
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
製
作
さ
れ
て
い
る
が
、
濁
音

を
表
す
と
い
う
点
で
、
そ
れ
ら
の
文
字
に
完
全
に
は
等
価
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
ど
の
よ

う
に
濁
音
の
表
現
が
進
展
し
て
い
っ
た
か
を
、
明
治
初
期
の
活
字
に
見
て
ゆ
く
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
期
の
活
字
に
お
け
る
濁
音
の
書
き
表
し
か
た
に
は
、
ふ
た
つ
の
も
の
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
い
ま
も
そ
う
す
る
よ

う
に
、
濁
点
を
附
し
て
表
す
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
濁
音
を
表
す
仮
名
文
字
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
濁
音

を
表
す
仮
名
文
字
と
は
、
聞
き
慣
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
じ
じ
つ
、
国
学
徒
の
尚
古
の
風
が
た
ま
た
ま
活
字
製
作
の

場
に
お
い
て
発
露
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
体
系
を
冀
め
る
精
神
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
濁
音
の
表
記
の
歴
史
の
問
題
か
ら
は
い
さ
さ
か
些
事
に
属
し
つ
つ
、
日
本
語
の
文
字
を
ど
の
よ
う

に
活
字
に
よ
っ
て
表
現
し
た
か
考
え
る
う
え
で
は
、
む
し
ろ
恰
好
の
材
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
文
字
の
体
系
を
め
ぐ
る
検
討
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
、
ど
の
よ
う
な
文
字
を
用
い
る
べ
き
で
あ

る
か
と
い
う
仮
名
字
体
意
識
の
検
討
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
仮
名
字
体
意
識
と
は
、
岡
田
（
二
〇
二
一
）
に
示

さ
れ
る
概
念
で
、
漢
字
の
新
旧
字
体
・
異
体
字
な
ど
に
も
言
い
う
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
複
数
の
選
択
肢
が
あ
る
な
か
で
、

ど
の
仮
名
字
体
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
反
省
的
意
識
を
謂
う
。
濁
音
の
仮
名
を
め
ぐ
る
様
相
に
、
ど
の
よ

う
な
文
字
を
用
い
る
べ
き
か
と
い
う
観
念
の
発
展
を
見
出
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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二
.
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理

　
鈴
木
（
二
〇
一
五
、二
九
八
）
は
、
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
と
日
本
語
活
字
の
か
か
わ
り
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
概
観
す
る
:

写
本
や
板
本
で
は
、
複
数
の
異
体
仮
名
を
紙
面
、
版
面
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
字
遣
い
の
単
調
さ
を
避
け
て

美
的
効
果
を
狙
っ
た
り
、
文
や
句
の
切
れ
続
き
を
明
示
し
た
り
と
い
っ
た
工
夫
を
行
っ
て
き
た
。
非
和
様
系
（
１
）
の

仮
名
が
活
字
書
体
と
し
て
選
択
さ
れ
た
後
も
、
し
ば
ら
く
の
間
は
い
く
つ
か
の
異
体
仮
名
活
字
が
作
ら
れ
、
使
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
使
用
は
、
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
小
学
校
令
施
行
規
則
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
仮
名
字
体

は
現
行
の
一
音
一
文
字
に
統
一
さ
れ
る
。
だ
が
、
文
字
を
少
数
の
要
素
に
還
元
す
る
こ
と
を
指
向
す
る
活
版
印
刷
術

の
も
と
で
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
字
体
の
収
斂
を
免
れ
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
述
べ
る
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
じ
し
ん
は
、
近
代
の
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
レ

ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
の
現
れ
の
差
か
ら
、
む
し
ろ
嵯
峨
版
や
烏
丸
本
徒
然
草
の
よ
う
な
優
美
な
印
刷
面
が
生
み
だ
さ
れ
て

ゆ
く
さ
ま
を
克
明
に
示
す
（
２
）。
規
則
へ
の
還
元
を
意
味
す
る
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
が
こ
こ
で
現
れ
た
の
は
、
活
字
の

し
く
み
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
活
字
の
し
く
み
を
、
日
本
語
に
当
て
は
め
ら
れ
た
近
代
西
洋
活
字
の
ご
と
く
、
正
方
形
の

文
字
の
組
合
せ
の
み
に
限
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
で
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
が
働
く
の
は
文
字
の
ほ
う
に
し
か
あ
り
え
な

い
。
そ
の
よ
う
な
技
術
的
制
約
が
与
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
文
字
を
技
術
に
従
わ
せ
る
機
運
も
生
じ
る
。
嵯
峨
版
の
組
版

が
技
術
的
制
約
か
ら
無
縁
な
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
印
刷
面
を
等
間
隔
に
切
り
分
け
た
そ
の
枡
目
を
基
準
に
三
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倍
角
の
齣
ま
で
作
り
、
そ
こ
に
彫
り
込
ま
れ
る
べ
き
文
字
の
数
を
自
在
の
も
の
と
し
た
と
き
、
活
字
の
齣
は
合
理
的
に
文

字
の
美
の
要
請
に
従
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
現
象
が
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
の
現
れ
か
い
な
か
を
原
理
的
に
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
、鈴
木
（
二
〇
一
五
）
が
、こ
の
道
具
立
て
に
よ
っ
て
な
に
か
を
説
明
で
き
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

活
字
印
刷
と
い
う
し
く
み
は
、
あ
ら
か
じ
め
（
あ
る
て
い
ど
ま
で
は
）
用
い
る
べ
き
文
字
の
準
備
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば

手
書
き
に
も
効
率
が
劣
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
予
期
を
抱
く
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
ど
ん
な
内
容
に
も

耐
え
ら
れ
る
活
字
の
蓄
え
な
し
に
行
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
一
六
〇
〇
年
前
後
に
日
本
に
活
字
印
刷
を
齎
し
（
す
ぐ
に

追
放
さ
れ
）
た
イ
エ
ズ
ス
会
は
『
落ら
く
よ
う葉
集
』
と
い
う
名
の
漢
字
字
書
を
作
っ
て
表
記
の
手
引
き
と
し
、
上
海
の
美
華
書
館

で
活
字
を
製
作
し
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
、
聖
書
を
中
心
に
漢
字
の
頻
度
調
査
を
行
っ
て
製
作
す
べ
き
漢

字
を
決
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
最
小
限
の
文
字
に
よ
っ
て
最
大
限
の
差
異
を
取
り
込
も
う
と
す
る
共
通

の
狙
い
が
た
し
か
に
あ
っ
た
（
イ
エ
ズ
ス
会
に
お
け
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
豊
島
、
二
〇
〇
二
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ

ン
ブ
ル
に
つ
い
て
は
鈴
木
、
二
〇
一
五
、
第
四
章
お
よ
び
小
宮
山
、
二
〇
二
〇
）。
現
代
に
お
い
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
用
い
る
と
き
、
文
字
コ
ー
ド
と
い
う
取
り
決
め
の
な
か
で
文
字
の
情
報
を
遣
り
取
り
し
て
い
る
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
依
存
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
収
載
す
べ
き
字
数
は
際
限
な
く
増
え
て
ゆ
く
。
現
在
も
っ
と
も
支
配
的
な
文

字
コ
ー
ド
で
あ
る
ユ
ニ
コ
ー
ド
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
一
三
・
〇
に
お
い
て
、
十
四
万
文

字
を
超
え
、
な
お
そ
の
数
を
増
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
際
限
な
く
増
え
て
ゆ
く
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
だ
け

の
数
を
数
え
て
も
な
お
、ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
区
別
さ
れ
る
文
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
は
人
類
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

上
で
遣
り
取
り
す
る
文
字
情
報
を
ひ
と
つ
の
文
字
コ
ー
ド
で
賄
お
う
と
い
う
ユ
ニ
コ
ー
ド
の
あ
る
種
の
合
理
性
の
発
露
で
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あ
る
。

　
そ
の
点
で
、
活
字
を
作
る
、
あ
る
い
は
そ
の
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
印
刷
を
す
る
と
い
う
表
現
が
、
体
系
を
ど
の
よ
う
に
・

ど
の
て
い
ど
志
し
た
も
の
か
が
そ
れ
ぞ
れ
異
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
濁
音
の
表
現
は
、
明
治
初
期
の
活
字
制
作
者
た

ち
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
三
.
濁
音
を
書
き
表
す
と
い
う
こ
と

　
濁
音
表
記
の
問
題
は
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
日
本
語
の
文
字
の
体
系
に
と
っ
て
余
剰
で
あ
る
、
あ
る
い
は
余
剰
で
あ
る
か

の
よ
う
に
作
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
起
る
。
そ
れ
を
現
在
の
わ
た
し
た
ち
が
ご
く
自
然
の
も
の
と
受
け
入
れ
る
の
は
、
烏
丸

本
徒
然
草
が
句
読
清
濁
を
糺
し
た
よ
う
に
（
注
二
参
照
）、
た
だ
さ
れ
た
本
文
と
係
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
濁
音
お
よ
び
濁
音
（
表
記
）
史
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
が
あ
り
、
い
ま
こ
こ
で
立
ち
入
っ
た
議
論
を
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
の
行
論
に
係
わ
る
こ
と
が
ら
で
も
あ
り
、
沼
本
（
一
九
九
七
）、
豊
島
（
二
〇
〇
三
）、

Frellesvig

（
二
〇
一
〇
）、
屋
名
池
（
二
〇
一
一
）、
高
山
（
二
〇
一
二
）、
肥
爪
（
二
〇
一
九
）、
澤
崎
（
二
〇
一
九
）

な
ど
に
導
か
れ
つ
つ
、
か
ん
た
ん
に
概
略
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
日
本
語
に
お
け
る
濁
音
と
は
、
変
音
現
象
に
注
目
し
た
音
韻
の
組
の
こ
と
で
あ
る
。
も
と
清
濁
は
古
典
漢
語
の
等
韻
学

に
お
け
る
用
語
で
、
声せ
いvoice

と
気aspiration

の
有
無
か
ら
声
母
を
整
理
し
た
も
の
を
謂
っ
た
の
を
転
じ
た
の
で
あ
る
。

現
代
日
本
語
に
お
い
て
は
、/k/-/g/

、/s/-/z/

、/t/-/d/

、/h/-/b/
に
見
ら
れ
る
変
音
関
係
を
敷
衍
し
て
清
濁
の
関

係
と
い
う
（
３
）。
こ
れ
が
上
代
語
に
お
い
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
、
根
強
い
保
留
も
あ
る
も
の
の
、
近
年
は
、
古
典
漢
語
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と
異
り
、
鼻
音
性nasality

の
有
無
に
帰
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
声
の
対
立
が
な
か
っ
た
か
わ
り
に
（
母

音
間
、
上
代
語
に
お
い
て
は
す
な
わ
ち
語
頭
以
外
で
は
無
声
音
も
有
声
化
し
て
い
た
と
見
る
）、
前
鼻
音
の
有
無
に
よ
っ

て
清
濁
が
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
ナ
バ
タ
と
い
う
語
は
、
上
代
語
で
は[tana

mbada]

と

い
う
発
音
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
。
現
代
の
東
北
方
言
な
ど
に
見
ら
れ
る
音
韻
体
系
に
近
い
も
の
と
捉
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
濁
音
は
、
し
た
が
っ
て
、
清
音
よ
り
も
稀
な
も
の
で
あ
る
。
濁
音
に
は
、
語
頭
に
立
た
な
い
・
語
に
複
数
現
れ
な
い
な

ど
の
理
由
に
よ
っ
て
、
語
彙
的
か
つ
形
態
統
語
的
に
予
測
性
が
高
い
。
濁
音
を
性
質
に
よ
っ
て
分
け
る
と
、
が
ん
ら
い
濁

音
で
あ
る
本
濁
と
形
態
統
語
的
現
象
に
よ
っ
て
濁
る
新
濁
（
連
濁
）
と
に
大
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
濁
音
の
大
半
は

新
濁
、
す
な
わ
ち
、
連
濁
現
象
に
よ
っ
て
ほ
ん
ら
い
は
清
音
で
あ
っ
た
も
の
が
濁
音
へ
と
転
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
濁
の

ほ
と
ん
ど
を
漢
字
音
が
占
め
る
か
ら
、
漢
字
音
の
す
く
な
か
っ
た
上
代
に
お
い
て
は
、
新
濁
の
比
率
の
多
さ
は
な
お
の
こ

と
で
あ
っ
た
（
４
）。
こ
の
よ
う
な
濁
音
の
性
質
の
由
来
を
連
濁
に
求
め
る
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
連
濁
は
助
詞

ノ
の
縮
約
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
前
後
の
鼻
音
の
同
化
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
要

因
に
よ
っ
て
、
濁
音
が
現
れ
る
語
彙
が
、
語
彙
的
・
形
態
統
語
的
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
濁
音
を
書
き
表
す
こ
と
に
は
、
い
く
つ
か
の
試
み
が
歴
史
的
に
な
さ
れ
て
き
た
。
漢
字
を
借
り
て
の
日
本

語
表
記
が
試
み
ら
れ
た
当
初
、
す
な
わ
ち
万
葉
仮
名
で
は
、
渡
来
人
を
中
心
に
清
濁
を
書
き
分
け
る
表
記
が
な
さ
れ
も
し

た
が
（
５
）、
平
安
時
代
に
は
、
濁
音
を
書
き
分
け
な
い
表
記
体
系
が
成
立
す
る
。
現
代
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
濁
点
に

よ
る
表
記
は
、
漢
籍
仏
典
の
読
誦
の
場
面
で
の
濁
音
漢
字
注
記
の
記
号
か
ら
派
生
し
て
、
し
だ
い
に
仮
名
に
も
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
屋
名
池
（
二
〇
一
一
、五
九
）
は
、
そ
れ
ら
の
歴
史
を
評
し
て
、
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現
在
行
わ
れ
て
い
る
、
濁
点
を
用
い
る
表
記
法
は
、
漢
字
音
の
た
め
の
濁
声
点
を
た
ま
た
ま
転
用
し
た
も
の
に
す
ぎ

ず
、
考
え
ぬ
か
れ
た
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
清
濁
を
書
き
分
け
る
点
で
は
万
葉
仮
名
時
代
に

も
ど
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
実
は
現
代
の
シ
ス
テ
ム
は
、「
連
濁
音
」
の
表
示
を
犠
牲
に
し
清
濁
で
仮
名

字
母
を
異
に
す
る
万
葉
仮
名
の
シ
ス
テ
ム
と
も
、「
語
彙
的
濁
音
」
の
表
示
を
犠
牲
に
し
清
濁
を
書
き
分
け
な
い
初
期

の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
の
シ
ス
テ
ム
と
も
異
な
り
、
一
方
で
、
清
濁
の
ち
が
い
を
超
え
て
共
通
の
字
母
を
用
い
る

こ
と
で
、
連
濁
と
い
う
形
態
音
韻
現
象
の
表
示
に
も
役
立
ち
、
他
方
で
、
濁
点
と
い
う
補
助
記
号
の
付
加
・
非
付
加

に
よ
っ
て
濁
音
対
清
音
の
語
彙
的
対
立
も
表
示
で
き
る
と
い
う
、
両
面
性
を
兼
ね
備
え
た
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
シ
ス
テ

ム
な
の
で
あ
る

と
す
る
。
濁
音
が
表
記
上
の
余
剰
物
と
し
て
作
ら
れ
た
と
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
屋
名
池
（
二
〇
一
一
）
の
言
う
、「
よ
り
す
ぐ
れ
た
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
の
は
結
果
論
の
こ
と
で
、屋
名
池
（
二
〇
一
一
）

が
最
初
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
た
ま
た
ま
転
用
」
さ
れ
た
も
の
で
、
た
だ
し
い
本
文
を
示
す
努
力
の
増
加
に
よ
っ
て
よ
う
や

く
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
の
表
記
で
も
、
確
実
に
濁
音
を
表
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
具
体
的
に
い
つ
か
に

つ
い
て
は
、研
究
が
乏
し
い
が
、雑
誌
『
太
陽
』
に
基
づ
く
経
時
的
研
究
で
は
、一
九
一
七
年
前
後
に
よ
う
や
く
ほ
ぼ
百
パ
ー

セ
ン
ト
に
達
す
る
と
の
結
果
が
出
て
い
る
し
（
近
藤
、二
〇
〇
五
）、他
方
、時
代
は
下
る
が
、い
わ
ゆ
る
終
戦
の
詔
書
な
ど
、

濁
点
を
附
さ
な
い
も
の
が
確
乎
と
し
て
存
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
問
題
に
す
る
よ
う
な
、
明
治
初
期
の
活
字
に
お
い

て
は
、
そ
れ
は
ま
だ
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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四
.「
和
様
」
活
字
の
ば
あ
い

　
こ
れ
か
ら
、
具
体
的
に
、
明
治
期
の
活
字
に
お
け
る
濁
音
表
示
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
活
字
に
お
い
て
は
、
書
体
・

書
風
と
い
う
概
念
が
係
わ
っ
て
い
る
の
で
か
ん
た
ん
に
説
明
し
て
お
く
。
書
体
と
は
、
文
字
史
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
文

字
の
あ
る
発
展
段
階
に
お
け
る
共
通
し
た
様
式
と
字
体
の
統
一
を
謂
い
、
書
の
観
点
か
ら
は
、
筆
画
の
実
現
に
つ
い
て
の

表
現
様
式
を
謂
う
が
、
活
字
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
な
ん
ら
か
の
書
風
で
統
一
さ
れ
た
箇
々
の
活
字
の
販
売
単

位
を
も
謂
う
。
鋳
造
活
字
に
お
い
て
は
、
文
字
の
大
き
さ
の
違
い
（
号
数
と
い
う
。
初
号
を
最
大
の
も
の
と
し
て
、
一
号

か
ら
八
号
へ
と
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
。
五
号
活
字
が
現
代
の
一
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
に
相
当
す
る
）
は
、
販
売
単
位
と
し
て

別
で
あ
り
、
ま
た
、
用
途
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
形
状
が
お
お
き
く
異
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
、
共
通
す
る
書
風

を
有
つ
活
字
書
体
や
、
原
型
の
製
作
者
を
お
な
じ
く
す
る
活
字
書
体
を
も
、
や
は
り
書
体
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
複
数
の

観
点
の
混
在
は
好
ま
し
い
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
は
慣
習
に
従
っ
て
お
く
。
明
朝
体
な
ど
は
、
書
の
観
点
で
あ

り
、
以
下
に
謂
う
「
和
様
」
で
あ
る
と
か
「
平
野
系
書
体
」
な
ど
は
、
活
字
に
お
け
る
書
風
や
原
型
の
製
作
者
に
ま
つ
わ

る
そ
れ
で
あ
る
。
書
風
と
は
、
ほ
ん
ら
い
、
個
人
や
流
派
に
お
い
て
美
的
に
統
一
さ
れ
た
様
式
の
こ
と
を
謂
う
が
、
活
字

に
お
い
て
は
、
書
体
に
お
け
る
統
一
を
指
し
て
い
る
。

　
こ
の
節
で
は
、「
和
様
」
と
称
さ
れ
る
平
仮
名
活
字
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
え
に
、「
和
様
」

と
並
行
し
て
存
し
た
平
仮
名
活
字
に
つ
い
て
か
ん
た
ん
に
で
も
触
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
ほ
と
ん
ど
が

鋳
造
で
は
な
く
木
活
字
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
つ
つ
、
活
字
印
刷
じ
た
い
は
安
土
桃
山
時
代
末
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
で
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
な
る
と
、
西
洋
に
鋳
造
活
字
に
よ
る
活
版
印
刷
の
あ
る
こ
と
を
承
け
て
幾
多
の
試
み
が
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な
さ
れ
て
い
る
。
国
内
で
の
試
み
は
す
べ
て
上
海
か
ら
の
輸
入
品
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
い
ま
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
多
く

を
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
片
仮
名
活
字
の
例
が
少
な
く
な
い
（
片
仮
名
で
は
、
濁
音
仮
名
は
い
ま
の
と
こ
ろ
知
ら
れ

て
い
な
い
）。
こ
こ
で
は
大
鳥
圭
介
（
一
八
三
三
（
天
保
四
）
年

−
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
）
の
活
字
を
見
て
お
く
。

圭
介
は
、
幕
臣
を
経
て
明
治
新
政
府
に
出
仕
し
て
い
る
が
、
幕
臣
時
代
に
陸
軍
所
の
出
版
物
の
た
め
に
活
字
を
製
作
し
て

い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
平
仮
名
活
字
が
あ
る
が
、
全
面
的
に
用
い
て
い
る
の
は
『
歩
兵
制
律
』（
川
本
清
一
訳
、
陸
軍
所
、

一
八
六
五
）
の
み
で
あ
る
。
本
書
に
し
た
し
く
接
す
る
機
会
を
え
な
い
が
、
目
睹
し
え
た
図
版
類
で
は
、「
べ
」
に
の
み
濁

点
が
あ
る
よ
う
で
、
そ
の
ほ
か
は
濁
点
を
表
示
せ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
６
）。
一
音
あ
た
り
の
仮
名
字
体
の
種
類
は
お

お
く
は
な
く
、
濁
音
表
示
の
機
構
を
た
ん
に
欠
い
て
い
る
と
言
え
る
。「
和
様
」
前
後
の
活
字
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、「
和
様
」
活
字
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
和
様
」
活
字
と
は
、
池
原
香
稚
の
手
に
な
る
と
さ
れ
る
書
風
で
、
新
町

活
版
所
が
製
作
し
た
平
仮
名
活
字
書
体
に
対
す
る
近
代
活
字
書
体
史
研
究
に
お
け
る
用
語
で
あ
る
。「
和
様
」
活
字
を
用
い

た
印
刷
物
の
例
を
図
一
に
示
す
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
四
号
活
字
で
あ
る
。
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
二
、一
六
八
）

で
は
、「
和
様
」
と
い
う
名
称
が
当
時
に
遡
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
こ
れ
に
代
る
名
称
が
見
当
た
ら
な
い
と
し
て

「
和
様
」
の
名
を
維
持
す
る
（
７
）。
議
論
の
詳
細
は
注
七
に
譲
る
が
、
本
稿
で
は
、
括
弧
付
き
で
こ
の
名
称
を
使
用
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
和
様
」
活
字
は
、
日
本
で
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
活
字
書
体
の
源
流
で
あ
る
、
新
町
活
版
所
の
製
に
か
か
る

書
体
に
付
け
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
な
が
く
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
府
川
（
二
〇
〇
四
）
が
示
す

よ
う
に
、
こ
の
活
字
が
主
流
の
座
に
い
た
の
は
わ
ず
か
に
数
年
の
こ
と
で
あ
る
。
新
町
活
版
所
は
、
日
本
の
活
字
の
祖
と
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図一　福羽美静「習志野原地名の記」（国立国会図書館蔵宍戸璣関係文書その二・
三四四）
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称
さ
れ
る
本
木
昌
造
の
開
い
た
私
塾
に
お
け
る
印
刷
所
で
あ
る
。
本
木
昌
造
（
一
八
二
四
（
文
政
七
）
年

−

一
八
七
五
（
明

治
八
）
年
）
は
、そ
れ
ま
で
も
西
洋
に
倣
っ
て
鋳
造
活
字
製
造
に
取
り
組
ん
で
は
み
た
が
、大
規
模
化
に
は
い
た
ら
な
か
っ

た
と
こ
ろ
、
一
八
六
九
年
、
上
海
の
美
華
書
館
に
お
い
て
漢
文
の
印
刷
の
た
め
に
整
い
つ
つ
あ
っ
た
活
字
の
一
揃
い
と
印

刷
機
、
そ
し
て
印
刷
術
を
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
一
八
三
〇
年

−

一
八
八
六
年
）
を
長
崎
鉄
工
所
に
設
け
た
活

版
伝
習
所
に
招
じ
て
手
に
し
た
の
ち
、
昌
造
の
新
街
私
塾
（
崎
陽
新
塾
）
に
、
浪
人
武
士
へ
の
授
産
施
設
と
し
て
の
役
割

を
期
待
し
て
印
刷
所
を
開
設
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
将
来
し
た
活
字
に
は
、
お
そ
ら
く
仮
名
を
欠
い
て
い
た

と
み
ら
れ
る
。『
和
英
語
林
集
成
』
の
初
版
を
印
刷
し
た
美
華
書
館
で
あ
り
、
仮
名
活
字
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
も
な

い
と
は
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
日
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
新
町
活
版
所
に
お
け
る
仮

名
文
字
を
作
成
し
た
の
は
、
同
時
代
の
証
言
を
得
ら
れ
な
い
も
の
の
、
後
世
の
種
々
の
証
言
か
ら
池
原
香
稚
と
み
ら
れ
て

い
る
。
池
原
香
稚
（
一
八
三
〇
（
天
保
元
）
年

−

一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
）
は
、
昌
造
と
も
親
交
の
あ
っ
た
眼
科
医

で
あ
り
、
国
学
者
で
あ
っ
た
。
後
日
談
に
な
る
が
、
長
崎
鉄
工
所
の
活
版
伝
習
所
は
紆
余
曲
折
の
す
え
に
大
蔵
省
印
刷
局

と
な
り
、
新
町
活
版
所
は
、
京
都
・
大
阪
・
横
浜
・
東
京
に
出
張
所
を
設
け
、
と
く
に
最
後
の
も
の
は
、
平
野
活
版
製
造

所
を
経
て
東
京
築
地
活
版
製
造
所
と
な
り
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
活
字
製
造
を
牽
引
す
る
一
大
事
業
者
と
な
る
。

　
資
料
の
制
約
か
ら
、「
和
様
」
活
字
の
文
字
の
全
容
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
も
の
の
、
板
倉

（
二
〇
〇
二
）
お
よ
び
〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）
に
纏
め
ら
れ
た
も
の

が
現
時
点
で
把
握
さ
れ
た
ほ
ぼ
全
容
と
言
え
よ
う
。
板
倉
（
二
〇
〇
二
）
は
、
後
年
の
印
字
見
本
（
見
本
帖
）
と
印
刷
物

か
ら
摘
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）
に
は
、
板
倉

（
二
〇
〇
二
）
と
一
部
重
な
り
つ
つ
、
見
本
帖
や
印
刷
物
と
、
種
字
（
活
字
複
製
の
も
と
と
す
る
木
齣
）
の
み
あ
っ
て
活
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字
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
作
ら
れ
な
が
ら
も
使
用
例
も
種
字
も
見
つ
か
っ

て
い
な
い
仮
名
も
な
か
に
は
あ
ろ
う
が
、
い
ま
、
そ
れ
ら
の
一
覧
を
眺
め
て
い
て
気
付
く
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
片
仮
名
で

あ
れ
ば
濁
点
の
あ
る
活
字
も
あ
る
の
に
、
平
仮
名
に
は
、
濁
点
を
有
つ
活
字
が
ひ
と
つ
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
違
和
感
は
、
濁
音
を
表
す
仮
名
を
刻
し
た
活
字
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
。

　
濁
音
仮
名
と
は
、
濁
音
を
表
す
に
仮
名
そ
の
も
の
を
清
音
の
も
の
と
違
え
て
表
し
た
も
の
を
い
う
。
そ
れ
は
、
由
来
と

な
る
漢
字
の
音
読
み
と
し
て
の
清
濁
と
、
仮
名
と
し
て
の
用
い
ざ
ま
と
を
揃
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

清
濁
両
用
に
亙
る
仮
名
が
あ
っ
て
も
、
濁
音
の
み
を
も
っ
ぱ
ら
表
す
仮
名
を
用
い
る
活
字
が
あ
る
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
に

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
ち
ら
は
、清
濁
を
仮
名
で
截
然
と
分
け
る
わ
け
で
は
な
い
が
、散
発
的
に
仮
名
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
濁
音
と
明
示
さ
れ
る
も
の
を
謂
う
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
、
活
字
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
も
と
も
と
は
、
記
紀
万

葉
に
見
ら
れ
る
清
濁
に
よ
っ
て
仮
名
を
使
い
分
け
る
が
ご
と
き
現
象
を
尚
古
の
た
め
に
現
代
に
再
現
し
た
の
が
起
り
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
訓
読
み
に
基
づ
く
万
葉
仮
名
（
訓
仮
名
と
謂
う
）
を
不
純
な
も
の
と
し
、
音
読
み
に
基
づ
く
仮
名
を
正
用

と
見
て
、
訓
仮
名
（
あ
る
い
は
訓
仮
名
の
「
疑
い
」
を
懸
け
ら
れ
た
仮
名
、
以
下
訓
仮
名
に
一
括
す
る
）
を
忌
避
す
る
こ

と
の
一
部
で
あ
っ
た
（
内
田
、二
〇
〇
六
、矢
田
、二
〇
一
二
）。
訓
仮
名
忌
避
が
が
い
し
て
徹
底
さ
れ
る
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、

濁
音
仮
名
使
用
が
徹
底
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
お
お
く
散
発
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
そ
の
動
機
と
し
て
、
内
田

（
二
〇
〇
六
、一
一
〇
、
注
一
）
は
、「
古
代
の
音
仮
名
表
記
に
則
っ
た
仮
名
字
体
の
使
用
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
が
第
一

に
あ
り
、
濁
音
専
用
仮
名
字
体
は
そ
の
反
映
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
」
て
い
る
。
本
居
宣
長
の
賀
茂
真
淵
入
門

宣
誓
書
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
学
者
は
、
と
き
と
し
て
万
葉
仮
名
で
表
現
す
る
こ
と
に
価
値
を
置
く
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
実
践
は
あ
る
種
の
実
益
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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い
ま
、「
和
様
」
活
字
に
お
い
て
濁
音
を
表

す
と
目
し
う
る
仮
名
を
、
記
紀
万
葉
に
お
け

る
濁
音
仮
名
に
し
た
が
っ
て
示
す
と
表
一
の

よ
う
で
あ
る
（
８
）。
こ
れ
を
見
る
と
、
濁
音

仮
名
活
字
は
、
五
号
活
字
に
多
く
、
三
号
と

四
号
に
は
ま
ば
ら
に
見
ら
れ
、
二
号
に
は
、

濁
音
仮
名
活
字
と
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
例

が
な
い
こ
と
が
分
る
（「
だ
」
は
、
万
葉
仮

名
と
し
て
濁
音
仮
名
で
あ
る
が
、
当
時
通
用

の
仮
名
と
し
て
濁
音
仮
名
と
い
う
わ
け
で
は

も
ち
ろ
ん
な
い
）。
ま
た
、
依
拠
文
献
の
偏

り
に
つ
い
て
も
、
古
事
記
に
お
い
て
用
い
ら

れ
る
濁
音
仮
名
に
し
た
が
う
も
の
が
多
い
が
、

そ
れ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
分
布
を

見
る
と
、「
ど
」「
べ
」
を
除
い
て
、
ひ
と
つ
の

音
に
対
し
て
、
ひ
と
つ
の
濁
音
仮
名
が
あ
る

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
（
９
）。
濁
音
仮
名

を
欠
く
の
は
、「
ご
」「
じ
」「
ず
」「
づ
」「
ぼ
」
の

音類 仮名 記紀万葉 二号 三号 四号 五号
が 我 記紀万 × × × ○
ぎ 藝 記紀万 × ○ × ○

ぎ ? げ ? 宜 万 × × × ○
ぐ 具 記紀万 × ○ × ○
ざ 邪 記万 × ○ × ○
ぜ 是 記万 × × × ○
ぞ 叙 記紀万 × × ○ ○
だ 太 記紀万 ○ ○ ○ ○
ぢ 遅 記紀万 × ○ ○ ○
で 泥 紀万 × × × ○
ど 杼 記万 × ○ × ○
ど 騰 記紀万 × × ○ ○
ど 怒 紀 × × × ○
ば 婆 記紀万 × × × ○
び 備 記紀万 × × ○ ○
べ 辨 記万 × × × ○
べ 倍 記紀万 × × ○ ○

表
一　
「
和
様
」
活
字
に
お
け
る
濁
音
仮
名
の
製
作
状
況
。
音
類
と
は
、
同

音
の
仮
名
の
類
の
意
で
あ
る
。
記
紀
万
葉
は
、
用
い
ら
れ
る
文
献
を

略
記
す
る
。
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五
つ
の
み
と
い
う
こ
と
と
な
る
　
　。

　
こ
れ
ら
の
仮
名
は
か
な
り
特
殊
な
仮
名
で
あ
る
た
め
　
　
、
濁
音
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
和
様
」
活
字
に
含
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
濁
点
を
用
い
な
い
あ
る
種
の
理
想
的
な
状
況
が
整
理
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が

許
さ
れ
よ
う
。
濁
音
仮
名
は
、
国
学
者
の
実
践
と
し
て
も
厳
密
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
欠
け
る
こ
と
が
体
系
と

し
て
不
備
を
齎
す
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、真
淵
や
宣
長
、平
田
篤
胤
な
ど
が
用
い
る
「
受
（
ず
）」

な
ど
の
例
を
欠
く
の
は
、
香
稚
の
正
統
意
識
に
よ
る
も
の
か
い
な
か
は
分
ら
な
い
。
な
ん
ら
か
の
理
由
で
、
現
存
す
る
資

料
に
漏
れ
落
ち
た
可
能
性
そ
の
も
の
は
否
め
な
い
。
国
学
者
に
お
け
る
濁
音
仮
名
使
用
の
動
機
に
つ
い
て
は
さ
き
に
も
述

べ
た
が
、
同
じ
と
こ
ろ
に
発
す
る
訓
仮
名
の
忌
避
に
つ
い
て
は
、
徹
底
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
内
田
（
二
〇
〇
一
）
に

よ
れ
ば
、
宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
の
版
下
を
作
る
際
、「
訓
仮
名
」
由
来
の
仮
名
字
体
を
避
け
、
音
仮
名
を
用
い
る
よ
う
指

示
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
「
者
（
は
）・
へ
・
と
・
止
（
と
）・
つ
・
徒
（
つ
）・
江
（
え
）・
め
・
三
（
み
）」

を
避
け
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
　
　
。
こ
れ
ら
の
文
字
を
「
和
様
」
活
字
に
欠
く
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
。
と
は

い
え
、「
弊
（
へ
）」
や
「
母
（
も
）」
な
ど
の
国
学
者
に
顕
著
に
用
い
ら
れ
る
仮
名
字
体
が
あ
る
の
は
、
繫
が
り
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
濁
音
仮
名
活
字
の
整
備
状
況
は
、
じ
っ
さ
い
の
活
字
の
使
用
傾
向
か
ら
す
る
と
、
い
さ

さ
か
不
審
な
分
布
で
は
あ
る
。
府
川
（
二
〇
〇
四
、
第
三
巻
、
一
八
〇

−

八
八
）
や
鈴
木
（
二
〇
一
五
、
第
五
章
）
で
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
町
活
版
所
の
活
字
字
体
と
し
て
も
っ
と
も
用
い
ら
れ
た
の
は
三
号
と
四
号
で
あ
り
、
五
号
活
字
は
、

〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
見
本
帖
か
ら
復
元

さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
、
実
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
三
、六
六
）

（
12
）

（
10
）

（
11
）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

は
関
東
に
渡
っ
た
「
和
様
」
活
字
が
二
号
と
四
号
に
限
ら
れ
る
と
推
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
平
野
活
版
製
造
所
に
お
い
て

五
号
「
和
様
」
活
字
の
準
備
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
　
　
、
五
号
「
和
様
」
活
字
が
そ
れ
以
降
の
作
で
あ
る
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。
じ
っ
さ
い
、
現
在
知
ら
れ
る
五
号
「
和
様
」
活
字
印
刷
物
の
例
は
、『
改
正
小
児
養
育
心
得
』（
京
都
:
点
林
堂
、

一
八
七
六
年
）
の
広
告
に
一
部
が
用
い
ら
れ
る
ほ
か
に
、
一
八
八
二
年
の
大
阪
の
見
本
帖
が
あ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
平

野
活
版
製
造
所
が
分
離
し
た
の
は
、
そ
の
四
年
前
の
一
八
七
二
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
作
成
さ
れ
た
と
、
ひ

と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
町
活
版
所
に
お
い
て
、
上
海
に
倣
い
、
五
号
活
字
を
本
文
用
活
字
の
主

力
と
し
て
考
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
仮
名
活
字
の
整
備
が
遅
く
な
っ
た
こ
と
は
不
審
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
じ

に
、
濁
音
仮
名
の
整
え
ら
れ
方
は
、
見
出
し
に
用
い
る
二
号
の
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
な
お
、
本
文
用
活
字
と
し
て
の
意
の

入
れ
ら
れ
方
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
和
様
」
活
字
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、濁
音
仮
名
活
字
の
整
わ
な
い
号
数
の
活
字
な
の
だ
か
ら
、じ
っ

さ
い
の
印
刷
物
に
お
い
て
濁
音
仮
名
活
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
期
待
し
が
た
い
。
そ
も
そ
も
、「
和
様
」
活
字
の
な

か
の
濁
音
仮
名
活
字
を
、
じ
っ
さ
い
に
濁
音
仮
名
活
字
と
し
て
も
、
そ
う
で
な
い
仮
名
と
し
て
も
用
い
る
こ
と
は
さ
ほ
ど

多
く
な
い
点
も
問
題
で
あ
る
。
三
号
活
字
に
お
け
る
濁
音
仮
名
の
例
は
、
す
く
な
く
な
い
数
が
種
字
の
み
現
存
し
て
印
字

例
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
五
号
活
字
に
し
て
も
、
濁
音
仮
名
活
字
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
は
、
見

本
帖
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、『
改
正
小
児
養
育
心
得
』
に
現
れ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
当
の
香
稚
が
濁
音
仮

名
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
な
い
。
本
木
昌
造
の
『
西
洋
古
史
略
』（
長
崎
:
点
林
堂
、
一
八
七
四
年
）
に
寄
せ
た
香
稚
の
序

が
諏
訪
神
社
に
草
稿
を
蔵
す
る
と
い
う
（
春
田
、
二
〇
一
六
、一
六

−

一
七
）。
草
稿
に
用
い
ら
れ
た
仮
名
字
体
に
は
、「
都

（
つ
）」「
弊
（
へ
）」「
無
（
む
）」「
舞
（
む
）」
な
ど
、
特
徴
的
な
仮
名
字
体
の
使
用
が
見
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
す
べ
て
清

（
13
）

025



音
で
あ
り
、「
と
」「
者（
は
）」「
め
」の
ご
と
き「
訓
仮
名
」も
す
く
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
　
　
。
そ
う
い
え
ば
、「
和
様
」

活
字
に
特
徴
的
な
、
行
草
体
の
雰
囲
気
を
色
濃
く
残
す
「
惠
（
ゑ
）」
も
、
こ
こ
で
は
よ
く
あ
る
「
ゑ
」
で
あ
る
。
刊
行

さ
れ
た
も
の
を
、
図
二
に
示
す
が
、
こ
こ
で
は
、
字
体
が
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
稀
用
字
体
す

ら
、
そ
も
そ
も
「
舞
」
し
か
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
国
学
者
た
ち
は
、「
和
様
」
活
字
の
世
界
観
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
田
篤
胤
派
（
気い
ぶ
き
の
や

吹
舎
）
の
印
刷
物

か
ら
す
こ
し
見
て
み
よ
う
。
製
版
（
木
版
）
印
刷
で
筆
耕
の
思
う
が
ま
ま
に
文
字
を
彫
っ
て
、
特
異
な
字
体
で
目
を
驚
か

せ
て
い
た
平
田
派
国
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
活
版
印
刷
に
な
る
と
、
と
た
ん
に
鳴
り
を
潜
め
て
し
ま
う
。
図
三
は
、
製

版
印
刷
に
よ
る
出
版
物
で
、
こ
こ
で
は
、「
都
（
つ
）」「
閉
（
へ
）」「
倍
（
べ
）」
の
使
用
を
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

図
四
と
図
五
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
刊
行
物
で
、
図
四
が
塾
の
経
営
を
引
き
継
い
だ
平
田
胤
雄
に
よ
る
版
、
図
五
が
そ

れ
を
大
阪
で
再
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
気
吹
舎
で
は
、
な
が
ら
く
版
下
を
書
い
て
い
た
、
第
二
代
の
平
田
鉄
胤
在
世
中
は

つ
い
に
活
版
印
刷
は
行
わ
れ
ず
、
よ
う
や
く
死
後
一
八
八
二
年
の
『
祝
詞
略
解
』
に
お
い
て
活
版
印
刷
が
試
み
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る
　
　
。
図
四
は
、
平
野
活
版
製
造
所
の
作
っ
た
四
号
仮
名
書
体
を
用
い
、
図
五
で
は
、
そ
れ
に
く
わ
え
て
、「
和

様
」
活
字
を
交
え
た
版
面
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
胤
雄
の
か
か
わ
る
の
ち
の
印
刷
物
で
も
同
様
で
、
平
田
派
で
は
、

明
確
に
「
和
様
」
活
字
を
用
い
た
例
は
な
い
こ
と
に
な
る
（
平
田
派
で
と
く
に
重
要
な
『
古
史
伝
』
は
、
最
後
ま
で
整
版

で
刊
行
さ
れ
た
）。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
整
版
で
あ
れ
ば
期
待
さ
れ
る
仮
名
字
体
へ
の
注
意
も
、
こ
こ
で
は
見
ら
れ
な

い
。
四
号
「
和
様
」
の
字
体
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
阪
版
で
と
く
べ
つ
字
体
へ
の
注
意
が
現
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
香
稚
の
原
稿
と
『
祝
詞
略
解
』
と
も
に
、
草
稿
で
は
用
い
る
べ
き
仮
名
へ
の
注
意
が
働
い
て
い
た
も
の

が
、
い
ざ
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
は
反
映
さ
れ
な
い
。
香
稚
の
も
の
は
、
印
刷
で
き
な
い
文
字
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

（
15
）

（
14
）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

図二　本木昌造『西洋古史略』（点林堂、一八七四。国立教育政策研究所
教育図書館所蔵）
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図三　『たまたすき』（気吹舎塾、一八三二初刊。国立公文書館蔵）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

図四　久保季茲『祝詞略解』（平田胤雄、一八八二。国立国会図書館蔵）
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図五　同（大村安兵衛、一八八三。国立国会図書館蔵）
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

に
も
拘
ら
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
整
版
の
時
代
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
筆
耕
と
植
字
工
と
に
は
同
列
に
し
え

な
い
な
に
か
が
あ
る
と
言
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
学
者
的
な
理
想
が
注
ぎ
込
ま
れ
た
は
ず
の
「
和
様
」
活
字
に
よ
っ

て
、
国
学
者
た
ち
の
仮
名
字
体
意
識
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　「
和
様
」
活
字
そ
の
も
の
は
、
東
京
の
平
野
活
版
製
造
所
で
は
は
や
く
に
抛
棄
さ
れ
、
大
阪
活
版
製
造
所
や
長
崎
の
印

刷
所
に
か
ら
く
も
残
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
も
、
濁
音
仮
名
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
る
例
を
見
出
せ
な

い
ば
か
り
か
、
平
野
系
の
書
体
な
ど
か
ら
濁
点
付
き
の
仮
名
を
補
い
さ
え
す
る
。
図
六
の
『
新
々
長
崎
土
産
』
は
そ
の
例

で
あ
り
、
す
べ
て
が
平
野
系
の
書
体
と
は
言
い
が
た
い
が
、
も
と
も
と
は
な
い
濁
点
の
有
る
活
字
が
補
わ
れ
て
い
る
。
か

つ
て
宣
長
は
、「
濁
音
ハ
タ
ヾ
清
音
ノ
変
ニ
シ
テ
。
モ
ト
ヨ
リ
別
ナ
ル
者
ニ
非
ザ
ル
故
ニ
。
皇
国
ノ
正
音
ニ
ハ
。
是
ヲ
別
ニ

ハ
立
テ
」
な
い
と
述
べ
た
（「
皇
国
ノ
正
音
」『
漢
字
三
音
考
』
一
七
八
五
年
）。「
和
様
」
活
字
が
そ
の
表
現
で
あ
っ
た
か
は
、

い
ま
と
な
っ
て
は
分
ら
な
い
が
、「
和
様
」
活
字
に
濁
点
を
補
う
こ
と
は
、
そ
の
体
系
の
否
定
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
　
五
.「
和
様
」
活
字
後
の
活
字
に
お
け
る
濁
点
活
字
の
整
備

　「
和
様
」
活
字
後
の
非
「
和
様
」
活
字
に
お
い
て
は
、
濁
点
を
附
し
た
活
字
を
作
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
れ
を
た
ん
に
「
濁
点
活
字
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
非
「
和
様
」
活
字
に
お
い
て
も
、
印
刷
需
要
に
応
え
る
べ
く
、
変

体
仮
名
の
活
字
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
と
う
ぜ
ん
な
が
ら
、
清
濁
の
問
題
を
有
つ
仮
名
が
あ
る
。
そ

れ
ら
の
仮
名
で
は
、
濁
点
活
字
が
整
備
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

　
本
題
に
入
る
ま
え
に
、
非
「
和
様
」
活
字
そ
の
も
の
の
展
開
に
つ
い
て
、
す
こ
し
だ
け
触
れ
て
お
く
。
在
京
の
平
野
活
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図六　鈴木力『新々長崎土産』再版（一八九〇。国立国会図書館蔵）
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版
製
造
所
に
お
い
て
「
和
様
」
が
抛
擲
さ
れ
、
ま
た
主
力
製
品
で
あ
っ
た
五
号
活
字
に
お
い
て
は
、「
和
様
」
活
字
は
そ
も

そ
も
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
さ
き
に
触
れ
た
が
、
そ
こ
で
か
わ
り
に
製
作
さ
れ
た
の
は
、
近
世
後
期
板
本
で
醸
成
さ

れ
た
、
板
本
書
体
と
近
年
呼
ば
れ
る
も
の
に
も
と
づ
く
書
体
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
作
ら
れ
た
文
字
は
、
濁
点
活
字
を
有
す

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
さ
し
あ
た
っ
て
重
要
で
あ
る
。
同
時
期
に
、
実
業
家
で
仮
名
専
用
運
動
で
知
ら
れ
る
清
水
卯
三

郎
が
、
浮
世
絵
師
や
筆
耕
な
ど
で
知
ら
れ
た
梅
素
亭
玄
魚
こ
と
宮
城
喜
三
郎
に
版
下
を
書
か
せ
て
、
パ
リ
で
活
字
を
製
作

さ
せ
よ
う
と
し
た
と
か
い
う
逸
話
も
示
唆
的
で
あ
る
。
同
じ
こ
ろ
、
大
蔵
省
印
刷
局
で
は
、「
和
様
」
に
靡
い
た
よ
う
な
書

体
を
作
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
も
濁
点
活
字
は
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
明
治
十
年
代
中
葉
に
は
、
竹
口
芳
五
郞
や
竹
口

正
太
郎
ら
が
、
東
京
築
地
活
版
製
造
所
（
平
野
活
版
製
造
所
が
改
称
）
の
一
部
活
字
を
御
家
流
に
よ
る
も
の
に
改
め
る
。

同
社
は
、
そ
の
後
、
明
治
三
十
年
代
に
い
た
っ
て
、
御
家
流
と
板
本
書
体
と
を
融
合
さ
せ
た
書
風
に
よ
る
書
体
を
展
開
す

る
。
同
時
期
に
は
、
秀
英
舎
（
現
在
の
大
日
本
印
刷
の
源
流
）
で
菱
湖
流
に
よ
る
書
体
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か

に
も
、
楷
書
体
活
字
や
行
書
体
活
字
の
展
開
な
ど
も
話
題
と
し
て
は
あ
る
が
、
仮
名
字
体
の
面
で
は
大
き
な
問
題
で
は
な

い
の
で
、
明
朝
体
に
つ
い
て
お
お
ま
か
に
纏
め
れ
ば
、
唐
様
的
な
書
体
が
明
治
初
期
に
わ
ず
か
に
製
造
さ
れ
た
の
ち
、
板

本
書
体
と
呼
ば
れ
る
書
風
の
書
体
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
が
、
上
代
様
の
仮
名
が
明
治
十
年
代
後
半
に
現
れ
、
明
治
二
十

年
代
後
半
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
そ
れ
ら
を
掛
け
合
わ
せ
た
よ
う
な
文
字
が
現
れ
、
古
典
的
書
体
と
し
て
定
着
し
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
図
七
に
よ
っ
て
濁
点
活
字
の
あ
り
さ
ま
を
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
東
京
築
地
活
版
製
造
所
に
よ
る
二
号
明
朝

体
活
字
の
総
数
見
本
帖
の
ほ
ぼ
最
後
の
二
葉
で
あ
る
。「
平
仮
名
」
で
は
、
ま
ず
、
清
音
が
示
さ
れ
、「
ん
」
が
続
き
、
半
濁

点
を
有
つ
仮
名
が
示
さ
れ
、
バ
行
か
ら
ダ
行
・
ガ
行
・
ザ
行
の
順
で
仮
名
が
示
さ
れ
、
さ
い
ご
に
合
字
や
記
号
な
ど
が
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図七　「二号明朝活字見本」（東京築地活版製造所、一八九三年。中村真也氏蔵）
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示
さ
れ
る
順
序
で
あ
る
（
な
お
、
お
お
く
の
見
本
帖
で
は
、
ガ
行
か
ら
バ
行
ま
で
濁
点
活
字
が
示
さ
れ
、
さ
い
ご
に
半

濁
点
活
字
が
続
く
）。
平
仮
名
で
は
、
い
ろ
は
歌
手
本
に
特
徴
的
な
仮
名
字
体
で
あ
る
い
ろ
は
仮
名
（
く
わ
し
く
は
矢
田
、

二
〇
一
二
、岡
田
、二
〇
二
一
を
参
照
）
が
示
さ
れ
た
の
ち
、そ
の
あ
と
に
「
変
体
仮
名
」
が
続
く
　
　
。「
於
（
お
）」
や
「
江

（
え
）」
が
現
行
の
仮
名
に
さ
き
だ
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
誤
り
で
は
な
い
。
こ
の
排
列
は
、
変
体
仮
名
が

掲
載
さ
れ
な
く
な
る
昭
和
初
期
に
い
た
っ
て
も
見
ら
れ
も
す
る
。
こ
こ
で
、
清
音
に
現
れ
る
仮
名
が
ど
れ
ほ
ど
濁
点
活
字

を
有
つ
も
の
か
見
て
み
る
と
、「
可
ａ
（
か
）」「
可
ｂ
」「
之
（
し
）」「
志
（
し
）」「
春
ａ
（
す
）」「
曽
（
ぞ
）」「
多
（
た
）」「
止
（
と
）」

に
は
あ
り
（「
と
」
に
は
な
い
）、「
起
（
き
）」「
介
（
け
）」「
古
（
こ
）」「
左
（
さ
）」「
徒
（
つ
）」「
弖
（
て
）」　
　
に
は
欠
く
。

ハ
行
の
仮
名
の
半
濁
点
に
つ
い
て
分
け
て
考
え
る
と
、「
八
（
は
）」「
者
（
は
）」「
本
ａ
（
ほ
）」
に
は
濁
点
・
半
濁
点
と
も

に
具
備
し
、「
婦
（
ふ
）」
は
ど
ち
ら
も
な
い
（
な
お
、「
つ
」「
や
」
に
半
濁
点
が
あ
る
の
は
、
何
を
表
す
の
か
、
い
ま
の
と

こ
ろ
考
え
が
な
い
）。
こ
れ
は
二
号
活
字
で
見
出
し
な
ど
の
用
途
以
外
に
需
要
が
乏
し
く
、
も
と
も
と
仮
名
字
体
を
網
羅

し
な
い
傾
向
に
あ
る
号
数
で
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
あ
る
い
は
、
差
し
引
い
て
の
こ
の
字
数
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

偏
り
が
際
立
つ
。

　
近
代
の
活
字
見
本
帖
の
仮
名
字
体
の
整
備
状
況
を
整
理
し
た
岡
田
（
二
〇
一
七
）
の
デ
ー
タ
の
う
ち
、
濁
音
活
字
の
整

備
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
四
号
か
ら
六
号
に
か
け
て
の
十
一
書
体
を
選
び
、
表
二
・
表
三
・
表
四
・
表
五
に
、
ど
れ
ほ
ど
濁

音
活
字
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
　
　
。
そ
の
結
果
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
特
定
の
仮
名
に
し
か
濁
音

活
字
は
用
意
さ
れ
な
い
。
清
音
だ
け
を
見
れ
ば
、
あ
ま
り
違
い
が
認
め
ら
れ
な
い
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
、
整
備
さ
れ
る
濁
音

活
字
の
書
体
間
分
布
が
異
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
は
」
や
「
ほ
」
の
音
で
は
、「
者
」「
八
」「
本
」
な
ど
に
由
来
す
る
仮

名
の
活
字
も
す
べ
て
の
書
体
で
現
れ
る
の
に
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
、
濁
点
活
字
を
有
す
る
書
体
の
数
が
す
べ
て
に
は
及
ば

（
18
）

（
17
）

（
16
）
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音類 字体 濁点活字
の書体 比率

か

か 11/11 100%
可 a 7/10 70%
可 b 6/10 60%
加 0/2 0%
嘉 0/2 0%

可 c 0/1 0%
閑 0/1 0%

き

き 9/11 82%
起 4/9 44%

幾 a 0/5 0%
幾 b 1/1 100%
幾 c 2/2 100%
支 0/1 0%
喜 0/2 0%
伎 0/1 0%

く

く 11/11 100%
具 3/9 33%

久 a 3/6 50%
久 b 0/2 0%
俱 0/1 0%

け

け 10/11 91%
介 5/8 63%
希 1/8 13%
遣 0/1 0%

こ

こ 11/11 100%
古 a 6/10 60%
己 0/2 0%
故 0/1 0%

音類 字体 濁点活字
の書体 比率

さ

さ 11/11 100%
左 2/9 22%

佐 a 0/5 0%
佐 b 0/3 0%

し

志 5/11 45%
之 a 5/6 83%
し 7/8 88%

之 b 5/8 63%
之 c 0/2 0%
新 0/1 0%

す

す 10/11 91%
春 a 6/10 60%
須 a 1/6 17%
須 b 0/4 0%
壽 a 0/1 0%
須 c 0/1 0%

せ

せ 10/11 91%
勢 a 1/8 13%
世 a 0/4 0%
世 b 1/1 100%
勢 b 0/1 0%
勢 c 2/2 100%

そ

そ 10/11 91%
曾 a 4/9 44%
楚 3/7 43%

曾 b 0/2 0%
曾 c 0/1 0%

表
二　

カ
行
の
仮
名
字
体
と
濁
音
仮
名
活
字
の
あ
る
書
体
の
数

　
　

そ
の
字
体
の
現
れ
る
書
体
の
数
を
分
母
と
し
、
濁
点
活
字
を
有
す
る
書
体
を
分
子
と
し
た
。
表
五
ま
で
同
様
。

表
三　

サ
行
の
仮
名
字
体
と
濁
音
仮
名
活
字
の
あ
る
書
体
の
数
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音類 字体 濁点活字
の書体 比率

た

た 11/11 100%
多 a 4/10 40%
多 b 1/6 17%
堂 a 0/4 0%
堂 b 0/1 0%

ち

ち 11/11 100%
知 a 1/8 13%
千 0/1 0%

知 b 0/1 0%
遅 0/1 0%

つ

つ 11/11 100%
川 3/9 33%

徒 a 3/8 38%
津 0/7 0%
都 0/2 0%

て

て 11/11 100%
天 3/9 33%

弖 a 1/7 14%
帝 0/5 0%

と

と 10/11 91%
止 7/10 70%

登 a 2/8 25%
登 b 0/4 0%

音類 字体
濁点活字の書体
（括弧内は半濁点

活字の書体）
比率

は

は 11 （11）/11 100%
者 a 7 （5）/11 64%
八 7 （2）/11 64%

盤 a 0 （0）/8 0%
波 0 （0）/3 0%

盤 b 0 （0）/1 0%
婆 0 （0）/1 0%

ひ

ひ 11 （11）/11 100%
飛 a 2 （2）/8 25%
飛 b 0 （0）/6 0%
比 1 （0）/3 33%
悲 0 （0）/1 0%

ふ
ふ 11 （11）/11 100%
婦 1 （1）/7 14%

布 a 0 （0）/1 0%

へ
へ 11 （11）/11 100%

遍 a 4 （2）/8 50%
遍 b 0 （0）/2 0%

ほ

ほ 11 （11）/11 100%
本 a 8 （3）/11 73%
保 a 0 （0）/9 0%
保 b 0 （0）/4 0%
本 b 1 （1）/1 100%

表
四　

タ
行
の
仮
名
字
体
と
濁
音
仮
名
活
字
の
あ
る
書
体
の
数

表
五　

ハ
行
の
仮
名
字
体
と
濁
音
仮
名
活
字
の
あ
る
書
体
の
数
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な
い
し
、
半
濁
点
活
字
と
な
れ
ば
な
お
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
仮
名
に
濁
点
を
附
す
・
附
さ
な
い
の
選
択
は
、
そ
こ
に
判

断
が
起
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
仮
名
字
体
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
規
範
意
識
の
投
影
と
言
え
よ
う
が
、
こ
の
よ
う

に
附
す
・
附
さ
な
い
の
判
断
に
ゆ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
ゆ
れ
る
文
字
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
に
ば
ら
つ

き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
濁
点
活
字
の
状
況
は
、
そ
の
よ
う
な
字
体
の
周
縁
性
の
て
い
ど
を
示
す

も
の
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
す
べ
て
の
可
能
性
が
あ
る
仮
名
に
濁
点
が
附
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
濁
点
活
字
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、

「
和
様
」
と
は
異
っ
た
濁
音
表
示
の
考
え
方
を
示
す
。
そ
れ
は
「
和
様
」
活
字
の
運
用
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
た
こ
と

で
は
あ
っ
た
が
、「
和
様
」
活
字
の
字
体
の
製
作
方
法
が
在
る
べ
き
文
字
を
す
べ
て
在
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

非
「
和
様
」
活
字
の
そ
れ
は
、
で
き
る
だ
け
す
く
な
く
作
る
態
度
と
で
も
言
え
よ
う
か
。「
和
様
」
活
字
の
印
刷
物
に
お
け

る
姿
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
選
択
の
幅
を
狭
め
る
た
め
に
も
、
字
体
数
が
際
限
な
く
増
え
る
こ
と
は
好
ま
れ
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
、
選
別
意
識
が
働
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
り
、
消
極
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
り

は
し
て
も
、
そ
れ
は
仮
名
字
体
意
識
の
投
影
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
仮
名
に
濁
点
活
字
を
欠
い
て

し
ま
っ
て
い
て
は
、
そ
の
字
体
は
濁
点
を
用
い
な
い
場
面
で
し
か
使
う
こ
と
が
で
き
ず
、
濁
点
を
正
確
に
用
い
る
圧
力
が

高
ま
る
な
か
で
、
実
用
的
に
、
ふ
つ
う
の
印
刷
で
は
用
い
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
小
林

ベ
タ
ー
（
二
〇
一
四
）
が
述
べ
る
よ
う
な
、
明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
変
体
仮
名
の
使
用
の
減
少
も
、
そ
の
よ
う
な
前
段

階
を
有
つ
は
ず
で
あ
る
。
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

　
　
六
.
お
わ
り
に

　
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
の
第
五
章
は
、
題
し
て
「
開
化
の
軋
み
」
と
い
う
。
そ
の
い
う
と
こ
ろ
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

現
代
の
よ
う
な
平
仮
名
と
明
朝
体
漢
字
の
印
刷
書
体
の
あ
い
だ
が
ら
が
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
め
ぐ
る
エ

ス
キ
ス
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、「
和
様
」
は
、
行
書
を
中
心
と
し
た
ふ
る
き
様
式
の
象
徴
の
ご
と
く
に
扱
わ
れ
る
。
小
宮

山
（
二
〇
二
〇
）
な
ど
も
、
く
り
か
え
し
、
本
来
の
び
や
か
で
あ
る
は
ず
の
仮
名
が
活
字
の
ま
四
角
に
収
め
ら
れ
る
こ
と

の
不
安
定
を
「
和
様
」
に
見
出
す
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
開
化
の
軋
み
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は

は
た
し
て
四
角
に
収
め
る
こ
と
へ
の
違
和
感
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
久
田
（
二
〇
一
九
）
は
、
楷
書
体
の
漢
字
︱
︱
明
朝
体

も
ひ
ろ
い
意
味
で
楷
書
体
の
一
部
で
あ
る
︱
︱
と
平
仮
名
の
組
合
せ
が
十
八
世
紀
を
通
じ
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
巧
拙
は
と
も
か
く
、
昌
造
に
せ
よ
、
香
稚
に
せ
よ
、
い
ま
さ
ら
向
き
合
う
べ
き
違
和
感
で
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

　
濁
音
表
示
の
あ
り
か
た
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
は
、「
和
様
」
活
字
の
特
異
的
に
積
極
的
な
濁
音
表
示
の
体
系
化
と
、
非

「
和
様
」
活
字
に
お
け
る
体
系
を
破
壊
す
る
よ
う
な
消
極
的
な
濁
点
活
字
の
用
意
で
あ
っ
た
　
　
。
そ
れ
で
は
、
ど
ち
ら

を
レ
ド
ゥ
シ
ー
ル
の
原
理
の
現
れ
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
的
に
、
後
者
が
あ
ら
た
な
体
系
に
導
く
こ
と
を
言
う
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
濁
点
の
明
示
を
要
請
す
る
世
の
動
き
も
不
可
視
化
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
い
ま
こ
の
よ
う
に
濁
音
を
濁
点
に
よ
っ
て
正
確
に
表
現
す
る
と
い
う
営
み
は
、
筆
耕
の
書
い
た
も
の
を
版
木
に
起
こ
せ

ば
済
ん
だ
整
版
版
下
に
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
い
ざ
活
版
の
世
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
多
字
体
の
ま
ま
で
は
管

理
す
べ
き
活
字
の
増
大
を
招
く
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
多
字
体
の
活
字
を
う
ま
く
捌
き
き
れ
な
い
こ
と
は
、
香
稚
ら

（
19
）
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の
理
想
が
投
影
さ
れ
た
「
和
様
」
活
字
の
時
代
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
非
「
和
様
」
活
字
に
お
い
て
、
消

極
的
に
濁
点
活
字
へ
と
拡
張
さ
れ
る
際
に
は
、
選
ば
れ
る
べ
き
字
体
に
つ
い
て
の
意
識
が
あ
い
ま
い
に
働
き
、
あ
る
書
体

に
お
い
て
は
濁
点
が
与
え
ら
れ
、
あ
る
書
体
に
お
い
て
は
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
き
た
。
そ
れ
ら
の
文
字
は
、

仮
名
字
体
意
識
の
ゆ
ら
ぐ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ゆ
ら
ぎ
は
、
の
ち
の
仮
名
字
体
統
一
の
な
か
で
切
り
捨
て
ら
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　
　
文
　
献

青
山
由
起
子
（
二
〇
〇
二
）　
「
江
戸
時
代
に
於
け
る
「
御
家
流
」
と
「
唐
様
」　
「
書
体
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
伝
達
」

『
表
現
文
化
研
究
』
一
・
二

青
山
由
起
子
（
二
〇
〇
五
）　
「
明
治
維
新
に
お
け
る
公
文
書
書
体
の
転
換　

藩
士
が
見
た
「
布
達
」
類
の
書
体
と
記
録
し

た
「
控
」
類
の
書
体
」『
書
学
書
道
史
研
究
』
一
五

板
倉
雅
宣
（
二
〇
〇
二
）　
『
和
様
ひ
ら
か
な
活
字
』
ヴ
ィ
ネ
ッ
ト
三
、
朗
文
堂

内
田
宗
一
（
二
〇
〇
一
）　
「『
古
事
記
伝
』
の
仮
名
字
体　

訓
仮
名
出
自
字
体
の
忌
避
と
そ
の
背
景
」『
国
語
文
字
史
の
研

究　

六
』
和
泉
書
院

内
田
宗
一
（
二
〇
〇
六
）　
「『
古
言
梯
』
の
仮
名
字
体　

訓
仮
名
出
自
字
体
の
忌
避
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
文
字
史
の
研
究　

九
』
和
泉
書
院

内
田
宗
一
（
二
〇
一
〇
）　
「
賀
茂
真
淵
著
作
に
お
け
る
仮
名
字
体
使
用
に
関
す
る
考
察　

訓
仮
名
出
自
字
体
の
忌
避
を
め
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明治前期鋳造活字の平仮名書体における濁音表示と仮名字体意識

ぐ
っ
て
」『
語
文
』
九
二
・
九
三

岡
田
一
祐
（
二
〇
一
七
）　
「
近
代
活
字
鋳
造
・
販
売
業
者
に
お
け
る
平
仮
名
字
体
の
用
意
」『
語
文
論
叢
』
三
二

岡
田
一
祐
（
二
〇
二
一
）　
『
近
代
平
仮
名
体
系
の
成
立　

平
仮
名
字
体
意
識
と
明
治
期
読
本
』
文
学
通
信

小
林
ベ
タ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
（
二
〇
一
四
）　
「
明
治
前
期
の
出
版
物
に
お
け
る
平
仮
名
字
体
の
使
用
傾
向
に
つ
い
て
」『
国
文

論
叢
』
四
八

小
宮
山
博
史
（
二
〇
二
〇
）　
『
明
朝
体
活
字　

そ
の
起
源
と
形
成
』
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社

近
藤
明
日
子
（
二
〇
〇
五
）　
「
濁
点
文
字
使
用
率
か
ら
見
る
濁
音
表
記
」『
雑
誌
『
太
陽
』
に
よ
る
確
立
期
現
代
語
の
研
究　

『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
研
究
論
文
集
』
国
立
国
語
研
究
所
報
告
一
二
二
、
博
文
館
新
社

澤
崎
文
（
二
〇
一
九
）　
「
音
仮
名
の
訓
仮
名
化　

清
濁
を
書
き
分
け
な
い
表
記
シ
ス
テ
ム
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
文
学
研
究
』

一
八
九

鈴
木
広
光
（
二
〇
一
五
）　
『
日
本
語
活
字
印
刷
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

銭
谷
真
人
（
二
〇
一
五
）　
「
活
字
化
さ
れ
た
変
体
仮
名
に
見
ら
れ
る
装
飾
的
字
体
に
つ
い
て
」『
日
本
言
語
文
化
』
三
二

高
山
倫
明
（
二
〇
一
二
）　
『
日
本
語
音
韻
史
の
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

豊
島
正
之
（
二
〇
〇
二
）　
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
漢
字
整
理
に
つ
い
て
」『
国
語
と
国
文
学
』
七
九

−

一
一

豊
島
正
之
（
二
〇
〇
三
）　
「
音
韻
を
計
る
」
上
野
善
道
編
『
音
声
・
音
韻
』
朝
倉
日
本
語
講
座
三
、
朝
倉
書
店

沼
本
克
明
（
一
九
九
七
）　
『
日
本
漢
字
音
の
歴
史
的
研
究　

体
系
と
表
記
を
め
ぐ
っ
て
』
汲
古
書
院

春
田
ゆ
か
り
（
二
〇
一
六
）　
「
近
代
初
期
「
平
仮
名
活
字
」
の
書
き
手
に
つ
い
て　

池
原
香
穉
と
そ
の
周
辺
」『
タ
イ
ポ
グ

ラ
フ
ィ
学
会
誌
』
九
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久
田
行
雄
（
二
〇
一
九
）　
「
近
世
板
本
に
お
い
て
併
用
さ
れ
た
楷
書
体
漢
字
と
平
仮
名　

漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
史
的
研

究
」『
日
本
語
の
研
究
』
一
五

−

二

肥
爪
周
二
（
二
〇
一
九
）　
『
日
本
語
音
節
構
造
史
の
研
究
』
汲
古
書
院

府
川
充
男
（
二
〇
〇
四
）　
『
聚
珍
録
』
三
省
堂

藤
枝
晃
（
一
九
九
六
）　
「
日
本
語
を
楷
書
で
は
書
か
な
か
っ
た
」『
月
刊
し
に
か
』
七
・
七

〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）　
「
検
証　

諏
訪
神
社
収
蔵
「
木
彫
活
字
」」
同

編
纂
委
員
会
編
『
日
本
の
近
代
活
字　

本
木
昌
造
と
そ
の
周
辺
』
近
代
印
刷
活
字
文
化
保
存
会

矢
田
勉
（
二
〇
一
二
）　
『
国
語
文
字
・
表
記
史
の
研
究
』
汲
古
書
院

屋
名
池
誠
（
二
〇
一
一
）　
「
仮
名
は
な
ぜ
清
濁
を
書
き
分
け
な
か
っ
た
か
」『
芸
文
研
究
』
一
〇
一

山
田
健
三
・
伊
藤
莉
沙
（
二
〇
一
二
）　
「
烏
丸
本
徒
然
草
の
印
刷
技
法
」『
人
文
科
学
論
集　

文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

学
科
編
』
四
六

F
rellesvig, B

jarke. 2010. A
 history of the Japanese language. O

xford: O
xford U

niversity P
ress.

M
addieson, Ian. 1984. Patterns of sounds. C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity P
ress
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稿
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。
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。
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援

（JP
15H

05981
）
お
よ
び
基
金
・
若
手
研
究
（
Ｂ
）（JP

17K
13462

）
の
成
果
の
一
部
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
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海
学
園
大
学
人
文
学
部
講
師
）
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［
註
］

（
１
）  

「
和
様
」
と
は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
池
原
香
稚
の
手
に
な
る
と
さ
れ
、
新
町
活
版
所
が
製
作
し
た
平
仮
名
活
字
に
対
す
る
近

代
活
字
書
体
史
研
究
に
お
け
る
用
語
で
あ
る
。

（
２
）
嵯
峨
版
や
烏
丸
本
徒
然
草
の
印
刷
手
法
に
つ
い
て
、
論
旨
に
か
か
わ
る
範
囲
で
簡
単
な
説
明
を
試
み
た
い
。
近
代
に
い
た
っ
て
西
洋

式
活
字
印
刷
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
以
前
に
も
活
字
印
刷
は
行
わ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
年

−

一
六
一
五

年
）
以
前
の
活
字
印
刷
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
諸
本
を
古
活
字
版
と
呼
ん
で
尊
ん
で
き
た
（
そ
の
間
の
活
字
印
刷
は
近
世
木も

っ

活
字
と

い
う
）。
嵯
峨
版
は
、
そ
の
よ
う
な
古
活
字
版
の
雄
で
あ
る
。
角
倉
素
庵
（
一
五
七
一
（
元
亀
二
）
年

−

一
六
三
二
（
寛
永
九
）
年
）
が

行
っ
た
出
版
事
業
の
産
物
を
謂
い
、
活
字
で
あ
り
な
が
ら
写
本
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
流
麗
な
文
字
で
知
ら
れ
る
。
近
代
日
本
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
活
字
は
、
漢
文
の
た
め
に
作
ら
れ
た
正
方
形
の
枠
に
一
字
一
字
が
収
め
ら
れ
て
一
本
の
活
字
と
な
る
形
態
︱
︱
原
稿
用

紙
の
よ
う
な
︱
︱
を
基
調
と
す
る
活
字
で
あ
る
の
に
対
し
て
（
小
宮
山
、
二
〇
二
〇
）、
古
活
字
版
は
、
長
方
形
の
枠
に
対
し
て
、
か
な

ら
ず
し
も
一
枠
一
字
に
囚
わ
れ
な
い
活
字
製
作
が
行
わ
れ
て
お
り
、
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
は
そ
れ
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
鈴
木
（
二
〇
一
五
）
に
よ
れ
ば
、
嵯
峨
版
で
は
、
そ
の
よ
う
な
枠
を
一
・
五
枡
ぶ
ん
用
い
た
り
、
あ
る
い
は
二
枡
・
三
枡
と
用

い
、ま
た
そ
こ
に
治
め
る
文
字
も
、枡
目
の
数
に
縛
ら
れ
ず
、三
枡
ぶ
ん
に
対
し
て
一
文
字
を
彫
り
込
む
よ
う
な
こ
と
も
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
手
書
き
の
よ
う
な
見
た
目
を
再
現
し
て
い
る
。
な
お
、
西
洋
式
活
字
印
刷
技
術
が
再
利
用
性
の
あ
る
鋳
型
に
よ
っ
て
複
製
容
易
な

金
属
活
字
を
用
い
る
の
に
対
し
て
、
古
活
字
版
で
は
木
片
に
一
本
一
本
彫
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
烏
丸
本
徒
然

草
は
、
そ
の
点
異
様
で
、
最
初
の
一
葉
を
刷
り
上
げ
た
、
あ
る
い
は
行
単
位
に
文
字
を
刻
ん
だ
木
版
を
切
り
出
し
て
一
字
一
字
活
字
に
し
、

さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
補
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
山
田
・
伊
藤
、
二
〇
一
二
）。
烏
丸
本
徒
然
草
は
、

藤
原
氏
出
身
の
公
卿
・
烏
丸
光
広
の
校
訂
に
か
か
り
、
句
読
清
濁
を
示
し
た
も
の
で
近
世
期
に
ひ
ろ
く
流
通
し
た
。

（
３
）
現
代
語
に
お
け
る
清
濁
の
対
立
を
声
に
帰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
調
音
点
の
異
る/h/-/b/

の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
た
、
等
韻
学
的
な
理
解
で
あ
れ
ば
、
調
音
面
に
の
み
着
目
す
れ
ば
よ
い
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
ナ
・
マ
行
が
清
音

の
対
立
項
を
欠
い
た
濁
音
に
な
っ
て
し
ま
う
（
中
古
漢
語
で
は/n/, /m

/
を
含
む
「
明
」・「
微
」・「
泥
」（
・「
娘
」）
の
各
声
母
は
鼻
音

や
流
音
の
次
濁
音
で
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
連
濁
に
代
表
さ
れ
る
変
音
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
組
と
い
う
説
明
が
導
か
れ
る
の
で
あ

る
。
上
代
語
で
は/k/, /s/, /t/, /p/

の
無
声
閉
鎖
音
に
お
い
て
変
音
関
係
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
阻
碍
音
前
鼻
音
の
対
立
が
あ
る
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こ
と
そ
の
も
の
は
、
通
言
語
的
に
は
ま
ま
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
（M

addieson, 1984, 67

）。

（
４
）
現
代
日
本
語
に
お
け
る
濁
音
は
、
か
な
り
の
部
分
を
漢
字
音
や
借
用
語
な
ど
が
占
め
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
と
う
ぜ
ん
、
日
本
語
の
知

識
か
ら
は
予
測
性
を
欠
く
。
た
と
え
ば
、
ベ
ッ
ト
と
ベ
ッ
ド
、
バ
ッ
ク
と
バ
ッ
グ
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
変
音
関
係
を
乱
す
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、助
詞
の
ガ
な
ど
の
よ
う
に
、も
と
も
と
濁
音
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、い
つ
ど
の
よ
う
に
こ
の
語
形
と
な
っ

た
か
想
定
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。

（
５
）
専
門
的
な
解
説
は
省
く
が
、
澤
崎
（
二
〇
一
九
）
は
、
音
仮
名
と
訓
仮
名
と
で
濁
音
の
表
示
の
書
き
分
け
の
態
度
が
異
り
、
書
き

分
け
が
見
ら
れ
な
い
の
は
一
音
の
訓
仮
名
主
体
表
記
か
、
訓
仮
名
と
音
仮
名
と
が
混
用
さ
れ
る
表
記
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
一
音
の
訓
仮
名
に
お
け
る
清
濁
表
記
の
書
き
分
け
が
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
多
音
節
仮
名
で
は
清
濁
に
注
意
が
用
い
ら

れ
る
と
し
、
一
音
の
訓
仮
名
で
清
濁
が
両
用
さ
れ
る
の
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
清
音
が
濁
音
に
転
じ
う
る
と
い
う
知
識
に
基
づ
く
と
す
る
。

音
仮
名
と
訓
仮
名
が
混
用
さ
れ
る
文
献
に
お
い
て
、
清
濁
の
書
き
分
け
が
な
い
の
は
、
漢
字
音
を
背
景
に
そ
れ
な
り
の
正
確
性
を
も
っ

て
用
い
ら
れ
が
ち
な
音
仮
名
が
、
訓
仮
名
の
体
系
に
同
化
し
た
こ
と
を
表
す
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
る
。
数
に
お
い
て
劣
る
訓
仮
名
へ

の
併
呑
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
か
は
た
め
ら
い
も
あ
る
が
、興
味
深
い
考
え
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、清
濁
表
記
と
連
濁
現
象
と
は
切
っ

て
も
切
り
離
せ
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

（
６
）
原
本
は
印
刷
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
河
野
通
「
幕
末
維
新
に
生
ま
れ
た
和
文
金
属
活
字
」『
活
字
文
明
開
化
　
本
木
昌
造
が
築

い
た
近
代
』（
印
刷
博
物
館
、
二
〇
〇
三
）、
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
一
、三
九
三

−

三
九
六
）
に
一
部
図
版
が
あ
る
。

（
７
）
こ
の
名
称
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
の
問
題
と
し
て
は
池
原
の
手
に
な
る
と
さ
れ
る
こ
の
書
体
は
書
道
史
に
い
う

「
和
様
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
和
様
と
は
、
元
来
、
小
野
道
風
か
ら
藤
原
行
成
を
通
じ
て
世
尊
寺
流
・
青
蓮
院
流
に
受
け
継
が
れ
て

き
た
書
風
の
謂
い
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
こ
れ
を
和
様
と
す
る
な
ら
ば
、
非
和
様
系
と
は
、
そ
れ
以
外
の
書
風
を
持
つ
平
仮
名
活
字
を

謂
う
こ
と
に
な
る
が
、
香
稚
の
書
風
が
あ
ま
り
一
般
的
な
書
風
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
和
様
系
は
世
に
行
わ
れ
た
そ
れ
以
外

の
書
風
と
な
っ
て
し
ま
い
、
築
地
活
版
が
一
八
九
〇
年
ご
ろ
か
ら
整
理
し
た
一
号
細
仮
名
の
系
統
の
よ
う
な
、
た
だ
し
く
御
家
流
=
和

様
を
受
け
継
ぐ
活
字
書
体
を
排
除
す
る
こ
と
と
な
る
。「
和
様
」
は
括
弧
付
き
で
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
こ
れ
が
た
し

か
に
「
和
様
」
と
い
う
名
称
に
お
い
て
当
事
者
た
ち
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
香
稚
が
国
学
者
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
筆
跡
が
、
和
様
と
い
う
よ
り
も
儒
学
者
の
そ
れ
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
、
す
で
に
岡
麓
が
指
摘
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し
て
い
る
と
い
う
（
春
田
、
二
〇
一
六
、二
六
）。
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
三
、二
二
）
は
、
こ
の
書
体
が
同
時
代
の
活
字
や
全
時
代
の
木

活
字
に
お
い
て
珍
し
く
な
い
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
、
こ
れ
ら
の
書
体
の
出
自
︱
︱
近
世
ま
で
の
活
字
版
は
一
般
民
衆
の
た
め

の
媒
体
で
は
な
い
︱
︱
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
げ
ん
に
、「
和
様
」
書
体
は
活
字
印
刷
の
大
衆
化
の
な
か
で
抛

擲
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
さ
ら
に
い
え
ば
、
府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
二
、一
六
八
）
で
は
、「
和
様
」
活
字
に
つ
い
て
、「
池
原
香
穉
が
版
下
を
書
い
た
と
さ
れ
、
明

治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
小
学
校
令
施
行
規
則
以
降
に
謂
う
と
こ
ろ
の
変
体
仮
名
を
多
く
交
え
、
最
初
期
新
町
活
版
所
の
初
製
に

係
る
、
ほ
ぼ
共
通
す
る
書
風
を
持
つ
二
号
・
三
号
・
四
号
の
平
仮
名
活
字
」
と
い
う
定
義
を
与
え
て
い
る
（
な
お
、「
変
体
仮
名
を
多
く

交
え
」
云
々
は
定
義
に
必
要
が
な
い
）。
こ
れ
は
、五
号
活
字
を
含
ん
で
お
ら
ず
、定
義
と
し
て
不
足
が
あ
る
。
府
川
（
二
〇
〇
四
、巻
三
、

二
三

−

五
三
）
に
よ
れ
ば
、
五
号
活
字
の
例
を
新
町
活
版
所
で
作
っ
た
も
の
と
見
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、〈
本
木
昌
造
・
活
字

復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ
（
二
〇
〇
三
）
が
明
ら
か
に
す
る
と
お
り
、
ほ
か
の
「
和
様
」
活
字
同
様
、
長
崎
・
諏
訪
神
社

に
種
字
が
一
部
保
存
さ
れ
て
お
り
、と
う
ぜ
ん
「
和
様
」
活
字
の
一
員
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、別
の
箇
所
で
は
（
府

川
、
二
〇
〇
四
、
巻
三
、一
一
三
一
、
注
三
一
一
四
）、
あ
る
に
は
あ
っ
た
が
東
京
で
の
使
用
例
を
見
な
い
と
だ
け
述
べ
る
。

　
　「
和
様
」
活
字
が
「
和
様
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
明
治
維
新
下
の
書
体
体
制
か
ら
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
青
山
（
二
〇
〇
五
）
は
、

楷
書
を
不
敬
と
し
て
禁
じ
た
江
戸
幕
府
の
制
禁
が
消
え
去
っ
て
、
唐
様
へ
と
転
換
し
た
こ
と
を
明
治
新
政
府
か
ら
諸
藩
へ
の
通
達
の
写

し
方
か
ら
示
す
。
楷
書
の
使
用
が
不
敬
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
青
山
（
二
〇
〇
五
）
は
言
及
し
な
い
が
、
エ
ッ
セ
イ
で
は
あ
る
が
、

藤
枝
（
一
九
九
六
）
は
、
楷
書
の
公
的
書
体
と
し
て
の
価
値
を
述
べ
、
天
皇
の
も
の
で
あ
る
楷
書
で
書
か
れ
た
文
書
を
院
か
ら
も
、
幕

府
か
ら
も
発
給
し
な
か
っ
た
こ
と
の
意
義
を
説
い
て
お
り
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
幕
府
の
立
場
か
ら
楷
書
を
使
う
と
天
皇
の
文
書
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
香
稚
は
た
ん
に
国
学
に
通
じ
て
明
治
新
政
府
に
仕
え
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
尊
皇

派
と
し
て
倒
幕
を
試
み
投
獄
す
ら
さ
れ
た
身
で
あ
る
。
香
稚
が
の
ち
詠
歌
を
師
事
し
た
御
歌
所
長
を
も
務
め
た
高
崎
正
風
の
書
風
も
参

考
と
な
ろ
う
。
和
様
と
唐
様
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
青
山
（
二
〇
〇
二
）
に
論
が
あ
る
。

（
８
）
濁
音
仮
名
の
認
定
お
よ
び
記
紀
万
葉
に
お
け
る
使
用
は
、
べ
ん
ぎ
、石
塚
龍
麿
『
古
言
清
濁
考
』（
菱
屋
孫
兵
衛
、一
八
〇
一
）
に
従
う
。

な
に
を
濁
音
仮
名
と
捉
え
る
の
か
は
、
現
代
と
同
じ
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
な
に
を
訓
仮
名
由
来
と
す
る
か
に
つ
い
て
も
同
様
）。

早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
さ
れ
る
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
を
参
看
し
た
。
字
体
を
示
す
必
要
は
乏
し
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い
の
で
、
印
刷
の
便
宜
を
図
り
、
仮
名
の
由
来
と
な
っ
た
字
母
で
示
す
が
、
仮
名
が
つ
ね
に
字
母
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

　
　
な
お
、「
和
様
」
活
字
の
仮
名
の
認
定
は
、
板
倉
（
二
〇
〇
二
）
お
よ
び
〈
本
木
昌
造
・
活
字
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
調
査
グ
ル
ー
プ

（
二
〇
〇
三
）
か
ら
訂
正
し
た
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
岡
田
（
二
〇
一
七
）
に
大
阪
活
版
製
造
所
の
『
五
号
活
字
総
数
目
録
』
を
は
じ
め

と
す
る
活
字
総
数
見
本
帖
の
字
体
掲
載
状
況
を
整
理
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、「
騰
（
と
）」
を
あ
や
ま
っ
て
「
謄
」
に
作
っ
て
い
た

の
で
訂
正
す
る
。

（
９
）「
宜
」
は
「
ぎ
」「
げ
」
の
い
ず
れ
と
も
取
れ
る
。
ま
た
、「
邪
」
は
、
平
安
以
降
「
や
」
と
読
む
が
、
万
葉
仮
名
と
し
て
は
「
ざ
」
し
か

表
さ
な
い
。

（
10
）
契
沖
は
『
和
字
正
韻
』（
一
六
九
一
年
成
立
）
に
お
い
て
、「
伎
（
ぎ
）」「
壽
（
ず
）」
な
ど
が
濁
音
仮
名
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て

お
り
、
賀
茂
真
淵
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
は
濁
音
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
（
内
田
、
二
〇
一
〇
、一
〇
二
）。
し
か
し
な
が
ら
、

『
和
字
正
韻
』
は
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
真
淵
も
意
図
を
明
示
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
香
稚
が
同
じ
観
点
か
ら
こ
れ
ら
の
文
字
を

組
み
入
れ
た
か
は
分
ら
な
い
。

（
11
）
あ
る
仮
名
が
特
殊
で
あ
る
と
言
明
す
る
こ
と
は
、
た
や
す
く
示
し
が
た
い
け
れ
ど
も
、
類
例
を
容
易
に
見
出
し
が
た
い
も
の
と
す
る

に
留
め
る
。

（
12
）「
止
（
と
）」
は
、
現
行
の
「
と
」
と
形
状
が
異
る
も
の
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
る
。

（
13
）
注
七
に
述
べ
た
よ
う
に
、
府
川
（
二
〇
〇
四
）
は
、
五
号
の
「
和
様
」
活
字
に
つ
い
て
び
み
ょ
う
な
態
度
を
取
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

府
川
（
二
〇
〇
四
、
巻
三
、六
六
）
が
「
本
木

−

平
野
五
号
仮
名
第
一
次
型
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
平
野
活
版
製
造
所
の
製
作
に
か
か
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
14
）
な
お
、こ
の
よ
う
な
字
体
分
布
は
、国
学
者
流
の
仮
名
表
記
と
お
お
は
ば
に
異
る
わ
け
で
は
な
い
。
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
よ
う
な
、

字
体
に
意
を
払
っ
た
著
作
に
お
い
て
も
、「
と
」
や
「
め
」
が
現
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
矢
田
、
二
〇
一
二
、
第
六
編
第
二
章
）。

矢
田
は
、
国
学
者
た
ち
が
い
か
な
る
著
作
に
お
い
て
も
訓
仮
名
忌
避
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
選
択
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。『
西
洋
古
史
略
』
の
対
象
読
者
層
か
ら
す
れ
ば
、こ
の
草
稿
に
用
い
ら
れ
る
仮
名
字
体
は
、た
し
か
に
、訓
仮
名
な
し
で
も
じ
ゅ

う
に
ぶ
ん
に
衒
学
的
と
は
言
え
る
。
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（
15
）
矢
田
（
二
〇
一
二
、第
六
編
第
三
章
）
で
は
、こ
れ
よ
り
は
や
い
活
版
印
刷
の
例
に
『
大
祓
詞
正
訓
』（
一
八
七
三
）、『
毎
朝
神
拝
詞
記
』

（
一
八
八
一
）
を
挙
げ
る
が
、
確
認
で
き
て
い
な
い
。
矢
田
（
二
〇
一
二
、
第
六
編
第
三
章
）
で
は
注
意
深
く
言
明
が
避
け
ら
れ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
国
学
者
の
出
版
物
の
書
体
が
す
く
な
か
ら
ず
楷
書
体
と
切
り
分
け
ら
れ
そ
う
な
ほ
ど
に
独
立
し
た
平
仮
名
と
で
構
成
さ
れ

る
こ
と
を
し
て
、
後
世
の
活
版
印
刷
に
お
け
る
モ
ー
ド
を
用
意
し
た
と
い
う
言
説
が
と
き
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
説
で
は
、
平

田
派
が
実
質
的
に
活
動
を
停
止
す
る
明
治
一
〇
年
代
後
半
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
活
版
印
刷
に
取
り
組
む
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

（
16
）「
曽
（
そ
）」
の
み
い
ろ
は
仮
名
を
欠
く
が
、濁
点
活
字
は
あ
る
の
で
、誤
脱
で
あ
ろ
う
。「
こ
」
と
「
古
ａ
」
や
、「
す
」
と
「
春
ａ
」、「
み
」

と
「
三
」
と
が
入
れ
違
っ
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、「
ふ
」「
ほ
」
を
欠
く
の
も
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
17
）
あ
や
ま
っ
て
「
く
」
の
つ
ぎ
に
置
か
れ
る
。

（
18
）
選
定
し
た
書
体
は
、
岡
田
（
二
〇
一
七
）
で
謂
う
と
こ
ろ
の
、
国
87
五
明
・
四
明
・
五
楷
、
紙
77
四
明
・
五
明
、
平
78
四
甲
、
築
94
五
明
、

築
86
六
明
、
築
17
四
細
・
四
太
、
秀
28
四
明
で
あ
る
。
字
母
が
同
一
で
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
字
体
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
附
し
て
弁

別
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）
な
お
、
銭
谷
（
二
〇
一
五
）
で
は
、
こ
の
「
和
様
」
活
字
を
非
「
和
様
」
活
字
と
綯
い
交
ぜ
に
し
て
、
活
字
字
体
の
出
自
を
探
っ
て

い
る
が
、
今
見
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
扱
い
は
非
で
あ
る
。
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