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南
山
進
流
講
式
譜
本
に
お
け
る
長
音
・
連
母
音
の
処
理
に
つ
い
て

―
主
に
記
号
「
合
」「
ワ
ル
」
に
注
目
し
て

浅

田

健

太

朗

は
じ
め
に

仏
教
歌
謡
で
あ
る
声
明
の
誦
唱
に
、
種
々
の
古
い
発
音
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
本
稿
で
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
オ
段
・
ウ
段
の
長
音
あ
る

い
はau,

ou,
eu,

iu

等
の
連
母
音
に
関
連
し
て
、
す
で
に
先
学
に
よ

る
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

た
と
へ
ば
「
妙
」「
勝
」
の
類
を
明
に
「
メ
ウ
」「
セ
ウ
」
と
発

音
す
る
如
き
は
、
平
曲
以
下
に
は
な
い
事
で
、
こ
れ
が
古
代
の

正
し
い
発
音
で
あ
つ
た
事
は
、
仮
名
に
書
い
た
材
料
に
対
照
し

て
明
に
証
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。（
橋
本
（
一
九
二
九
））

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
も
っ
と
先
の
仏
道
の
「
道
」

の
字
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
「
タ
ト
ノ
中
音
」
と
い
う
注
記
が
あ

る
が
、『
魚
山
蠆
芥
集
』
で
は
、
こ
こ
に
、「
ダ
と
取
り
付
き
て

ア
の
響
き
に
し
て
す
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
ダ
と
声
を
出

し
は
じ
め
て
、
ア
の
声
を
引
け
、
そ
う
し
て
最
後
に
ウ
と
言
え
、

と
い
う
口
伝
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
〔dau

〕
と
言
え
と
い

う
指
定
で
あ
る
。（
金
田
一
（
一
九
六
一
））

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
中
古
末
か
ら
中
世
末
に
か
け
て
進
行
し
た
連

母
音
融
合
・
長
音
化
が
関
連
し
て
い
る
。
中
途
経
た
と
考
え
ら
れ
る

開
合
の
区
別
を
今
は
措
い
て
単
純
化
す
る
と
、au

・ou

がoː

に
、eu

がoː
に
、iu

がuː

に
、ei

がeː

に
長
音
化
し
て
現
代
語
に
至
っ
て

j
j

い
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
長
音
化
の
時
期
に
差
が
あ
り
、
大
ま
か
に
言
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う
とau,

ou,
eu

は
中
古
末
か
ら
中
世
中
期
に
か
け
て
、iu

は
中
世

中
期
か
ら
中
世
末
に
か
け
て
、ei

は
近
世
中
期
か
ら
現
代
に
か
け
て

生
じ
た
音
韻
変
化
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
音
韻
を
声
明
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
、
福
永
（
一
九
六
三
）
は
、
浄
土
真
宗
の
「
正
信
偈
和
讃
」

「
三
帖
和
讃
」「
御
文
章
」
等
の
伝
承
音
に
お
い
て
、iu,

eu

は
長
音

化
せ
ず[ iu] ,

[ eu]

を
保
ち
、au,

ou

は
と
も
に[ ou]

で
発
音
さ
れ
る
と

指
摘
し
た
。
筆
者
も
か
つ
て
浅
田
（
二
〇
一
一
）
に
お
い
て
、
真
言

宗
南
山
進
流
の
字
音
直
読
声
明
に
つ
い
て
、「
た
と
え
ば
、
玉
島
宥
雅

『
南
山
進
流
声
明
要
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
魚
山
蠆
芥
集
』
収

録
諸
曲
を
聞
く
と
、「
!
ウ
」
型
も
「
%
ウ
」
型
も
同
じ
く
［oː

］［ou

］

が
（「
!
ウ
」
型
に
は
ま
れ
に
［au

］
も
）
認
め
ら
れ
、
ど
ち
ら
の
発

声
を
採
用
す
る
か
に
規
則
性
は
見
出
さ
れ
な
い
。
因
み
に
「
$
ウ
」

型
は
ほ
と
ん
ど
が[ eu]

と
割
り
、
わ
ず
か
に[ oː]

も
見
ら
れ
る
。」
と

報
告
し
た
。
ま
たei

に
つ
い
て
は
基
本
的
に[ eː]

で
な
く[ ei]
で
誦
唱

さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
長
音
化
と
い
う
観
点
で
み
れ
ば
、
字
音
を
直

読
し
て
読
む
声
明
に
は
概
ね
中
世
初
期
か
ら
中
期
頃
の
音
韻
状
況
が

保
存
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
た
だ
し
、
開
合
の
区
別
は
現
代
の

誦
唱
に
保
存
さ
れ
て
い
な
い
（
１
）
。

さ
て
、
字
音
を
直
読
す
る
声
明
に
お
け
る
長
音
・
連
母
音
の
状
況

は
右
の
よ
う
に
略
述
で
き
る
が
、
漢
文
を
訓
読
し
て
唱
え
る
講
式
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
漢
文
を
訓
読

し
て
唱
え
る
講
式
の
誦
唱
に
お
い
て
、
長
音
あ
る
い
は
連
母
音
が
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
譜
本
上
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う

に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を
観
察
し
て
い
く
。

一
、
講
式
の
誦
唱
と
譜
本

講
式
の
誦
唱
と
、
講
式
譜
本
に
つ
い
て
は
、
金
田
一
（
一
九
六
四
）

の
研
究
に
詳
し
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
、
本
稿
に
関
わ
り
の
深

い
漢
語
に
関
す
る
部
分
を
引
用
し
、
声
点
と
誦
唱
と
の
関
係
を
説
明

し
て
お
く
。

(1)
漢
語
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
四
声
点
の
示
す
よ

う
な
ア
ク
セ
ン
ト
で
発
音
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

平
声
（
左
側
下
位
）･･･

低
平
調

○平
軽
声
（
左
側
中
位
）･･･

下
降
調

上
声
（
左
側
上
位
）･･･

高
平
調

○去
声
（
右
側
上
位
）･･･

上
昇
調

入
声
（
右
側
下
位
）

･･･

低
平
調
で
平
声
に
同
じ

△入
軽
声
（
右
側
中
位
）･･･

高
平
調
で
上
声
に
同
じ

△

で
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
、
○
の
二
つ
は
、
一
拍
の
こ
と
も
二
拍
の
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こ
と
も
あ
る
が
、
他
の
も
の
は
常
に
二
拍
分
の
長
さ
を
も
つ
。
△

の
二
つ
は
、
第
二
拍
が
キ
・
ク
・
チ
・
ツ
・
フ
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

(2)
「『
補
忘
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
《
出
合
》
の
現

い
で
あ
い

象
は
起
こ
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、《
語
の
前
の
部
分
に
低
い

拍
が
二
つ
並
ぶ
こ
と
を
避
け
て
平
声
＋
去
声
が
、
上
声
＋
平
声

に
同
じ
に
な
る
》
と
い
っ
た
烈
し
い
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
こ

れ
は
、
室
町
時
代
の
ア
ク
セ
ン
ト
資
料
と
は
っ
き
り
ち
が
う
点

で
あ
る
。
た
だ
し
、
高
い
部
分
が
一
語
の
中
に
二
個
所
現
わ
れ

な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
か
ら
、
多
少
の
変
化
は
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、『
大
慈
院
本
・
涅
槃
講
式
』（
元
禄
版
で
一
九
枚
９

行
）
の
「
惨
然
」
と
い
う
語
が
、
｟
上
去
｠
と
い
う
声
点
が
施

さ
れ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
｟
上
平
｠
と
い
う
声
点
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。（
中
略
）

(3)
各
漢
字
に
施
さ
れ
た
声
点
は
、
多
く
は
い
わ
ゆ
る
《
呉
音
の
四

声
点
》
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
行
の
韻
書
に
あ
が
っ
て
い

る
も
の
と
は
一
致
し
な
い
。
た
だ
し
、
全
部
が
呉
音
の
四
声
点

と
は
限
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
た
と
え
ば
「
二
」「
三
」

「
五
」
な
ど
の
同
一
の
文
字
に
対
し
、
語
に
よ
っ
て
平
声
点
・

上
声
点
・
去
声
点
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

あ
る
も
の
が
漢
音
の
四
声
点
を
つ
け
た
も
の
だ
か
ら
と
い
う
よ

り
も
、
日
本
で
ア
ク
セ
ン
ト
が
な
ま
っ
た
も
の
を
、
そ
の
高
低

の
曲
調
を
、
四
声
に
あ
て
て
解
釈
し
て
声
点
を
施
し
た
点
で
あ

る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

(4)
一
々
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
そ
ん
な
風
で
四
声
点
の
位
置
は
し

っ
か
り
固
定
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、
語
と
し
て
見
る

場
合
に
は
、
点
の
位
置
は
安
定
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
「
如
来
」
と
い
う
語
は
何
度
出
て
来
て
も
｟
上
上
｠
型
で

あ
り
、「
大
衆
」
と
い
う
語
は
、
何
度
出
て
来
て
も
｟
平
平
｠

型
で
あ
る
類
で
あ
る
。
こ
う
い
う
語
句
の
な
か
に
は
、
現
代
の

京
都
方
言
や
東
京
方
言
と
の
間
に
、
和
語
同
様
の
型
の
規
則
的

な
対
応
関
係
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。（
以
下

以
降
略
。
三

(5)

二
二
頁
）

以
上
の
よ
う
に
、
講
式
に
現
わ
れ
る
漢
語
に
お
い
て
は
、
基
本
的

に
呉
音
の
声
調
（
２
）

に
し
た
が
っ
て
唱
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
漢
語
の

部
分
に
節
博
士
が
付
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
講
式
譜
に
お
け
る
節
博

士
に
つ
い
て
、
桜
井
（
一
九
七
六
）
で
は
、

と
こ
ろ
で
、
当
の
『
講
式
』
で
活
躍
す
る
〈
節
博
士
〉
は
、
と

い
う
と
、
主
と
し
て
、
初
重
、
二
重
の
「
徴
」
と
「
角
」
及
び

両
者
の
組
合
さ
っ
た
「
徴
角
」
で
、
大
部
分
は
、
こ
の
三
つ
で
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表
わ
さ
れ
、
時
折
、
詞
章
の
最
後
に
「
宮
」「
商
」
が
姿
を
見
せ

る
が
、
そ
の
割
合
は
非
常
に
少
な
く
、
特
別
の
曲
節
の
と
き
だ

け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
〈
節
博
士
〉
と
ア
ク
セ
ン
ト
の
関

係
を
考
え
る
に
つ
い
て
は
「
徴
」（
＼
）「
角
」（
｜
）「
徴
角
」

（

）
の
三
種
、
更
に
「
徴
角
」
は
、
常
に
「
徴
」
の
次
の
モ

ー
ラ
に
現
わ
れ
、
且
、
古
い
版
本
で
は
、
す
べ
て
「
角
」
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
角
」
の
先
の
「
徴
」
に
引
れ
て
お
こ

っ
た
後
世
の
変
化
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
単
な
る
「
角
」

と
同
じ
く
取
扱
っ
て
よ
く
、
結
局
『
講
式
』
で
は
「
徴
」
と
「
角
」

（「
徴
角
」
を
含
め
た
）
の
二
つ
の
〈
節
博
士
〉
に
つ
い
て
、
分

析
を
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。（
二
四
三
頁
）

と
説
明
さ
れ
る
。
よ
っ
て
《
徴
角
》
譜
は
、
基
本
的
に
《
角
》
と
同

じ
低
平
調
の
一
種
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
本
稿
で
も
そ
の
よ
う
に

扱
う
が
、
必
要
に
応
じ
て
《
角
》
と
区
別
す
る
こ
と
が
あ
る
。

二
、
現
代
の
講
式
誦
唱
に
お
け
る
長
音
・
連
母
音

現
代
の
南
山
進
流
に
お
け
る
四
座
講
式
誦
唱
に
お
け
る
、
漢
語
の

長
音
・
連
母
音
の
唱
え
方
に
つ
い
て
、
録
音
音
源
を
資
料
と
し
て
確

認
す
る
。
参
照
し
た
録
音
資
料
は
、
岩
原
諦
心
師
（
一
八
八
三
―
一

九
六
五
）、
児
玉
雪
玄
師
（
一
八
九
三
―
一
九
六
五
）、
玉
島
宥
雅
師

（
一
九
一
一
―
一
九
八
六
）
の
誦
唱
（
３
）

で
あ
る
が
、
他
の
音
源
も

必
要
に
応
じ
て
利
用
す
る
。

筆
者
が
確
認
す
る
か
ぎ
り
、
四
座
講
式
誦
唱
に
お
け
る
長
音
・
連

母
音
に
つ
い
て
、/iu/,

/ei/

（
４
）
（「
乳
」「
聲
」
な
ど
）
は
長
音
化
し

ニ
ウ

セ
イ

て[ juu] ,
[ eː]

と
な
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
ず
、
す
べ
て[ iu] ,[ ei]

と
し
て

誦
唱
さ
れ
る
。
ま
た/ui/,/uR/

（「
遺
」「
痛
」
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、

ユ
イ

ツ
ウ

[ ui] ,[ uː]

と
そ
の
ま
ま
唱
え
ら
れ
、
誦
唱
者
や
詞
章
に
よ
る
揺
れ
は
見

ら
れ
な
い
。

次
に
オ
段
長
音/oR/

に
関
し
て
は
、も
と
ア
列
音
＋
ウ（「
生
」「
当
」

シ
ヤ
ウ

タ
ウ

な
ど
）、
オ
列
音
＋
ウ
（「
等
」「
證
」
な
ど
）、
エ
列
音
＋
ウ
（「
照
」

ト
ウ

シ
ヨ
ウ

セ
ウ

「
教
」
な
ど
）
で
あ
っ
た
も
の
が
混
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
現
在
の

ケ
ウ

誦
唱
で
す
べ
て
オ
段
長
音
と
な
っ
て
お
り
、
開
合
の
違
い
も
残
存
し

て
い
な
い
（
５
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
田
一
（
一
九
六
四
）
で
も
、「
毛
」

の
誦
読
に
つ
い
て
、「m

ou

の
類･･････

〔m
o:

〕
で
は
な
く
て
、
文

字
ど
お
り
〔m

ou

〕
と
発
音
す
る
」（
五
六
九
頁
）
と
注
意
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
音
節
は[ oː]

と[ ou]

の
両
様
で
誦
唱
さ
れ
て
い

る
点
が
特
徴
的
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
南
山
進
流
の
み
に

観
察
さ
れ
る
も
の
で
、
南
山
進
流
以
外
の
講
式
誦
唱
、
た
と
え
ば
豊

山
派
の
青
木
融
光
師
（
一
八
九
一
―
一
九
八
五
）
の
誦
唱
（
６
）
で
は
、/oR

/

は
す
べ
て[ oː]
と
唱
え
ら
れ
て
い
た
（
７
）
。
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南
山
進
流
の
講
式
誦
唱
に
お
け
る
オ
段
長
音
に
関
し
て
、
録
音
資

料
を
も
と
に[ oː]

と[ ou]

の
現
れ
方
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
涅

槃
講
式
表
白
段
・
第
一
段
に
お
い
て
、
児
玉
師
の
誦
唱
で
は[ oː]

が
87

例
、[ ou]
が

例
、
玉
島
師
の
誦
唱
で
は[ oː]

が

例
、[ ou]

が

例

56

89

54

で
あ
っ
た
。
多
少
の
差
異
が
あ
る
（
８
）

が
、
両
者
の
誦
唱
の
仕
方
は

ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
岩
原
師
、
稲
葉
義
猛
師
（
９
）

の
誦

唱
も
同
様
に
、[ oː]

と[ ou]
の
現
れ
る
部
分
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
南
山
進
流
に
お
い
て
、[ oː]

で
唱
え
る
か[ ou]

で
唱
え
る

か
は
誦
唱
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
共
通
の
規
範
を
維
持

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、/oR/

の
誦
唱
が[ oː]

と[ ou]

に
分
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
そ

れ
が
誦
唱
者
の
個
人
差
で
は
な
い
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
要
因
に

よ
っ
て[ oː]

と[ ou]

と
に
分
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
福
永
（
一
九
六
三
）

は
、
浄
土
真
宗
伝
承
音
に
お
い
てau,ou

が
長
音
化
せ
ず[ ou]
で
発
音

さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、「
て
い
ね
い
に
、
ゆ
っ
く
り
と
発
音
す
る
」

た
め
と
解
し
た
が
、
本
稿
で
は/oR/

が
ど
の
よ
う
な
音
高
で
唱
え
ら

れ
る
か
に
注
目
す
る
。
次
に
児
玉
師
の
誦
唱
と
譜
本
に
お
け
る
声
点

と
の
関
係
を
、
宝
暦
版
を
改
定
し
た
桑
本
真
定
編
『
四
座
講
式
』（
一

九
一
六
序
。
以
下
『
桑
本
版
』
と
す
る
）（
）

に
よ
っ
て
見
て
い
く
。

10

表
１
は
、『
桑
本
版
』
の
声
点
と
、
オ
段
長
音
・
連
母
音
の
実
現
形
と

の
関
係
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
曲
節
と
し
て
中
音
に
指

定
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
原
則
と
し
て
平

坦
に
誦
唱
す
る
部
分
で
あ
り
、
句
末
以
外

は
節
博
士
が
付
さ
れ
な
い
の
で
、
除
い
て

考
え
る
（

）
。
ま
た
句
末
に
ま
れ
に
現
わ
れ

11

る
詠
唱
部
（

）

に
つ
い
て
は
長
く
唱
え
ら
れ

12

る
た
め
、
そ
れ
ら
の
部
分
を
別
に
し
て
表

を
作
成
し
た
。
な
お
表
中
の
空
欄
は
、
用

例
が
な
い
こ
と
を
示
す
（
以
下
の
表
も
同

じ
）。今

、
詠
唱
部
と
中
音
を
除
い
て
考
え
れ

ば
、
声
調
は[ oː]

と[ ou]

の
分
布
に
よ
っ
て

二
群
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
平
声
・
フ
入
声
の
低
平
調
の

音
節
は
、[ oː]

で
唱
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

上
昇
・
去
声
の
音
節
は[ ou]

で
唱
え
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。
平
声
軽
、
入
声
軽
は
例
が

少
な
く
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
。

こ
の
講
式
誦
唱
上
の
事
実
を
確
認
し
た

う
え
で
、
次
に
こ
れ
ら
の
部
分
に
つ
い
て
誦
唱
と
節
博
士
と
の
関
わ

り
を
み
て
み
る
。『
桑
本
版
』
に
お
け
る
字
音
読
の
詞
章
に
つ
い
て
、

字
音
の
重
音
節
に
対
し
て
い
く
つ
の
節
博
士
を
割
り
当
て
る
か
は
、

表１ 児玉師の/oR/の誦唱と『桑本版』の声点の関係

中音・詠唱部以外 詠唱部 中音 声 点
計

平 平軽 上 去 フ入 入軽 平 フ入 平 なし

[oː] 71 1 2 4 6 4 1 89

[ou] 5 1 16 28 1 1 3 1 56
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次
の
３
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
。

図
１

長
音
・
連
母
音
へ
の
節
博
士
の
割
り
当
て

⓪

節
博
士
が
割
り
当
て
ら
れ
な
い
も
の

①

節
博
士
が
１
つ
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の

《
角
》

《
徴
角
》

《
徴
》

②

節
博
士
が
２
つ
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の

《
角
・
角
》

《
徴
・
徴
》

《
角
・
徴
》

《
徴
角
・
徴
》

《
徴
・
徴
角
》

ま
ず
⓪
の
よ
う
に
節
博
士
が
割
り
当
て
ら
れ
な
い
も
の
は
、
全
て

平
声
字
も
し
く
は
フ
入
声
字
で
あ
り
、
各
曲
節
に
お
い
て
基
音
で
平

ら
に
唱
え
る
部
分
で
あ
る
の
で
、『
桑
本
版
』
で
は
節
博
士
が
付
さ
れ

て
い
な
い
（

）
。『
桑
本
版
』
の
元
に
な
っ
た
宝
暦
版
を
見
て
み
る
と
、

13

同
じ
よ
う
に
平
ら
に
唱
え
る
部
分
に
は
節
博
士
が
割
り
当
て
ら
れ
な

い
か
、
１
つ
節
博
士
を
割
り
当
て
て
あ
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。

恐
ら
く
声
点
と
節
博
士
の
提
供
す
る
情
報
が
重
複
し
て
い
る
と
い
う

理
由
か
ら
、
改
訂
時
に
節
博
士
を
割
り
当
て
な
い
方
式
、
す
な
わ
ち

声
点
に
よ
っ
て
基
音
で
平
ら
に
唱
え
る
こ
と
を
表
示
す
る
方
式
に
統

一
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

次
に
①
に
関
し
て
は
、
平
声
の
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う

ち
、《
角
》
譜
が
つ
い
て
い
る
の
は
４
例
の
み
で
極
め
て
少
数
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
は
《
徴
角
》
譜
１
つ
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
平
声
お
よ
び
フ
入
声
で
《
角
》
に
唱
え
ら
れ
る
と
き
は
⓪
、《
徴

角
》
に
唱
え
ら
れ
る
と
き
は
①
と
い
う
原
則
で
施
譜
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
上
声
字
の
一
部
に
も
節
博
士
１
つ
が
割
り
当
て
ら
れ
る
。

最
後
に
②
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
重
音
節
に
節
博
士
が
２
つ
割
り
当

て
ら
れ
る
も
の
で
、
平
声
・
フ
入
声
字
に
《
角
・
角
》
が
付
さ
れ
た

例
は
少
な
い
。
逆
に
上
声
字
、
去
声
字
に
多
く
、
上
声
字
は
《
徴
・

徴
》、
去
声
字
は
《
角
・
徴
》
か
、《
徴
角
・
徴
》
と
な
る
。
平
声
軽

は
《
徴
・
徴
角
》
の
節
博
士
が
割
り
当
て
ら
れ
る
。

重
音
節
へ
の
節
博
士
の
割
り
当
て
方
に
こ
の
よ
う
な
３
つ
の
方
式

が
認
め
ら
れ
る
の
を
確
認
し
た
う
え
で
、
次
に
節
博
士
の
数
と
長
音

・
連
母
音
の
種
類
と
の
関
係
を
表
２
に
示
す
（
中
音
・
詠
唱
部
を
除

く
）。ま

ず[ uː]

の
例
で
は
、
⓪
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
２
例
し
か
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な
い
平
声
の
例
の
直
前
が
と
も
に
高
い

音
位
《
徴
》
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

平
声
が
《
徴
角
》
で
実
現
す
る
た
め
で
、

特
に
理
由
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
例

が
少
数
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
偏
り
で
あ

る
と
見
ら
れ
る
。
ま
た[ ei] ,

[ iu] ,
[ ui]

も

そ
れ
ぞ
れ
傾
向
は
異
な
る
が
、
特
に
目

立
っ
た
分
布
上
の
特
徴
は
見
ら
れ
な
い
。

一
方[ oː]

と[ ou]

に
つ
い
て
は
、[ oː]
に

⓪
・
①
が
集
中
し
、[ ou]

に
②
が
集
中
す

る
。
こ
れ
は
相
補
的
な
分
布
傾
向
を
示

し
て
お
り
、/oR/

が
ど
の
よ
う
に
実
現
す

る
か
と
い
う
こ
と
と
、
節
博
士
の
数
、

す
な
わ
ち
音
の
分
節
の
仕
方
と
が
、
相

関
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

た
だ
し
先
に
も
見
た
よ
う
に
、[ oː]

と

[ ou]

の
選
択
に
つ
い
て
は
、
声
調
す
な
わ

ち
音
高
と
の
関
係
も
認
め
ら
れ
る
。
次

に
、
節
博
士
の
数
と
音
高
と
の
関
係
を
、

『
桑
本
版
』
表
白
段
・
第
一
段
に
お
け

る/oR
/

の
部
分
に
つ
い
て
表
３
に
ま
と
め
る
（
詠
唱
部
と
中
音
を
除

く
）。低

平
調
の/oR/

に
つ
い
て
は
、

《
角
》
が
二
つ
付
さ
れ
る
１
例

（「
鴦
」。
図
１
に
お
け
る
②
の
一

番
目
の
例
）
を
除
い
て
、
節
博
士

は
一
つ
か
（
①
）、
省
略
さ
れ
る
か

（
⓪
）
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
単

純
な
角
音
の
場
合
は
省
略
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
前
接
す
る
《
徴
》

の
影
響
で
《
徴
角
》
音
と
し
て
実

現
し
た
も
の
は
省
略
さ
れ
ず
必
ず

①
と
し
て
表
さ
れ
る
。

高
平
調
の/oR

/

は
、
節
博
士
が

１
つ
付
さ
れ
る
場
合
と
、
２
つ
付

さ
れ
る
場
合
と
が
あ
り
、
後
者
が

優
勢
で
あ
る
。

下
降
調
は
例
が
少
な
く
、
２
つ

の
節
博
士
が
付
さ
れ
た
も
の
が
１

例
で
あ
っ
た
。

上
昇
調
で
は
す
べ
て
の
例
に
２

つ
の
節
博
士
が
付
さ
れ
て
い
る
。

表2 節博士の数と児玉雪玄師の誦唱との関係

誦唱における長音・連母音
[oː] [ou] [ei] [iu] [ui] [u ]ː 計の実現形節博士の数

⓪ 節博士が割り当てられないもの 38 3 1 9 4 0 55
① 節博士が１つ 41 5 2 10 3 5 66
② 節博士が２つ 6 44 1 8 4 3 69

計 85 52 4 27 11 8 187

表３ 『桑本版』の節博士と声点と児玉師の/oR/部分の誦唱

声調
低平調＝ 高平調＝ 下降調＝ 上昇調＝

計平声・フ入声相当 上声相当 平声軽相当 去声相当

節博士 なし 《角》 《徴角》《角・角》《徴》《徴・徴》《徴・徴角》《角・徴》《徴角・徴》

⓪ 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41

① 0 6 37 0 3 0 0 0 0 46

② 0 0 0 1 0 17 1 22 9 50

計 41 6 37 1 3 17 1 22 9 137
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以
上
を
み
る
と
、/oR/

部
分
の
誦
唱
の
音
高
と
譜
割
と
は
互
い
に

対
応
し
て
お
り
、
低
平
調
の
場
合
は
節
博
士
は
⓪
か
①
、
高
平
調
の

場
合
は
①
か
②
、
上
昇
調
の
場
合
は
②
と
概
ね
決
ま
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
児
玉
師
を
は
じ
め
と
し
た
現
代
の
南
山
進
流
の
誦
唱

に
お
い
て
、/oR/
が[ oː]

と
唱
え
ら
れ
る
か[ ou]

と
唱
え
ら
れ
る
か
に

つ
い
て
は
、
音
高
と
節
博
士
の
譜
割
の
双
方
が
関
連
し
て
い
る
と
言

え
る
。
た
だ
し
音
高
と
節
博
士
の
譜
割
は
互
い
に
相
関
関
係
に
あ
る

の
で
、
異
な
る
二
つ
の
要
素
が
影
響
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
両

者
は
概
ね
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
表
４
は
、
児
玉
師
の
涅
槃
講
式

表
白
段
・
第
一
段
の
誦
唱
に
お
い
て/oR/
が
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る

か
を
、『
桑
本
版
』
の
音
高
お
よ
び
節
博
士
の
種
類
ご
と
に
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
（
中
音
、
詠
唱
部
を
除
く
）。
音
高
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ

る
実
現
形
に
網
掛
け
を
付
す
。

低
平
調
の
場
合
は[ oː]

が
、
高
平
調
・
上
昇
調
の
場
合
は[ ou]

が
そ

れ
ぞ
れ
多
数
を
占
め
る
。
こ
こ
で
例
外
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、

低
平
調
に
も
か
か
わ
ら
ず[ ou]

で
実
現
し
て
い
る
例
外
６
例
に
つ
い

て
は
、
す
べ
て
後
ろ
に
助
詞
ヲ
が
続
く
場
合
で
あ
る
（「
王
を
」（
一

三
ウ
１
）、「
惱
を
」（
一
三
ウ
４
）、「
寶
を
」（
一
三
ウ
４
）、「
容
を
」

（
一
四
オ
１
）、「
相
を
」（
一
五
オ
１
）「
法
を
」（
一
六
オ
４
））。

直
後
が
助
詞
ヲ
の
場
合[ ou]

と
な
る
の
は
、
助
詞
ヲ
を[ w

o]

と
唱
え

る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
後
続
の
ｗ
に
引
か
れ
て[ ou]

と
な
っ
た
か

ら
か
、
あ
る

い
は
筆
者
が

[ ou]

か[ oː]

か

を
判
断
す
る

際
、
後
ろ
に

位
置
す
る
助

詞
ヲ
の[ w

]

を

[ oː]

の
末
尾
に

位
置
す
る
も

の
と
し
て
誤

っ
て
分
節
し

て
聞
き
取
っ

た
か
ら
か
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
平
調
・
上
昇
調
に
も
か
か
わ
ら
ず[ oː]

で
実

現
し
て
い
る
例
外
６
例
に
つ
い
て
は
、
児
玉
師
で
は[ oː]

だ
が
玉
島
師

お
よ
び
岩
原
師
で[ ou]

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
４
例
（「
生
」（
九
オ

５
）、「
生
」（
一
一
オ
５
）、「
聲
」（
一
三
オ
３
）、「
網
」（
一
七
オ

３
））
あ
り
、
こ
れ
ら
は
児
玉
師
の
個
人
的
な
誦
唱
の
特
徴
と
見
做
せ

る
（

）
。
従
っ
て
、
現
在
の
南
山
進
流
の
講
式
誦
唱
に
お
い
て
、/oR/

14

の
部
分
は
、
低
平
調
の
場
合
は[ oː]

で
、
高
平
調
・
上
昇
調
の
場
合
は

[ ou]

で
唱
え
ら
れ
る
と
ま
と
め
ら
れ
る
（

）
。

15

表４ 児玉師の誦唱における/oR/の実現と『桑本版』の音高
・節博士との関係

音高 節博士の数 節博士
/oR/の実現形
[oː] [ou]

⓪ （角）* 38 3

低平調
① 《角》 6 0
① 《徴角》 34 3
② 《角・角》 1 0

高平調
① 《徴》 1 2
② 《徴・徴》 1 16

下降調 ② 《徴・徴角》 0 1

上昇調
② 《角・徴》 4 18
② 《徴角・徴》 0 9
計 85 52

*節博士が付されていないが、平声・フ入声の声点によって角音
と推定されるもの。
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三
、『
桑
本
版
』
の
「
合
」
と
現
代
の
講
式
誦
唱
と
の
関
係

さ
て
、
大
正
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
桑
本
版
』
に
お
い
て
は
、/oR

/

を
含
む
字
音
を
持
つ
字
に
し
ば
し
ば
「
合
」
と
い
う
記
号
が
付
刻
さ

れ
て
い
る
（
図
２
）。

図
２

『
桑
本
版
』
の
「
合
」
記
号

『
桑
本
版
』
は
宝
暦
版
を
改
訂
し
た
も
の
で
、
文
字
配
り
等
共
通
す

る
部
分
が
多
い
が
、「
合
」
記
号
に
関
し
て
は
宝
暦
版
に
な
く
、『
桑

本
版
』
で
新
た
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
号
の
指
示
す

る
内
容
に
つ
い
て
は
、
南
山
進
流
の
譜
本
に
使
用
さ
れ
る
記
号
の
説

明
で
よ
く
参
照
さ
れ
る
岩
原
（
一
九
九
七
）
に
言
及
が
な
く
、
必
ず

し
も
明
ら
か
で
な
い
。
そ
こ
で
、
真
言
宗
声
明
口
訣
書
に
お
い
て
、

具
体
的
な
唱
え
方
の
指
示
に
「
合
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
部

分
に
注
目
し
、「
合
」
記
号
の
指
示
内
容
の
手
掛
か
り
を
得
た
い
。

ま
ず
、
講
式
で
な
く
『
魚
山
蠆
芥
集
』
に
収
載
さ
れ
る
諸
曲
の
唱

え
方
を
解
説
し
た
も
の
に
、
廉
峯
（
一
七
一
九
―
一
七
七
二
）『
聲
明

聞
書
』（『
続
真
言
宗
全
書

第
三
十

聲
明
』）
が
あ
る
が
、
そ
こ
に

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一
。
總
兎

入
聲
ノ

字
ハ

終
リ
ニ

合
フ
カ

習
ー
冫

、
佛
ノ

名
ハ

初
メ
ニ

合
フ
カ

習
ト

云

也
。
五
逆
文

逆
ク
ノ

字
ク
ノ
カ
ナ
初
合
カ

習
ヒ

也
（
二
三
四
頁
）

こ
こ
で
「
入
声
の
字
は
、
終
わ
り
に
合
う
」「
佛
の
名
は
初
め
に
合

う
」「
逆
の
「
ク
」
は
初
め
に
合
う
」
と
あ
る
の
は
、
一
般
的
に
入
声

字
の
二
字
目
（
ツ
チ
ク
キ
フ
）
は
、
節
博
士
で
示
さ
れ
る
音
位
の
最

後
に
発
声
す
る
（「
説
」
を
「
セ
ー
ツ
」
の
よ
う
に
）
が
、
個
別
の
例

（
佛
・
逆
）
の
「
ツ
」・「
ク
」
は
初
め
の
方
に
発
声
す
る
（「
ブ
ツ
ー
」

「
ギ
ャ
ク
ー
」
の
よ
う
に
）
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
「
合
フ
」
は
、「
発
声
を
始
め
る
」
と
い
う
指
示
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
乞
戒
」
と
い
う
声
明
曲
に
つ
い

て
解
説
し
た
真
源
（
一
六
八
九
―
一
七
五
八
）『
乞
戒
聲
明
古
草
裙
拾
』

（
一
七
二
八
記
。『
続
真
言
宗
全
書

第
三
十

聲
明
』）
に
も
、

大
徳
ノ
徳
此
亦
ト
コ
ト
ス
ル
也
。
徴
ヲ
ユ
リ
カ
ナ
ニ
合
テ
反
徴

角
ト
ス
ル
ナ
リ
。（
二
八
二
頁
）

と
い
う
部
分
に
お
い
て
、「
徳
」
を
「
ト
コ
」
と
唱
え
る
こ
と
に
加
え
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て
、「
徴
を
ゆ
り
、
仮
名
に
合
う
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、《
徴
》

譜
の
部
分
に
ユ
リ
と
い
う
技
法
を
加
え
て
か
ら
、
そ
の
時
点
に
お
い

て
仮
名
に
「
合
う
」、
す
な
わ
ち
「
コ
」
の
発
声
を
《
反
徴
角
》
で
始

め
る
と
い
う
指
示
が
あ
る
。
そ
の
他
、
明
治
に
下
る
が
、
葦
原
寂
照

（
一
八
三
三
―
一
九
一
三
）『
三
箇
祕
韻
聞
記
』（
一
八
七
二
記
。『
続

真
言
宗
全
書

第
三
十

聲
明
』）
に
も
、
同
様
の
記
述
が
多
く
見
ら

れ
る
。
そ
の
う
ち
い
く
つ
か
を
挙
げ
る
。

イ
ノ
假
名
初
ニ
合
テ
ユ
ル
ク
可
也
（
三
〇
五
頁
）

盡
終
ノ
角
ノ
初
ニ
カ
ナ
ニ
合
（
三
〇
九
頁
）

當
自
然
ノ
ソ
リ
。
宮
ノ
仮
名
ソ
リ
ノ
後
ニ
合
ス
也
（
三
一
六
頁
）

次
に
講
式
の
唱
え
方
を
解
説
し
た
、
真
亮
撰
『
式
一
貫
秘
口
傳
鈔
』

（
一
八
六
七
撰
、『
続
真
言
宗
全
書

第
三
十

聲
明
』
所
収
）
を
見

る
と
、
次
の
よ
う
な
部
分
に
「
合
」
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
（

）
。

16

一
。
合
ト
ハ

宮
ノ
カ
ナ
ニ
合
フ
印

△
ソ

小
ソ
リ
印

一

私
伝
ノ
口
授
ヲ
書
ス
ル
ナ
リ

ワ
ル
是
ハ
多
分
二
字
ノ
仮
名
ノ
字
ハ
ワ

ル
。
三
字
カ
ナ
ハ
ワ
ラ
ス
。
二
字
カ
ナ
ノ
希
不
レ

割
ヿ
ア
リ
。

其
處
ハ
印
ア
ル
故
ニ
習
テ
知
ル
ヘ
シ
（
三
八
二
頁
）

こ
の
口
伝
に
お
い
て
、
一
つ
目
の
項
の
「
合
ト
ハ

宮
ノ
カ
ナ
ニ
合
フ

印
」
の
「
宮
」
は
恐
ら
く
「
ウ
」
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
。
声
明
譜

本
で
は
音
位
の
「
宮
」
の
略
表
記
と
し
て
「
宀
」
あ
る
い
は
「
ウ
」

を
使
用
す
る
の
で
、
書
写
あ
る
い
は
刊
行
の
過
程
の
い
ず
れ
か
に
お

い
て
、「
ウ
」
が
「
宮
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
講
式
に
は
音
位
と

し
て
の
《
宮
》
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
し
、

「
合
」
が
使
用
さ
れ
る
部
分
に
《
宮
》
が
で

て
く
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
後

に
紹
介
す
る
近
世
講
式
譜
本
へ
の
書
入
に
は
、

「
ウ
ニ
合
」「
ウ
合
」
と
い
う
注
記
が
見
え
る

（
図
３
）。
た
だ
し
、
仮
に
「
ウ
」
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、「
ウ
の
仮
名
に
合
う
」
と
い
う
こ

と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
か
は
必
ず

し
も
分
明
で
は
な
い
。

二
番
目
の
項
目
は
「
ワ
ル
」
と
い
う
記
号
に
関
す
る
説
明
で
あ
る

が
、
例
え
ば
「
中
」
に
つ
い
て
、「
チ
」
と
「
ウ
」
を
拗
長
音
化
さ
せ

ず
に[ ʧi.u]

の
よ
う
に
唱
え
る
が
、「
経
」
は[ ki.ja.u]

と
は
し
な
い
と

い
う
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
二
字
仮
名
は
ま
れ
に
割

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
時
は
印
を
付
け
る
と
言
っ
て
い
る
。

後
に
述
べ
る
が
、
実
際
に
「
不
割
」
と
い
う
注
記
が
な
さ
れ
る
譜
本

図３ 宝暦版への書入「ウニ合」
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も
確
認
で
き
る
。

ま
た
さ
ら
に
時
代
は
下
る
が
、
児
玉
（
一
九
六
五
）『
南
山
進
流
声

明
の
解
説
』
に
、「
読
式
ノ
心
得
」
を
引
い
た
箇
所
が
あ
り
、
次
の
よ

う
な
解
説
が
あ
る
。

一

初
二
三
重
ヲ
通
ジ
二
字
仮
名
ニ
テ
唯
タ
ダ
徴
角
（

）
ノ

譜
ナ
ル
時
ハ
必
ズ
初
ノ
仮
名
ニ
テ
徴
ノ
譜
ヲ
唱
ヘ
、
次
ノ
仮

名
ハ
角
ノ
終
リ
ニ
唱
フ
。
但
シ
「
合
」
ノ
印
ア
ル
時
ハ
必
ズ

次
ノ
仮
名
ヲ
唱
フ
ベ
キ
モ
若
シ
無
キ
時
ハ
初
ノ
仮
名
ノ
韻

（
ヒ
ビ
キ
）
ニ
テ
唱
フ
。（
一
四
四
頁
）

こ
こ
で
言
う
「
二
字
仮
名
」
と
は
、「
ヂ
ヤ
ウ
」「
ジ
ヤ
ウ
」「
ハ
ウ
」

「
シ
ヤ
ウ
」「
ワ
ウ
」
の
よ
う
に
、
２
モ
ー
ラ
で
構
成
さ
れ
る
音
節
の

こ
と
を
言
い
（

）
、「
タ
ダ
徴
角
ノ
譜
ナ
ル
時
」
は
、
た
と
え
ば
図
２

17

の
一
番
下
の
「
王
」
の
よ
う
に
、
重
音
節
に
《
徴
角
》
の
譜
が
一
つ

付
さ
れ
る
例
に
該
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、「
初
ノ
仮
名
」（
す

な
わ
ち/o/

」）
は
《
徴
》
で
唱
え
、「
次
ノ
仮
名
」（
す
な
わ
ち/u/

）

は
《
角
》
の
終
わ
り
の
部
分
か
ら
唱
え
よ
、
と
い
う
指
示
が
ま
ず
あ

る
。
そ
の
次
に
、「
合
」
記
号
に
関
す
る
指
示
が
あ
り
、「
合
」
が
付

さ
れ
た
場
合
は
「
次
ノ
仮
名
」（/u/

）
を
唱
え
る
べ
き
だ
が
、「
合
」

が
な
い
場
合
は
「
初
ノ
仮
名
」（/o/

）
の
韻
、
す
な
わ
ち
母
音[ o]

で

唱
え
よ
、
と
あ
る
。「
初
ノ
仮
名
」
が/a/

で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
「
合
」
の
と
き
「
次
ノ
仮
名
ヲ
唱
フ
」、「
合
」
の
な

い
と
き
「
初
ノ
仮
名
の
韻
ニ
テ
唱
フ
」
と
い
う
対
比
的
な
説
明
が
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
位
モ
ー
ラ
を[ u]

／[ ː]

の
い
ず
れ
で
唱
え
る

か
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
に
述
べ
る

よ
う
に
、「
合
」
は
開
合
の
区
別
が
解
消
さ
れ
た
の
ち
に
使
用
さ
れ
始

め
た
記
号
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
王
」
の
場
合
、「
合
」
が
付
さ
れ
る

も
の
は[ ou]

の
よ
う
に[ u]

を
付
す
誦
唱
を
指
示
し
、「
合
」
が
な
い
も

の
は[ oː]

の
よ
う
に
長
音
化
し
た
誦
唱
を
指
示
し
て
い
る
と
考
え
て
お

く
。以

上
「
合
」
と
い
う
記
号
に
関
す
る
記
述
や
、
誦
唱
の
指
示
に
お

け
る
「
合
」
の
使
用
例
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
「
合
」
記

号
の
内
容
の
説
明
と
し
て
具
体
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
児

玉
（
一
九
六
五
）
に
見
ら
れ
る
「「
合
」
ノ
印
ア
ル
時
ハ
必
ズ
次
ノ
仮

名
ヲ
唱
フ
ベ
キ
モ
若
シ
無
キ
時
ハ
初
ノ
仮
名
ノ
韻
ニ
テ
唱
フ
」
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
口
訣
類
の
誦
唱
指
示
に
お
け
る
「
カ

ナ
ニ
合
」
は
、「
そ
の
部
分
の
発
声
を
始
め
る
」
と
い
う
意
味
で
使
用

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、「
合
」
記
号
は
「
発
声
を
始
め
る
」
と

い
う
指
示
内
容
が
さ
ら
に
講
式
に
お
け
る
長
音
・
連
母
音
の
部
分
に

お
い
て
、「
ウ
ニ
合
」
す
な
わ
ち/oR

/

の
後
半
部
分
を[ u]

と
し
て
唱
え

る
指
示
と
し
て
特
殊
化
さ
れ
、
そ
れ
が
普
及
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
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よ
う
。

で
は
次
に
、『
桑
本
版
』
に
お
け
る
「
合
」
が

涅
槃
講
式
表
白
段
、
第
一
段
の
範
囲
で
ど
の
よ

う
な
部
分
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
児
玉

師
が
そ
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
唱
え
て
い
る
か

を
確
認
し
て
み
る
。『
桑
本
版
』
の/oR/

の
部
分

に
「
合
」
が
付
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
ど
の

よ
う
に
誦
唱
さ
れ
る
か
を
整
理
し
て
表
５
に
示
す
。

こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
合
」
は[ ou]

と
唱
え
ら
れ
た
部
分

に
多
く
付
さ
れ
る
。「
合
」
が
付
さ
れ
た[ ou] ,

[ oː]

の
例
を
す
べ
て
挙

げ
る
。

[ ou]

と
唱
え
ら
れ
た
も
の
（
全

例
）

21

（
低
平
調
）
な
し

（
高
平
調
：《
徴
》
ま
た
は
《
徴
・
徴
》）

例
10

成
（

オ

）、
方
（

オ

）、
生
（

オ

）、
明
（

オ

10

5

11

4

11

5

12

）、
莖
（

ウ

）、
葉
（

ウ

）、
往
（

ウ

）、
方
（

3

13

5

13

5

13

5

16

ウ

）、
王
（

オ

）、
幢
（

オ

）

2

17

3

17

4

（
上
昇
調
：《
角
・
徴
》
ま
た
は
《
徴
角
・
徴
》）

例
11

長
（

ウ

）、
長
（

オ

）、
當
（

オ

）、
當
（

ウ

9

1

10

1

10

5

11

）、
同
（

オ

）、
恒
（

オ

）、
聲
（

オ

）、
僧
（

1

12

2

13

4

14

3

15

オ

）、
僧
（

ウ

）、
常
（

オ

）、
青
（

ウ

）

1

15

5

16

5

16

4

（
下
降
調
）
な
し

[ oː]

と
唱
え
ら
れ
た
も
の
（
全

例
）

5

（
低
平
調
：《
徴
角
》）

例
3

性
（

オ

）、
性
（

オ

）、
王
（

オ

）

14

3

14

4

17

3

（
高
平
調
：《
徴
》
ま
た
は
《
徴
・
徴
》）

例
2

明
（

オ

）、
網
（

オ

）

16

4

17

3

（
上
昇
調
）
な
し

（
下
降
調
）
な
し

こ
れ
ら
の
例
に
よ
っ
て
、
児
玉
師
の
唱
え
方
は
、
解
説
に
示
さ
れ

た
「「
合
」
と
あ
る
と
き
は[ ou]

」
と
い
う
指
示
と
お
お
む
ね
一
致
し

て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

た
だ
し
、「
合
」
が
つ
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、[ oː]

と
唱
え
ら

れ
て
い
る
例
外
も
あ
る
。
こ
の
５
例
は
、
玉
島
師
の
誦
唱
で
「
明
」

以
外
の
４
例
が

、
岩
原
師
の
誦
唱
で
５
例
す
べ
て
が[ ou]

で
唱
え

ら
れ
て
お
り
、
児
玉
師
の
個
人
的
な
誦
唱
上
の
特
徴
と
捉
え
ら
れ
る

（

）
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
『
桑
本
版
』
の
「
合
」
記
号
の

18指
示
内
容
は
、
現
代
の
誦
唱
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
守
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

表 5『桑本版』「合」と児玉雪玄の
/oR/の誦唱との関係

[ou] [oː] 計

合記号あり 21 5 26
合記号なし 35 84 119
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し
か
し
な
が
ら
先
に
見
た
よ
う
に
、
現
代
の
講
式
の
誦
唱
に
お
い

て
は/oR/

を[ oː]

で
唱
え
る
か
、[ ou]

で
唱
え
る
か
は
音
高
が
大
き
く

関
与
し
て
お
り
、
右
の
「
合
」
記
号
部
分
で
も
そ
れ
は
守
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、[ ou]

で
唱
え
ら
れ
る
場
合
に
低
平
調
は
な
く
、
逆

に[ oː]

で
唱
え
ら
れ
る
場
合
は
低
平
調
が
多
い
。
一
方
、
児
玉
師
の
涅

槃
講
式
表
白
段
・
第
一
段
の
誦
唱
に
お
い
て
、「
合
」
が
付
さ
れ
な
い

/oR/

に
注
目
し
て
み
る
と
、[ oː]

と
唱
え
ら
れ
る
の
が

例
、[ ou]

と

84

唱
え
ら
れ
る
の
が

例
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
布
は
、『
解
説
』
に
示

35

さ
れ
た
「「
合
」
の
な
い
と
き
は[ oː]
」
と
い
う
指
示
に
傾
向
と
し
て

は
一
致
し
て
い
る
が
、
例
外
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
例
外
の
多

さ
か
ら
、
誦
唱
者
が[ oː]

で
唱
え
る
か[ ou]
か
唱
え
る
か
に
つ
い
て
、

『
桑
本
版
』
の
「
合
」
の
有
無
を
手
掛
か
り
と
し
て
決
定
し
た
と
は

考
え
に
く
い
。

し
た
が
っ
て
、
現
代
の
講
式
誦
唱
に
お
け
る
「
合
」
記
号
と[ ou][ o:]

の
選
択
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
講
式
譜
本
に
お
け
る
「
合
」
の
指
示

内
容
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
よ
り
、
口
授
に
よ
っ
て
唱
え
方

が
継
承
さ
れ
た
結
果
、
ほ
と
ん
ど
の
部
分
で
「
合
」
記
号
と[ ou]

の

部
分
が
一
致
し
て
い
る
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。「
合
」
記
号
は
、

『
桑
本
版
』
刊
行
（
大
正
五
年
・
一
九
一
六
）
の
時
点
で
は
譜
本
に

付
刻
す
る
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
約
五
十
年
ほ
ど
経
っ
た
昭
和

の
誦
唱
で
は
、
少
な
く
と
も
、「
合
」
を
付
さ
れ
な
い
場
合
に[ oː]

を

指
定
す
る
機
能
は
失
っ
て
お
り
、
そ
の
重
視
性
は
低
く
な
っ
て
い
る

と
見
ら
れ
る
。

本
節
で
は
「
合
」
と
い
う
用
語
が
声
明
の
世
界
で
は
旋
律
中
に
お

け
る
後
位
モ
ー
ラ
の
出
所
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
指
示
と
し
て
使
用
さ
れ

た
こ
と
、
そ
れ
が
大
正
期
の
講
式
譜
で
は/oR/

の
第
二
要
素
を[ u]

と

し
て
発
声
す
る
指
示
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
昭
和
の
誦
唱

を
み
る
と
「
合
」
が
付
さ
れ
な
い
部
分
に
対
し
て[ oː]

を
指
定
す
る
機

能
は
失
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、
さ
ら
に
遡
っ
て
近
世

の
講
式
譜
本
を
み
る
と
き
、「
合
」
は
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

四
、
近
世
に
お
け
る
「
合
」「
不
合
」
の
使
用

近
世
の
南
山
進
流
の
講
式
譜
本
の
版
本
に
お
い
て
は
、『
桑
本
版
』

の
よ
う
に
「
合
」
を
付
刻
し
た
も
の
は
未
見
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
口
授
の
内
容
を
版
本
譜
本
に
書
き
入
れ
た
「
合
」
は
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
。
ま
た
講
式
譜
本
の
写
本
に
も
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
近
世
に
は
南
山
進
流
の
講
式
の
伝
授
・
学
習
の
場
面
に
お

い
て
多
く
使
用
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
次
に
管
見
に
入
っ
た

「
合
」
記
号
の
使
用
さ
れ
る
譜
本
（

）

を
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
「
合
」

19

「
不
合
」
の
用
例
数
と
と
も
に
表
６
に
挙
げ
る
（
資
料
名
の
括
弧
内
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は
『
高
野
山
講
式
集
』
の
部
と
番
号
を
指
す
）。

表
６

近
世
の
「
合
」
使
用
譜
本

資
料
名

書
写
年
・
刊
年

合

不
合

（
ア
）
金
剛
三
昧
院
蔵
四
座
講
式

延
宝
八
年
（1

6
8
0

）
写

5

0

（
四
座
講
式1

1

・1
2

）

（
イ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
摩
訶
迦
羅
天
講
式

宝
暦
三
年
（1

7
5
3

）
写

56

0

（
天
部2

9

）

（
ウ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
摩
訶
迦
羅
天
講
式

江
戸
時
代
刊
、
書
入
は

19

0

（
天
部3

1
）・
書
入
文
化
十
年
（1

8
1
3

）
写

（
エ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
龍
王
講
式
（
そ
の
他4

2

）
文
化
十
二
年
（1

8
1
5

）

55

0

写

（
オ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
涅
槃
講
式

天
正
九
年
（1

5
8
1

）
写
。

4

0

（
四
座
講
式5

0

）
た
だ
し
「
合
」
は
後
筆

（
カ
）
島
根
大
学
蔵
宝
暦
版
四
座
講
式
・
書
入

宝
暦
八
年
（1

7
5
8

）
以

19

4

降
写

（
キ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
仏
生
講
式

文
化
十
一
年
（1

8
1
4

）

5

0

（
そ
の
他3

3

）・
書
入
以
降
写

（
ク
）
高
野
山
図
書
館
蔵
四
座
講
式

宝
暦
八
年
（1

7
5
8

）
以

24

17

（
四
座
講
式1
8

）・
書
入
降
写

（
ケ
）
光
台
院
蔵
四
座
講
式
（
四
座
講
式1

7

）

江
戸
時
代
写

1

4

（
コ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
神
祇
講
式
（
神
祇
部9

）
江
戸
時
代
写

1

0

（
サ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
聖
徳
太
子
讃
歎
式

江
戸
時
代
写

68

0

（
高
僧
部1

2

）

（
シ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
光
明
真
言
講
式

江
戸
時
代
写

1

0

（
そ
の
他1

2

）

な
お
、
刊
本
（
ウ
）（
カ
）（
キ
）（
ク
）
の
「
合
」
は
す
べ
て
書
入

の
例
で
あ
り
、
刊
行
時
に
付
刻
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
（
オ
）

は
天
正
写
で
あ
る
が
、「
合
」記
号
は
後
筆
で
あ
る
。よ
っ
て
右
の「
合
」

記
号
が
近
世
に
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
譜
本
の
う
ち
、
使
用
年
代

が
確
定
で
き
る
の
は
、
本
文
と
同
筆
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
（
ア
）

（
イ
）（
エ
）
と
、
書
入
の
年
代
が
奥
書
に
示
さ
れ
る
（
ウ
）
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
の
譜
本
の
「
合
」
書
入
の
詳
し
い
年
代
は
不

明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
近
世
の
も
の
と
推
定
す
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
使
用
さ
れ
る
「
合
」
と
『
桑
本
版
』
の
「
合
」

と
を
比
べ
て
み
る
と
、
異
な
る
特
徴
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
。
ま

ず
、『
桑
本
版
』
の
「
合
」
は/uR/

の
部
分
に
付
さ
れ
た
も
の
１
例
を

除
け
ば/oR/

の
部
分
に
し
か
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
（
表
５
参
照
）
が
、

近
世
の
譜
本
で
は
他
の
長
音
・
連
母
音
に
も
使
用
さ
れ
る
。
管
見
に

及
ん
だ
近
世
譜
本
に
使
用
さ
れ
た
「
合
」「
不
合
」
の
用
例
数
と
、
そ

れ
が
使
用
さ
れ
た
重
音
節
の
種
類
と
を
表
７
・
８
に
示
す
。
な
お
、

筆
者
は
「
合
」
は
オ
段
長
音
の
開
合
に
は
関
与
し
て
い
な
い
と
見
る

が
、
念
の
た
め
オ
段
長
音/oR/,/ʲoR/

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
開
音
由
来
の

も
の
（au

）
か
合
音
由
来
の
も
の
（ou

・eu

）
か
を
区
別
し
て
示
し

て
お
く
。
な
お
、「
称
」
な
ど
の
拗
音
のou

は
、/ʲoR

/

で
な
く/oR

/

シ
ヨ
ウ

な
か
のou
に
所
属
さ
せ
て
お
く
。
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表
７

近
世
譜
本
の
「
合
」

資
料
名

語

計

/oR/

/ʲoR/
/ʲuR/
/uR/
/ei/
/at/
/en/

和

au
ou
eu
iu
uu

（
ア
）
金
剛
三
昧
院
蔵
四
座
講
式

4
1

5

（
イ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
摩
訶
迦
羅
天
講
式

40
11

3

1

1

56

（
ウ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
摩
訶
迦
羅
天
講
式

12
6

1

19

（
エ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
龍
王
講
式

36
11

6
1
1

55

（
オ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
涅
槃
講
式

4

1

5

（
カ
）
島
根
大
学
蔵
宝
暦
版
四
座
講
式

12
3
2

1
1

19

（
キ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
仏
生
講
式

4

1

5

（
ク
）
高
野
山
図
書
館
蔵
四
座
講
式

17
4
2

1

24

（
ケ
）
光
台
院
蔵
四
座
講
式

1

1

（
コ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
神
祇
講
式

1

1

（
サ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
聖
徳
太
子
讃
歎
式

47
14

6

1

68

（
シ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
光
明
真
言
講
式

1

1

計

177
51
20
4
3
1
1
1
1

259

表
８

近
世
譜
本
の
「
不
合
」

資
料
名

語

計

/oR/

/ʲoR/
/ʲuR/
/uR/
/ei/
/at/
/en/

和

au
ou
eu
iu
uu

（
カ
）
島
根
大
学
蔵
宝
暦
版
四
座
講
式

3

1

4

（
ク
）
高
野
山
図
書
館
蔵
四
座
講
式

10
4
2

1

17

（
ケ
）
光
台
院
蔵
四
座
講
式

2
2

4

計

15
6
3

1

25

こ
れ
ら
を
見
る
と
、「
不
合
」
が
使
用
さ
れ
る
場
合
は
必
ず
「
合
」

と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
（（
カ
）（
ク
）（
ケ
））、/oR/

（「
双
」「
惣
」

「
繞
」）以
外
に
も
、/ʲuR/

（「
重
」「
住
」「
粒
」）、/uR

/

（「
通
」「
鐘
」）、/ei/

（「
聲
」）、/at/

（「
月
」）、/en/

（「
面
」）、
和
語
（「
設
マ
ウ
ケ
テ

」「
恋
コ

フ
ル
コ
ト

」）
と
、
様
々
な
重
音
節
に
「
合
」「
不
合
」
が
付
さ
れ
る
こ
と

が
分
か
る
。
た
だ
し
、
例
は/oR/

が
圧
倒
的
に
多
く
、「
不
合
」
の
場

合
は
ほ
と
ん
ど/oR/

と/ʲoR/

に
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、/oR/

の
内
訳

を
み
る
とau

由
来
の
も
の
が
多
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
全
体
の
例
数

がau

の
方
が
多
い
た
め
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
オ
段
長
音
の
開
合

へ
の
記
号
「
合
」
の
関
与
は
な
い
と
判
断
す
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
近
世
に
お
け
る
「
合
」
使
用
例
に
お
い
て
、
大

正
時
代
の
『
桑
本
版
』
と
同
様
に
音
高
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
か

を
確
認
し
て
み
る
（
表
９
）。
音
高
に
つ
い
て
は
、
節
博
士
の
あ
る
も

の
は
節
博
士
に
よ
っ
て
、
な
い
も
の
は
声
点
に
よ
っ
て
確
定
し
た
。

表
９

近
世
譜
本
の
「
合
」
「
不
合
」
と
音
位

資
料
名

合

不
合

低
平
高
平
上
昇
下
降
低
平
高
平

（
ア
）
金
剛
三
昧
院
蔵
四
座
講
式

4

1

（
イ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
摩
訶
迦
羅
天
講
式

15

9

30

2

（
ウ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
摩
訶
迦
羅
天
講
式

13

4

2
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（
エ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
龍
王
講
式

23

13

16

3

（
オ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
涅
槃
講
式

1

2

2

（
カ
）
島
根
大
学
蔵
宝
暦
版
四
座
講
式

13

1

5

3

1

（
キ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
仏
生
講
式

4

1

（
ク
）
高
野
山
図
書
館
蔵
四
座
講
式

7

7

9

1

14

3

（
ケ
）
光
台
院
蔵
四
座
講
式

1

4

（
コ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
神
祇
講
式

1

（
サ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
聖
徳
太
子
讃
歎
式

27

12

24

5

（
シ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
光
明
真
言
講
式

1

計

110

46

90

13

21

4

ま
ず
「
合
」
記
号
に
注
目
す
る
と
、
す
で
に
『
桑
本
版
』
に
お
い

て
見
た
よ
う
に
、
大
正
時
代
の
譜
本
で
は
高
平
調
（

例
）・
上
昇
調

12

（

例
）
と
の
対
応
が
顕
著
で
あ
り
、
低
平
調
の
例
は
少
な
か
っ
た

11
（
３
例
）
が
、
表
９
を
み
る
と
、
近
世
の
譜
本
に
お
い
て
は
高
平
調

・
上
昇
調
よ
り
も
、
む
し
ろ
低
平
調
の
部
分
に
付
さ
れ
た
例
が
多
い
。

ま
た
、「
不
合
」
に
つ
い
て
も
低
平
調
が
目
立
ち
、
高
平
調
は
例
が

少
な
く
、
上
昇
調
・
下
降
調
は
例
が
な
い
。
ま
た
、「
不
合
」
が
使
用

さ
れ
る
（
カ
）（
ク
）（
ケ
）
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
低
平
調
に
は

「
不
合
」
だ
け
で
な
く
「
合
」
も
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
音
高

に
よ
っ
て
「
合
」「
不
合
」
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

む
し
ろ
、
低
平
調
の
場
合
は
「
合
」
か
「
不
合
」
か
を
明
示
す
る
必

要
が
高
い
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
分
布
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
低
平
調
の
例
に
注
目
し
て
み
る
と
、「
合
」
が
付
さ
れ
た

110

例
の
節
博
士
は
、
譜
な
し

例
、《
角
》

例
、《
徴
角
》

例
、《
徴

9

27

73

角
・
角
》

例
で
あ
り
、「
不
合
」
が
付
さ
れ
た

例
の
節
博
士
は
、

1

21

譜
な
し

例
、《
角
》

例
、《
徴
角
》

例
、《
徴
角
・
角
》

例
で

15

0

6

0

あ
っ
た
。
譜
が
な
い
場
合
は
《
角
》
に
相
当
す
る
と
み
な
さ
れ
る
の

で
、
大
ま
か
に
い
え
ば
、《
徴
角
》
の
部
分
に
「
合
」
が
付
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、《
角
》
の
部
分
に
「
不
合
」
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
高
平
調
、
上
昇
調
、
下
降
調
の
場
合
と

合
わ
せ
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

表

譜
別
に
見
た
、
現
わ
れ
や
す
い
「
合
」
記
号

10
低
平
調
《
角
》
ま
た
は
譜
な
し

「
不
合
」

《
徴
角
》

「
合
」

高
平
調
《
徴
》
ま
た
は
《
徴
・
徴
》

「
合
」

上
昇
調
《
角
・
徴
》
ま
た
は
《
徴
角
・
徴
》

「
合
」

下
降
調
《
徴
・
角
》
ま
た
は
《
徴
・
徴
角
》

「
合
」

な
ぜ
《
角
》
譜
に
「
不
合
」
が
現
わ
れ
や
す
く
、
そ
の
他
の
譜
に
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「
合
」
が
現
わ
れ
や
す
い
の
か
。
一
般
に
声
明
譜
に
お
い
て
使
用
さ

れ
る
言
語
的
な
特
徴
に
関
与
す
る
記
号
は
、
前
時
代
の
言
語
的
特
徴

が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
の
伝
承
に
お
い
て
前
時
代
の
言

語
的
特
徴
を
誦
唱
上
に
残
そ
う
と
し
て
注
記
を
与
え
、
痕
跡
化
し
た

も
の
が
多
い
。「
ワ
ル
」
や
「
中
音
」
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
し
、
鎌

倉
時
代
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
保
存
し
て
い
る
、
講
式
の
節
博
士
も
そ
う

で
あ
る
。「
合
」
も
同
様
だ
と
す
れ
ば
、「
合
」
な
る
誦
唱
の
仕
方
が

前
時
代
的
な
、
伝
統
的
誦
唱
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
「
不

合
」
が
付
さ
れ
る
箇
所
は
、
前
時
代
に
お
い
て
す
で
に
新
し
い
言
語

形
式
を
取
り
入
れ
た
誦
唱
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
伝
承

さ
れ
た
た
め
、
誤
っ
て
伝
統
的
言
語
形
式
で
唱
え
な
い
よ
う
に
注
意

を
促
し
た
も
の
と
解
釈
し
た
い
。

よ
っ
て
、「
合
」
が
使
用
さ
れ
始
め
た
の
は
近
世
前
期
か
ら
中
期
に

か
け
て
と
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
も
少
し
前
、
す
な
わ
ち
中
世

末
か
ら
近
世
初
頭
に
お
い
て
、《
角
》
の
部
分
が
「
不
合
」
で
指
定
さ

れ
る
新
し
い
言
語
形
式
に
よ
る
誦
唱
、
そ
れ
以
外
の
部
分
が
「
合
」

で
指
定
さ
れ
る
伝
統
的
言
語
形
式
に
よ
る
誦
唱
だ
っ
た
と
、
表

の
10

「
合
」「
不
合
」
記
号
の
分
布
状
況
か
ら
推
定
で
き
る
。

今
、
近
世
の
「
合
」
の
機
能
を
近
代
以
降
と
同
様
に[ ou]

を
指
定

す
る
記
号
だ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け

て
、
講
式
に
お
け
る
長
音
・
連
母
音
は
次
の
よ
う
な
変
遷
を
経
た
も

の
と
考
え
る
。
講
式
の
誦
唱
に
お
い
て/au/,

/ou/,
/eu/

は
中
世
末
ま

で
に
は
区
別
を
失
い
、
い
ず
れ
も[ ou]

あ
る
い
は[ jou]

と
し
て
誦
唱
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
講
式
誦
唱
に
お
け
る

/iu/,/ei/

の
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
長
音
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
み

る
（

）
。
さ
ら
に
近
世
初
頭
に
か
け
て
、
抑
揚
の
な
い
低
平
調
の
《
角
》

20

の
部
分
が
口
頭
語
の
影
響
で[ oː]

に
変
じ
、
そ
の
結
果[ ou]

と[ oː]

が

混
在
す
る
状
況
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
誦
唱
の
際
に
オ
段
長
音
の
誦

唱
の
し
か
た
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
合
」
記
号
が
使

用
さ
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
《
角
》
の
部
分
か
ら[ oː]

に
変
化
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
抑
揚
の
な
い
部
分
な
の
で
特
に
誦
唱
上
の
注
意
を
引
き
に
く

く
、
口
頭
語
が
入
り
込
み
や
す
い
環
境
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
定
さ
れ
る
。
そ
の
後
、[ oː]

は
徐
々
に
《
角
》
以
外
の
部
分
に
も
入

り
込
ん
で
い
き
、[ ou]

と[ oː]

が
混
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
状
況
に
お
い
て
、[ ou]

か[ oː]

か
を
明
示
す
る
手
段
と
し
て
使
用

さ
れ
た
の
が
「
合
」
記
号
で
あ
り
、[ ou]

と[ oː]

と
が
混
乱
す
る
に
つ

れ
そ
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
大
正
期
に
は
版
本
に
付
刻
さ
れ
る
ま
で

に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
は
、《
徴
角
》
の
部
分
に
も[ oː]

が
拡
大
し
た
結
果
、
低
平
調
で
あ
れ
ば[ oː]

、
高
平
調
・
上
昇
調
で
あ

れ
ば[ ou]
と
す
る
、
音
高
に
よ
る
住
み
分
け
が
定
着
し
て
い
き
、
前

節
で
見
た
よ
う
に
「
合
」
の
重
要
性
は
減
じ
て
い
っ
た
（

）
。

21
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五
、「
合
」
と
「
ワ
ル
」

最
後
に
、「
合
」
と
類
似
の
機
能
を
有
す
る
「
ワ
ル
」
を
取
り
上
げ

て
、「
合
」
と
の
関
係
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
桜
井
（
一
九
九
四
）

で
は
、
四
座
講
式
中
の
羅
漢
講
式
四
種
、
お
よ
び
新
義
派
の
字
音
直

読
の
声
明
を
対
象
に
、「
ワ
ル
」
記
号
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
て
い

る
。
本
稿
で
は
さ
ら
に
広
汎
に
調
査
を
行
い
、

種
の
講
式
譜
本
の

115

範
囲
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
た
結
果
、「
合
」
あ
る
い
は
「
ワ
ル
」
の

ど
ち
ら
か
が
出
現
す
る
譜
本
と
し
て
次
の
も
の
が
管
見
に
及
ん
だ
。

南
山
進
流
の
講
式
譜
本
に
限
っ
て
用
例
の
有
無
を
表

に
示
す
。
な

11

お
新
義
派
の
譜
本
で
は
、
基
本
的
に
「
ワ
ル
」
の
み
を
使
用
し
、「
合
」

は
用
い
ら
れ
な
い
（
貞
享
版
四
座
講
式
、
元
禄
版
四
座
講
式
）。

表

「
ワ
ル
」
「
合
」
の
い
ず
れ
か
が
使
用
さ
れ
る
近
世
以
前
の
譜
本

11
（「
資
料
名
」
括
弧
内
は
『
高
野
山
講
式
集
』
の
部
と
番
号
を
指
す
）

資
料
名

書
写
年
・
刊
年

ル

合

ワ

（
ア
）
金
剛
三
昧
院
蔵
四
座
講
式
（
四
座
講
式11

・12

）

延
宝
八
年
（1680

）
写

○

○

（
イ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
摩
訶
迦
羅
天
講
式
（
天
部29

）

宝
暦
三
年
（1753

）
写

○

○

（
ウ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
摩
訶
迦
羅
天
講
式
（
天
部31

）・
書
入
江
戸
時
代
刊
、
書
入
は

○

○

文
化
十
年
（1813

）
写

（
エ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
龍
王
講
式
（
そ
の
他42

）

文
化
十
二
年
（1815

）
写

○

○

（
オ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
涅
槃
講
式
（
四
座
講
式50

）

天
正
九
年
（1581

）
写
。
○

○

た
だ
し
「
合
」
は
後
筆

（
カ
）
島
根
大
学
蔵
宝
暦
版
四
座
講
式
・
書
入

宝
暦
八
年(1758)

以
降
写

○

○

（
キ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
仏
生
講
式
（
そ
の
他33

）・
書
入

文
化
十
一
年(1814)

以
降
写

○

○

（
ク
）
高
野
山
図
書
館
蔵
四
座
講
式
（
四
座
講
式18

）・
書
入
宝
暦
八
年(1758)

以
降
写

○

○

（
ケ
）
光
台
院
蔵
四
座
講
式
（
四
座
講
式17

）

江
戸
時
代
写

○

○

（
コ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
神
祇
講
式
（
神
祇
部9

）

江
戸
時
代
写

○

○

（
サ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
聖
徳
太
子
讃
歎
式
（
高
僧
部12

）

江
戸
時
代
写

○

○

（
シ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
光
明
真
言
講
式
（
そ
の
他12

）

江
戸
時
代
写

○

（
ａ
）
上
野
学
園
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
涅
槃
講
式

延
文
四
年
（1359

）
写

○

（
ｂ
）
宝
暦
版
四
座
講
式
（
島
根
大
学
蔵
）

宝
暦
八
年
（1758

）
刊

○

（
ｃ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
明
神
講
式
（
垂
迹
部14

）

明
和
五
年
（1768

）
刊

○

（
ｄ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
弘
法
大
師
講
式
（
高
僧
部4

）

天
保
五
年
（1834

）
刊

○

（
ｅ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
摩
訶
迦
羅
天
講
式
（
天
部31

）

江
戸
時
代
刊

○

（
ｆ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
柿
本
講
式
（
垂
迹
部2

）

文
化
十
一
年
（1814

）
写

○

（
ｇ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
弁
財
天
講
式
（
天
部26

）・
書
入

江
戸
時
代
写

○

（
ｈ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
千
手
観
音
講
式
（
菩
薩
部19

）

江
戸
時
代
写

○

（
ｉ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
三
天
講
会
式
（
天
部5

）

江
戸
時
代
写

○

（
ｊ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
明
神
講
式
（
垂
迹
部13

）

江
戸
時
代
写

○

（
ｋ
）
光
台
院
蔵
明
神
講
式
（
垂
迹
部15

）

江
戸
時
代
写

○
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（
ｌ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
弘
法
大
師
講
式
（
高
僧
部5

）

江
戸
時
代
写

○

（
ｍ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
四
座
講
式
（
四
座
講
式16

）

江
戸
時
代
写

○

（
ｎ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
四
座
講
式
（
四
座
講
式20

・21

）

江
戸
時
代
写

○

こ
の
よ
う
に
、

種
強
の
譜
本
を
調
査
し
た
な
か
で
、「
ワ
ル
」
は

100

種
、「
合
」
は

種
の
譜
本
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
合
」

25

11

が
使
用
さ
れ
る
譜
本
に
は
１
種
の
譜
本
（
シ
）
を
除
い
て
「
ワ
ル
」

も
使
用
さ
れ
る
が
、「
ワ
ル
」
の
み
を
使
用
す
る
譜
本
は
多
い
（（
ａ
）

～
（
ｎ
））。
よ
っ
て
、
講
式
譜
に
お
い
て
「
ワ
ル
」
の
方
が
広
汎
に

使
用
さ
れ
、「
合
」
は
「
ワ
ル
」
と
と
も
に
し
か
使
用
さ
れ
な
い
と
い

う
、
あ
る
種
の
制
限
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
こ
の
両
者
が
同
時
に
使
用
さ
れ
る
譜
本
で
は
、
ど
の
よ
う

に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
使
用
さ
れ
る
音
節
ご
と
に

頻
度
を
表

に
示
す
。
表
中
長
音
（/-R/

）
の
左
の
欄
に
長
音
化
前

12

の
音
形
を
示
し
て
お
く
。

表
中
１
例
ず
つ
し
か
な
いei

（
聲
）、ai

（
昧
）、an

（
萬
）、en

（
面
）、at

（
月
）
と
、
和
語
の
例
（
雖
イ
フ
ト
モ

４
例
、
設
マ
ウ
ケ
テ

１
例
、
恋
コ
フ
ル
コ

ト

１
例
）（
）

を
除
く
と
、iu,

uu

に
は
「
ワ
ル
」
が
、eu,

au,
ou

に

22

は
「
合
」
が
付
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
こ
こ
か
ら
、
口
頭
語
で
長
音

化
し
た
も
の
の
う
ち
、
ウ
段
長
音
に
は
「
ワ
ル
」
が
、
オ
段
長
音
に

は
「
合
」
が
主
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

表

近
世
以
前
の
譜
本
に
お
け
る
「
ワ
ル
」
と
「
合
」
の
音
節
ご
と
の
分
布

12

和
語

計

/ʲuR/

/ʲoR/

/oR/

/uR/

/ei/

/ai/

/an/

/en/

/at/

iu

eu

au

ou

uu

ワ
ル

94

2

11

1

1

4

113

不
割

1

3

4

合

4

20

177

51

3

1

1

1

1

259

不
合

3

15

6

1

25

計

98

25

193

57

17

1

1

1

1

1

6

401

福
永
（
一
九
六
三
）
は
浄
土
真
宗
の
伝
承
音
に
つ
い
て
、/eu/

は
ワ

リ
仮
名
と
し
て
保
存
し
て
い
る
の
に
対
し
て/ou/

は[ ou]

と
発
音
す
る

こ
と
は
あ
る
も
の
の
ワ
ル
と
は
い
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、/ou/

、

/eu/

の
順
で
長
音
化
し
た
と
主
張
し
た
。
こ
のou

の
長
音
化
がeu

の

長
音
化
に
先
行
す
る
と
い
う
考
え
に
対
し
て
奥
村
（
一
九
七
二
）
は
、

中
古
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
仮
名
遣
い
の
混
乱
の
実
態
に
合
わ
な

い
こ
と
を
理
由
に
疑
義
を
呈
し
た
う
え
で
、「
ワ
ル
」
と
い
う
注
記
に

関
し
て
、

も
と
も
と
、
声
明
・
謡
曲
・
平
曲
の
如
き
伝
承
音
に
お
け
る
割
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り
注
記
は
、
京
大
本
平
家
正
節
の
例
「
し
や
つ
」（
巻
五
）
そ
の

ワ
ル

他
か
ら
し
て
も
、
非
長
音
化
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
非
拗
音

化
に
関
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
真
宗
伝
承
音
資

料
等
の
割
り
注
記
が
、au

やou

の
場
合
に
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、

そ
の
長
音
化
がiu

やeu

の
そ
れ
よ
り
早
か
っ
た
た
め
で
な
く
、

拗
音
化
に
関
係
し
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。（
八
六
―
八
七
頁
）

と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
奥
村
（
一
九
七
二
）
は
「
ワ
ル
」
を
非
拗
音

化
の
記
号
、
す
な
わ
ち
、
当
時
の
口
頭
語
で
は
拗
音
で
実
現
す
る
と

こ
ろ
を
、
非
拗
音
で
誦
唱
す
る
記
号
と
解
し
て
い
る
が
、
南
山
進
流

の
講
式
誦
唱
に
お
い
て
はiu

由
来
の
長
音
と
と
も
にuu

に
も
使
用

さ
れ
る
こ
と
、eu

由
来
の
オ
段
拗
長
音
に
は
使
用
例
が
少
な
い
こ
と

か
ら
、
む
し
ろ
当
時
の
口
頭
語
に
お
い
て
ウ
段
長
音
で
実
現
す
る
音

節
に
対
し
て

[ i.u]
[ u.u]

で
唱
え
る
こ
と
を
指
示
す
る
記
号
で
あ
る

と
見
た
方
が
現
実
に
合
う
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
「
合
」
に
つ
い

て
は
、
当
時
口
頭
語
に
お
い
て
オ
段
長
音
で
発
音
す
る
語
に
つ
い
て
、

[ o.u]

で
誦
唱
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
を
指
定
す
る
記
号
と
し
て

成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
。

も
う
一
つ
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
南
山
進
流
の
講
式
譜

本
で
は
オ
段
長
音
と
ウ
段
長
音
を
区
別
し
、
異
な
る
記
号
を
用
い
て

い
る
が
、
な
ぜ
謡
曲
譜
本
の
よ
う
に[ i.u][ u.u][ o.o]

の
よ
う
な
誦
唱

上
の
指
定
を
す
べ
て
「
ワ
ル
」
で
済
ま
さ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
講
式
に
お
け
る
「
ワ
ル
」
記
号
の
使
用
は
（
ａ
）
上
野
学

園
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
涅
槃
講
式
が
も
っ
と
も
古
い
も
の
と
見
ら

れ
、
中
世
か
ら
使
用
例
が
見
出
さ
れ
る
が
、「
合
」
に
つ
い
て
は
近
世

の
譜
本
し
か
管
見
に
入
ら
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、/iu/

連
母
音
の
拗

長
音
化
が
完
成
し
た
の
ち
に
「
ワ
ル
」
が
使
用
さ
れ
始
め
た
の
に
対

し
て
、「
合
」
の
方
は
、/eu/,

/au/,
/ou/

が
合
流
し
た
の
ち
に
、/oR/

を
ど
の
よ
う
に
誦
唱
す
る
か
を
指
定
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
記
号
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
合
」
に
関
し
て
い
え
ば
、[ ou]

で
誦
唱
し
て
も[ oː]

で
誦

唱
し
て
も
、
近
世
口
頭
語
に
お
い
て
は
と
も
に/oR/

と
把
握
さ
れ
る

範
囲
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
ワ
ル
」
に
関
し
て
は
、

[ iu]

は/iu/

、[ juː]

は/ juR
/

と
、
異
な
る
語
形
と
し
て
把
握
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
講
式
譜
本
に
お
い
て
「
ワ
ル
」
は
も
っ

と
も
典
型
的
に
は
、/ juR

/

で
な
く/iu/

で
あ
る
こ
と
を
指
定
す
る
記
号

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
合
」
は/oR/

を[ oː]

で
な
く[ ou]

で
唱
え
る
こ

と
を
指
定
す
る
記
号
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（

）
。
こ
の
よ
う
な

23

点
で
、
講
式
誦
唱
上/ juR

/

で
な
く/iu/

で
唱
え
る
こ
と
を
指
定
す
る
「
ワ

ル
」
の
方
が
、[ oː]

で
な
く[ ou]

で
唱
え
る
こ
と
を
指
定
す
る
「
合
」

よ
り
も
、
注
意
を
引
き
や
す
く
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
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こ
の
よ
う
に
、「
合
」
が
２
種
の
異
音
か
ら
一
方
を
指
定
す
る
記
号

で
あ
る
の
に
対
し
、「
ワ
ル
」
は
２
種
の
語
形
か
ら
一
方
を
指
定
す
る

記
号
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
講
式
譜
に
お
い
て
「
ワ
ル
」
の
方
が
広

汎
に
使
用
さ
れ
、「
合
」
は
「
ワ
ル
」
と
と
も
に
し
か
使
用
さ
れ
な
い

と
い
う
実
態
と
も
符
合
す
る
。
さ
ら
に
、
近
世
に
お
け
る
版
本
へ
の

反
映
と
い
う
点
か
ら
も
、「
ワ
ル
」
は
宝
暦
版
等
に
付
刻
さ
れ
て
い
る

が
、「
合
」
は
版
本
へ
の
付
刻
が
確
認
で
き
な
い
と
い
う
事
実
を
、
同

様
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
口
頭
語
と
異
な
る
言
語
的
特
徴
を
も
つ
誦
唱

部
分
に
対
す
る
注
意
記
号
を
支
え
た
の
は
、
仮
名
遣
い
に
関
す
る
知

識
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
ワ
ル
」
は
語
形
全
体
に
わ
た

っ
て
、「
合
」
は
語
形
の
後
半
の
「
ウ
」
の
部
分
に
関
し
て
、「
仮
名

遣
い
の
通
り
に
唱
え
る
」
と
い
う
指
示
内
容
と
受
け
取
ら
れ
、
仮
名

遣
い
の
知
識
に
支
え
ら
れ
た
、
一
種
の
綴
り
字
発
音
を
指
示
す
る
記

号
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
（

）
。
表

に
示
し
た
よ

24

12

う
に
、
と
き
に
オ
段
長
音
に
「
ワ
ル
」
が
使
用
さ
れ
た
り
、
ウ
段
長

音
に
「
合
」
が
使
用
さ
れ
た
り
、
他
の
重
音
節
に
使
用
さ
れ
た
り
す

る
よ
う
な
、
典
型
的
な
用
法
と
離
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の

よ
う
な
「
仮
名
遣
い
通
り
に
唱
え
る
」
と
い
う
両
者
の
共
通
性
に
よ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（

）
。

25

ま
と
め

本
稿
で
は
現
代
の
講
式
誦
唱
と
、
講
式
の
諸
譜
本
に
見
ら
れ
る
記

号
（「
合
」「
ワ
ル
」）
や
節
博
士
と
を
合
わ
せ
見
つ
つ
、
講
式
譜
本
の

記
譜
法
に
お
け
る
オ
段
長
音
お
よ
び
連
母
音
の
処
理
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
こ
れ
を
時
系
列
順
に
整
理
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
現
代
の
誦
唱
の
状
況
、
お
よ
び
口
訣
類
を
も
と
に
推
定
す
る
と
、
近

世
か
ら
講
式
譜
本
で
使
用
さ
れ
る
「
合
」
は
典
型
的
に
は
オ
段
長

音
を[ ou]

で
誦
唱
す
る
こ
と
を
指
定
す
る
記
号
と
推
定
さ
れ
る
。

・
近
世
に
お
け
る
譜
本
を
観
察
す
る
と
、
低
平
調
の
特
に
《
角
》
の
部

分
に
「
不
合
」
が
、
そ
の
他
の
部
分
に
「
合
」
が
付
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
講
式
の
誦
唱
で
は
、
近
世
初
期
か
ら
口

頭
語
の
影
響
で
、
抑
揚
の
な
い
低
平
調
の
《
角
》
の
部
分
か
ら[ ou]

→[ oː]

の
変
化
が
は
じ
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

・「
合
」
は
近
世
に
お
い
て
「
ワ
ル
」
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、「
ワ
ル
」
は
当
時
の
口
頭
語
に
お
い
て
ウ
段
長
音
で
実
現
す

る
音
節
に
対
し
て/ʲuR/

で
な
く/iu/

で
唱
え
る
こ
と
を
指
示
す
る
語

形
指
示
の
記
号
、「
合
」
は
当
時
口
頭
語
に
お
い
て
オ
段
長
音
で
実

現
す
る
音
節
に
つ
い
て
、[ oː]

で
な
く[ o.u]

で
誦
唱
す
る
こ
と
を
指

示
す
る
発
音
指
示
の
記
号
と
し
て
成
立
し
た
。
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・/oR/

の
誦
唱
に
お
い
て
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
《
徴
角
》
の
部

分
に[ oː]

の
勢
力
が
拡
大
し
て
い
き
、
次
第
に
低
平
調
の
場
合
に

[ oː]
、
高
平
調
・
上
昇
調
の
場
合
に[ ou]

で
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、「
合
」
の
付
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
関
し
て[ oː]

と
指
定
す
る
機
能
は
失
わ
れ
た
。

〔
注
〕

（
１
）
こ
れ
は
恐
ら
く
誦
唱
上

[ au]

と[ ou]

で
区
別
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、
近
世
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
区
別
を
失
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
字
音
で
唱
え
る
声
明
に
は
、「
タ
ト
ノ
中
音
」
と

い
う
注
記
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
は
開
合
の
区
別
の
痕

跡
と
み
ら
れ
る
。（
浅
田
（
二
〇
一
一
））

（
２
）
こ
れ
ら
の
四
声
の
う
ち
平
声
軽
、
入
声
軽
に
つ
い
て
は
、「
日

本
で
の
読
誦
の
際
に
連
音
上
現
わ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
」
と
考

え
ら
れ
て
い
る
（
加
藤
（
二
〇
一
八
）、
一
一
四
頁
）。

（
３
）
使
用
し
た
涅
槃
講
式
の
音
源
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

岩
原
諦
心
『
岩
原
諦
心

南
山
進
流
声
明
』（
一
九
五
六
録
音
。

N
H

K

岡
山
放
送
局
）

児
玉
雪
玄
『
児
玉
雪
玄
大
僧
正
相
伝

南
山
進
流
聲
明
類
聚

巻

十
八
』（
六
大
新
報
社
、
一
九
六
四
録
音
）

玉
島
宥
雅
『
南
山
進
流
聲
明
要
集

巻
十
八
』（
一
九
八
一
）

（
４
）
以
下
、
漢
字
音
の
長
音
・
連
母
音
の
形
態
的
な
特
徴
を/

/

、

誦
唱
音
に
お
け
る
音
声
的
な
実
現
を[

]

と
す
る
。

（
５
）
字
音
で
唱
え
る
声
明
に
お
い
て
は[eu][au]

な
ど
が
見
ら
れ
る

が
、
講
式
で
は
、eu,au,ou

と
も
に[oː]

か[ou]

か
で
誦
唱
さ
れ
、

字
音
直
読
で
唱
え
る
声
明
と
、
訓
読
し
て
唱
え
る
講
式
と
の
間
に

差
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
講
式
の
方
が
、
口
頭
語
の
影
響
を
受

け
や
す
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
６
）
『
四
座
講
式

明
恵
上
人
作
』（
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
、
一
九
七

八
）
を
復
刻
し
た
『
声
明

四
座
講
式

～
四
座
講
式
の
世
界
～
』

（
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
、
二
〇
一
七
）
に
よ
る
。

（
７
）
ま
た
、
青
木
師
の
誦
唱
で
は/iu/

は
す
べ
て[ juu]

と
な
っ
て
お

り
、
長
音
・
連
母
音
の
唱
え
方
に
つ
い
て
は
、
南
山
進
流
よ
り
も

豊
山
派
の
方
が
新
し
い
発
音
を
反
映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

（
８
）
児
玉
師
が[ oː]

と
唱
え
て
い
る
部
分
の
う
ち
玉
島
師
が[ ou]

と
唱

え
て
い
る
部
分
は
７
箇
所
あ
り
、
児
玉
師
が[ ou]

と
唱
え
て
い
る

部
分
の
う
ち
玉
島
師
が[ oː]

と
唱
え
て
い
る
部
分
は
８
箇
所
存
し

た
。
両
者
が
共
通
し
て
い
る
の
は

箇
所
で
あ
っ
た
。

128

（
９
）
高
野
山
声
明
の
会
『
高
野
山
の
声
明

常
楽
会
』（
ビ
ク
タ
ー
、

二
〇
〇
四
）
に
よ
る
。

（

）『
桑
本
版
』
は
、
金
田
一
で
「
大
正
版
」
と
さ
れ
た
も
の
で
、

10
「
高
野
山
で
は
、
こ
の
本
（
筆
者
注:

大
正
版
）
ま
た
は
〔
８
〕
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（
筆
者
注:

昭
和
十
四
年
版
岩
原
諦
信
編
『
四
座
講
式
並
明
神
両

講
式
』）
の
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
若
い
人
に
〈
四
座
講
式
〉

の
唱
え
方
を
指
導
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」（
六
六
頁
）
と
あ
る
。

ま
た
、
後
続
の
譜
本
で
あ
る
岩
原
諦
信
（
一
九
三
九
）『
四
座
講

式
並
明
神
両
講
式
』、
鈴
木
智
辨
（
一
九
五
七
）『
南
山
進
流
声

明
集
附
仮
譜
下
巻
』
と
ほ
ぼ
内
容
を
一
に
し
て
お
り
、
近
代
か

ら
現
代
に
か
け
て
の
南
山
進
流
の
講
式
譜
本
と
し
て
は
標
準
的

な
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
潮
（
二
〇
一
七
、
一
一
二
頁
）

に
示
さ
れ
る
血
脈
を
み
て
も
、「
桑
本
真
定
―
鈴
木
智
弁
―
児
玉

雪
玄
」
と
あ
り
、
玉
島
師
は
児
玉
師
の
門
下
で
あ
る
（
同
書
一

二
〇
頁
）
の
で
、
児
玉
師
、
玉
島
師
の
誦
唱
が
『
桑
本
版
』
と

近
い
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（

）
金
田
一
（
一
九
六
四
）
に
「《
中
音
》
で
は
、
墨
譜
は
最
後

11
の
部
分
の
み
に
用
い
ら
れ
て
、
｟
－
｠
｟
／
－
｠
｟
／
｠
の
順

に
現
れ
て
、
｟
／
－
｠
は
一
箇
で
あ
る
。」（
一
一
三
頁
）
と
い

う
説
明
が
あ
る
。

（

）
た
と
え
ば
、『
桑
本
版
』
一
二
オ
の
一
行
目
「
雨
涙
モ
」
の

12「
ル
イ
モ
」
の
部
分
は
平
声
で
あ
る
が
、
節
博
士
は
《
角
商
》《
商
》

《
商
》
と
な
っ
て
お
り
、
音
節
の
声
調
で
な
く
、
句
末
の
定
型

的
な
旋
律
が
優
先
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
部
分
を
本
稿
で
は
詠

唱
部
と
し
て
、
他
の
部
分
と
区
別
す
る
。

（

）
真
言
宗
の
講
式
譜
本
の
大
ま
か
な
推
移
と
し
て
、
①
全
体
が

13
無
譜
（
詞
章
の
み
）、
②
和
語
の
部
分
の
み
施
譜
、
③
和
語
・
漢

語
と
も
に
施
譜
と
い
う
発
達
段
階
が
認
め
ら
れ
る
。
②
の
段
階

に
あ
る
譜
本
に
お
け
る
漢
語
に
は
、
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
場

合
が
多
い
。

（

）
こ
の

例
に
は
直
後
が
オ
列
音
の
も
の

例
（「
生
の
」「
聲

14

6

5

聞
」「
超
越
」「
明
本
」「
網
幢
」）
が
含
ま
れ
て
お
り
、
後
続
の

オ
列
音
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。

（

）
下
降
調
に
つ
い
て
は
、
注
（
２
）
に
示
し
た
よ
う
に
加
藤
（
二

15
〇
一
八
）
は
沼
本
（
一
九
八
二
）
を
引
き
つ
つ
、「『
四
座
講
式
』

の
軽
点
は
日
本
で
の
読
誦
の
際
に
連
音
上
現
れ
た
も
の
と
み
る

べ
き
」
と
す
る
。
例
が
少
な
い
の
で
判
断
が
難
し
い
が
、/oR/

に
関
し
て
い
え
ば
下
降
調
は
１
例
し
か
な
く
、[ ou]

で
唱
え
ら

れ
て
い
る
。

（

）
本
書
は
講
式
誦
唱
に
関
す
る
様
々
な
師
説
を
集
成
し
た
も
の

16
で
あ
る
が
、
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
、
理
峯
「
式
韻
私
譜
」（
宝

暦
二
年
序
。
こ
の
書
は
『
桑
本
版
』
に
収
載
さ
れ
る
「
読
式
心

得
」
に
も
引
か
れ
る
）
を
引
い
て
い
る
の
か
、
別
の
師
説
の
部

分
な
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

（

）
仮
名
２
字
で
構
成
さ
れ
る
二
字
仮
名
（「
講
」「
等
」「
要
」「
空
」

カ
ウ

ト
ウ

エ
ウ

ク
ウ

17
「
粒
」
な
ど
）
と
、
仮
名
３
字
で
構
成
さ
れ
る
三
字
仮
名
（「
経
」

リ
フ

キ
ヤ
ウ
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「
稱
」
な
ど
）
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合

シ
ヨ
ウ

は
重
音
節
全
般
を
指
し
て
い
る
と
解
す
る
。

（

）
こ
れ
ら
の
例
外
は
全
く
無
秩
序
に
現
わ
れ
る
わ
け
で
な
く
、

18《
徴
角
》譜
が
付
さ
れ
、か
つ
後
ろ
に
ポ
ー
ズ
が
あ
る
場
合（「
王
」

「
性
」「
性
」）
が
３
例
を
占
め
る
。
ま
た
《
徴
》
あ
る
い
は
《
徴

・
徴
》（
高
平
調
）
で
、
後
ろ
が
オ
段
の
場
合
（「
網
幢
」「
明
本
」）

も[ oː]

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
２
例
は
後
続
母
音
に
引
か
れ
た
か

と
も
考
え
ら
れ
る
。

（

）
本
研
究
で
は
真
言
宗
系
統
の
近
世
以
前
の
講
式
譜
本
を

種

19

115

調
査
し
た
。
う
ち

種
は
『
高
野
山
講
式
集

D
V

D
-RO

M

版
』

100

所
収
の
講
式
で
あ
り
、
残
り
の
一
五
種
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

上
野
学
園
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
本
：
弁
財
天
講
式
、
涅
槃
講
式

随
心
院
蔵
本
：
佛
生
講
式
、
往
生
講
式
、〔
舎
利
講
（
解
脱
等
）〕

高
山
寺
蔵
本
：
羅
漢
講
式

京
都
大
学
蔵
本
：
薬
師
講
式

東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
本
：
大
慈
院
本
涅
槃
講
式
、
涅
槃
講
式

付
舎
利
講
式

筑
波
大
学
図
書
館
蔵
本
：
四
座
講
式

国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
：
明
神
講
式

桃
山
興
山
寺
蔵
本
：
十
一
面
観
音
講
式

版
本
：
元
禄
版
四
座
講
式
（
金
田
一
（
一
九
六
一
））
寛
永
版
四

座
講
式
（
随
心
院
蔵
）、
宝
暦
版
四
座
講
式
（
島
根
大
学
蔵
）

（

）
こ
の
よ
う
に
推
定
す
る
直
接
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な

20
い
が
、「
合
」
が
伝
統
的
な
特
徴
を
持
つ
発
音
の
指
示
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
、
三
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
大
正
期
の
「
合
」

が[ ou]

を
指
示
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
合
」
が

使
わ
れ
出
し
た
時
点
に
お
け
る
伝
統
的
、
前
時
代
的
発
音
と
し

て
、[ ou]

を
考
え
る
と
都
合
が
よ
い
。
傍
証
と
し
て
、
浅
田
（
二

〇
一
一
）
で
取
り
上
げ
た
「
タ
ト
の
中
音
」
の
よ
う
な
注
記
が

講
式
に
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
こ
と
、
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に

現
代
の
講
式
誦
唱
に
お
い
て/ei/,/iu/

が
長
音
化
を
免
れ
て
お
り
、

一
種
の
綴
り
字
発
音
と
し
て
古
形
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。

（

）
こ
の
よ
う
に
、
口
伝
や
注
記
、
記
号
が
譜
本
上
に
記
さ
れ
て

21
い
る
も
の
の
、
実
際
の
誦
唱
に
は
反
映
さ
れ
な
い
例
は
他
に
も

あ
る
。
た
と
え
ば
「
中
音
」
も
そ
の
一
つ
で
、
金
田
一
（
一
九

六
一
）
は
「
一
行
目
の
「
道
」
の
字
の
と
こ
ろ
に
、「
タ
ト
ノ
中

音
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
岩
原
師
に
よ
る
と
、
ダ

と
も
つ
か
ず
ド
と
も
つ
か
ず
、
そ
の
中
間
の
音
を
出
せ
と
い
う

注
記
だ
と
教
え
ら
れ
て
来
た
そ
う
で
あ
る
。
国
語
史
で
や
か
ま

し
い
、
い
わ
ゆ
る
開
合
の
発
音
の
指
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
岩

原
師
の
先
生
格
で
あ
っ
た
人
、
真
鍋
戒
善
師
は
、
そ
う
い
う
口
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伝
を
教
え
た
だ
け
で
、
本
人
の
口
構
え
は
、
必
ず
し
も
そ
う
な

っ
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
口
構
え
は
、
今
は
亡
び

て
口
伝
だ
け
が
残
っ
た
ら
し
い
。」（
７
頁
）
と
述
べ
る
。

（

）
こ
の
う
ちai,

in

の
例
は
、
桜
井
（
一
九
九
四
）
九
五
頁
に

22
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（

）
こ
の
考
え
方
に
従
え
ば
、eu

に
「
ワ
ル
」
が
付
さ
れ
た
場
合

23
（「
教
」（
ア
）
金
剛
三
昧
院
蔵
四
座
講
式
）[ eu]

と
唱
え
、「
合
」

が
付
さ
れ
た
場
合
（「
照
」（
イ
）
高
野
山
図
書
館
蔵
摩
訶
迦
羅

天
講
式
）

[ jou]

と
唱
え
た
と
推
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ

の
点
に
関
連
し
て
、
現
代
の
南
山
進
流
声
明
の
伝
承
で
は
、「
合
」

を
「
割
ら
な
い
」
記
号
、
す
な
わ
ち
「
妙
」
を
「
メ
ウ
」
で
な

く
「
ミ
ョ
ー
」
と
発
音
す
る
記
号
と
す
る
伝
が
あ
る
と
聞
い
た
。

こ
れ
は
、
三
節
で
示
し
た
「
合
」
の
重
要
性
の
低
下
に
よ
っ
て
、

「
合
」
が
「
ワ
ル
」
と
の
対
比
に
お
い
て
捉
え
直
さ
れ
た
結
果
、

[ o

ː]

を
示
す
に
至
っ
た
と
解
釈
し
て
お
く
。

（

）
桜
井
（
一
九
九
四
）
で
は
、
中
世
口
誦
資
料
に
み
ら
れ
る
「
ワ

24
ル
」
を
「
か
つ
て
シ
ラ
ビ
ー
ム
的
音
節
構
造
で
あ
っ
た
京
都
方

言
が
、
中
世
末
期
近
く
モ
ー
ラ
音
節
に
変
化
し
た
結
果
、
連
母

音
か
ら
拗
長
音
に
変
わ
っ
た
音
声
を
、
二
つ
の
モ
ー
ラ
に
か
え

そ
う
と
し
た
一
時
的
な
現
象
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
こ
の
説
明
は
、
な
ぜ
声
明
や
謡
曲
等
の
歌
謡
に
そ
の

現
象
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
疑
問
が
残
る
。
よ
っ
て
本

稿
で
は
、
高
松
政
雄
（
一
九
七
〇
）
が
示
す
「
仮
名
表
記
に
引

か
れ
て
、
即
ち
、
そ
の
仮
名
を
一
字
ず
つ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

所
謂
割
る
と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」

と
い
う
解
釈
を
支
持
す
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
伝
承
さ
れ
た

誦
唱
の
姿
を
譜
本
上
に
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
と
い
う
意
味
で

あ
り
、「
合
」「
ワ
ル
」
と
も
に
少
な
く
と
も
出
現
の
契
機
と
し

て
は
師
伝
の
継
承
に
あ
る
と
解
す
る
。

（

）
こ
の
点
に
関
連
し
て
、「
合
」
と
「
ワ
ル
」
が
同
じ
字
に
付

25
さ
れ
て
い
る
も
の
が
３
例
（「
住
」（（
ウ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
摩
訶

迦
羅
天
講
式
書
入
、「
重
」（（
エ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
龍
王
講
式
）、

「
粒
」（（
コ
）
金
剛
三
昧
院
蔵
神
祇
講
式
））
見
出
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
は
二
種
の
異
な
る
伝
承
を
譜
本
に
書
き
加
え
た
も
の
、
す

な
わ
ち
「
ワ
ル
」
は[ i.u]

を
、「
合
」
は[ ju.u]

を
指
定
し
て
い
る

と
も
み
な
せ
る
が
、
一
方
で
両
者
が
混
乱
し
、
同
じ
機
能
で
使

用
さ
れ
て
い
る
状
態
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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