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漢
音
声
調
に
お
け
る
上
声
・
去
声
間
の
声
調
変
化

│
│
日
本
漢
文
の
場
合
│
│

石

山

裕

慈

一
︑
問
題
の
所
在

唐
代
長
安
方
言
に
由
来
す
る
日
本
漢
音
と
は
︑
声
調
に
関
し
て
も
韻
書

︵
広
韻
︶
と
対
応
す
る
と
い
う
の
が
素
朴
な
見
方
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
把
握

で
大
過
は
な
い
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
図
式
が
成
り
立
つ
の
は

漢
籍
訓
読
資
料
の
よ
う
な
規
範
性
の
高
い
資
料
の
場
合
で
あ
り
︑
日
本
漢
文

の
よ
う
に
規
範
性
が
低
い
資
料
に
あ
っ
て
は
韻
書
と
の
乖
離
が
見
ら
れ
る
こ

と
が
︑
近
年
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
︒
日
本
漢
字
音
と
は
︑
必
ず

し
も
均
質
的
で
は
な
く
︑
当
該
資
料
の
性
質
や
書
写
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
た

様
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

呉
音
の
み
な
ら
ず
︑
漢
音
資
料
に
あ
っ
て
も
︑
日
本
語
の
音
韻
変
化
に

従
っ
た
声
調
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
︑
佐
々
木
勇
︵
二
〇
〇
九
︶
な

ど
で
論
じ
ら
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
語
で
の
上
昇
調
ア
ク
セ
ン
ト
の
消
滅

に
伴
う
﹁
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
﹂
や
︑﹁
中
低
型
の
回
避
﹂︑
つ
ま
り

﹁
上
声
│
去
声
﹂﹁
去
声
│
去
声
﹂
の
よ
う
な
型
を
避
け
て
︑
後
項
の
去
声
字

が
上
声
化
す
る
変
化
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
最
近
で
は
﹁
漢
語
﹂
全
体
を
対
象
と
し
た
研
究
も
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
る
︒
加
藤
大
鶴
︵
二
〇
〇
九
︶
は
﹃
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
﹄︑

同
︵
二
〇
一
〇
︶
は
﹃
宝
物
集
﹄
に
お
け
る
漢
語
声
調
に
つ
い
て
論
じ
た
も

の
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
日
本
漢
音
・
呉
音
声
調
の
原
則
に
合
わ
な
い
声
点
の
存
在

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
漢
語
声
調
に
つ
い
て
は
石
山

裕
慈
︵
二
〇
一
一
︶
で
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
日
本
漢
音
声
調
研
究
は
新

た
な
段
階
に
入
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
現
象
で
あ
っ
て
も
︑
ど
の
よ
う
な

場
合
に
起
こ
り
や
す
い
か
︑
ま
た
呉
音
声
調
の
傾
向
と
平
行
し
て
い
る
か
否

か
︑
と
い
っ
た
よ
う
な
︑
個
別
の
事
情
に
立
ち
入
っ
た
研
究
は
︑
幾
分
手
薄

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
単
字
の
声
調
変
化
の
実
体
が
完
全
に
解
明
さ
れ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
︑
究
明
す
べ
き
事
柄
は
数
多
く
残
さ
れ
て

い
る
︒
本
稿
で
は
︑
現
象
自
体
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
研
究
の
蓄
積

も
あ
る
上
声
・
去
声
間
の
声
調
変
化
に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
の
場
合
に
分
類

し
つ
つ
論
じ
る
︒

先
述
し
た
と
お
り
︑
規
範
性
の
高
い
資
料
ほ
ど
︑
韻
書
か
ら
外
れ
る
声
点

が
出
現
し
に
く
い
︒
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
な
ど
が
皆
無
で
は
な
い
と
は

い
え
︑
む
し
ろ
﹁
漢
籍
訓
読
資
料
の
漢
音
に
お
い
て
は
︑
呉
音
に
見
ら
れ
た
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①
︵
中
低
型
回
避
の
こ
と
⁝
筆
者
注
︶
②
︵
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
の
こ

と
⁝
同
︶
の
声
調
変
化
は
︑
全
体
と
し
て
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
﹂
︵
佐
々
木
︵
二
〇
〇
九
︶・
六
一
一
ペ
ー
ジ
︶
る
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
韻
書
か
ら
逸
脱
す
る
例
が
多
く
現
れ
る
日
本
漢
文

資
料
を
調
査
の
対
象
に
据
え
る
︒
そ
の
中
で
も
︑
特
に
﹃
本
朝
文
粋
﹄
を
中

心
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
︒
多
様
な
文
体
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

様
々
な
場
合
分
け
が
可
能
で
あ
る
こ
と
と
︑
石
山
︵
二
〇
一
一
︶
で
述
べ
た

よ
う
に
︑
個
々
の
資
料
で
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
変
化
が
起
こ
っ
て
お
り
︑

従
っ
て
当
時
発
生
し
て
い
た
﹁
生
﹂
の
声
調
変
化
が
現
れ
や
す
い
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由
で
あ
る
︒

二
︑
﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
六
に
お
け
る
各
種
の
声
調
変
化

﹃
本
朝
文
粋
﹄
は
一
四
巻
か
ら
成
り
︑
そ
の
中
で
も
﹁
奏
状
中
﹂
を
収
め

る
巻
六
と
︑﹁
祭
文
﹂﹁
表
白
﹂
な
ど
を
収
め
る
巻
一
三
が
多
く
現
存
し
て
い

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
ま
ず
現
存
し
て
い
る
本
が
多
く
︑
ま

た
呉
音
語
が
混
入
し
て
い
る
割
合
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る
巻
六
に
つ
い
て
︑

考
察
を
行
う
︒

管
見
に
入
っ
た
も
の
の
中
か
ら
︑
以
下
の
各
本
を
考
察
対
象
と
す
る
︒
い

ず
れ
も
石
山
︵
二
〇
一
一
︶
で
検
討
し
た
資
料
で
あ
る
た
め
︑
概
略
の
み
記

す
︒
以
下
︑
丸
数
字
は
資
料
の
番
号
を
示
す
︒

①
久
遠
寺
本
⁝
清
原
教
隆
の
訓
法
を
伝
え
る
資
料
で
︑
佐
々
木
︵
二
〇
〇

九
︶
で
詳
細
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
巻
六
に
つ

い
て
の
み
調
査
し
︑
後
述
す
る
巻
一
三
・
一
四
に
つ
い
て
も
そ

れ
ぞ
れ
巻
ご
と
に
集
計
を
行
っ
た
︒
調
査
は
﹃
重
要
文
化
財

本
朝
文
粋
︵
全
二
冊
︶﹄︵
�
古
書
院
︑
一
九
八
〇
︶
に
よ
っ
た
︒

②
書
陵
部
本
⁝
鎌
倉
時
代
初
期
書
写
と
見
ら
れ
︑
書
写
者
の
素
性
は
判
然

と
し
な
い
︒
調
査
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
た
︒

③
醍
醐
寺
本
⁝
延
慶
元
︵
一
三
〇
八
︶
年
に
︑
僧
﹁
禅
兼
﹂
が
書
写
し
た

こ
と
が
奥
書
か
ら
読
み
取
れ
︑
久
遠
寺
本
と
も
訓
法
が
異
な
っ

て
い
る
こ
と
が
小
林
芳
規
︵
一
九
九
二
︶
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

調
査
は
小
林
芳
規
︵
一
九
九
〇
・
九
一
︶
に
よ
っ
た
︒

④
大
谷
本
⁝
書
写
者
の
素
性
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
仮
名
字
体
や
返
り

点
・
踊
り
字
の
形
状
な
ど
か
ら
鎌
倉
時
代
末
か
︑
あ
る
い
は
南

北
朝
時
代
に
食
い
込
む
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
調
査
は
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
た
︒

①
～
④
の
各
本
に
現
れ
る
上
声
点
・
去
声
点
が
︑
韻
書
上
声
・
去
声
と
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
か
を
ま
と
め
る
と
︑
後
掲
﹁
別
表
﹂
の
よ
う
に
な
る

(
�
)

︒

と
こ
ろ
で
︑
漢
音
の
平
声
字
は
呉
音
で
は
上
声
・
去
声
と
な
り
︑
漢
音
の

上
声
・
去
声
字
は
呉
音
で
は
平
声
と
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
さ
れ
る

(
�
)

︒

す
な
わ
ち
︑
上
声
・
去
声
点
が
加
え
ら
れ
て
い
る
韻
書
上
声
・
去
声
字
と
は
︑

漢
音
声
調
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
本
稿
の
趣
旨
に
照

ら
し
合
わ
せ
て
そ
の
よ
う
な
例
の
み
を
調
査
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
︒
と

は
い
え
︑
こ
の
逆
対
応
に
も
例
外
が
多
々
存
す
る
上
に

(
�
)

︑
﹃
本
朝
文
粋
﹄
の

漢
語
声
調
が
し
ば
し
ば
予
測
不
可
能
な
形
で
現
れ
る
こ
と
か
ら
︑
音
形
な
ど

か
ら
呉
音
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
︑
本
稿
の
分
析
対
象

か
ら
省
い
た
︒

別
表
に
よ
る
と
︑
い
ず
れ
の
資
料
に
お
い
て
も
︑
韻
書
上
声
字
に
は
上
声

点
が
︑
韻
書
去
声
字
に
は
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い

る
が
︑
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
例
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
︑
し
か
も
そ
の

多
寡
は
資
料
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
①
で
は
︑
韻
書
去
声

─ 2 ─



字
の
う
ち
上
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
全
体
の
一
割
に
満
た
な
い
の
に
対

し
︑
そ
れ
以
外
の
資
料
で
は
︑
四
分
の
一
程
度
に
上
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
︒
こ
の
場
合
に
限
ら
ず
︑
韻
書
か
ら
外
れ
た
例
と
い
う
の
は
ど

の
よ
う
な
性
質
を
有
し
て
い
る
も
の
な
の
か
︑
分
類
し
な
が
ら
見
て
い
く
︒

ま
ず
目
に
つ
く
の
が
︑
韻
書
上
声
全
濁
字
に
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
場

合
で
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
上
声
全
濁
字
の
去
声
化
﹂
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
て
い

る
︒
上
声
全
濁
字
の
去
声
化
に
つ
い
て
は
沼
本
克
明
︵
一
九
八
二
︶
本
論
第

二
部
第
五
章
な
ど
で
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の
現
象
は
唐
代
長
安
方
言

に
お
け
る
音
韻
変
化
に
由
来
す
る
も
の
で
︑
日
本
漢
音
で
は
学
統
や
資
料
の

性
質
に
よ
っ
て
去
声
化
の
度
合
い
に
差
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る

(
�
)
︒

﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
六
に
つ
い
て
見
る
と
︑
②
書
陵
部
本
の
み
が
上
声
・
去

声
が
半
々
で
あ
る
の
に
対
し
︑
そ
れ
以
外
は
去
声
化
例
の
方
が
多
く
な
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
︑
本
に
よ
っ
て
傾
向
が
異
な
っ
て
い
る
︒
同
じ
作
品
で

あ
っ
て
も
︑
本
に
よ
っ
て
上
声
全
濁
字
の
去
声
化
の
度
合
い
が
異
な
る
場
合

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
事
柄
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ

ち
︑
﹃
蒙
求
﹄
に
お
い
て
は
︑
本
に
よ
っ
て
上
声
全
濁
字
の
去
声
化
の
割
合

が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
︑
そ
の
背
景
に
は
反
切
な
ど
の
学
習

が
想
定
さ
れ
て
い
る

(
	
)

︒
し
か
し
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
場
合
は
︑
こ
の
よ
う
な

学
習
は
介
在
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
詳
細
に
つ
い
て
は
未

勘
で
あ
る

(


)
︒
本
稿
の
主
題
で
あ
る
声
調
変
化
と
も
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
こ

と
か
ら
︑
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と

ど
め
て
お
き
︑
子
細
な
検
討
は
他
日
の
課
題
と
し
た
い
︒

さ
て
︑﹁
上
声
全
濁
字
の
去
声
化
﹂
を
除
く
と
︑﹁
韻
書
上
声
字
に
去
声
点

が
付
さ
れ
た
場
合
﹂
に
比
べ
︑﹁
韻
書
去
声
字
に
上
声
点
が
付
さ
れ
た
場
合
﹂

の
方
が
多
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
こ
の
﹁
去
声
↓
上
声
﹂
の
変
化

に
つ
い
て
は
︑
従
来
呉
音
声
調
の
側
の
事
柄
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︒
す
な

わ
ち
︑
平
安
時
代
後
期
以
降
に
発
生
し
た
﹁
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
﹂
と

﹁
中
低
型
回
避
﹂
と
い
う
二
つ
の
変
化
で
あ
る

(
�
)

︒
こ
の
種
の
声
調
変
化
は
︑

従
来
呉
音
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
近
年
の
研
究
で

漢
音
資
料
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
前

節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
﹃
本
朝
文
粋
﹄
に
お
い
て
も
︑﹁
一
音
節
去
声

字
の
上
声
化
﹂
の
例
が
︑
以
下
の
よ
う
に
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る

(
�
)

︒

①
⁝
歩
︑
魏
の
二
字
二
例
︒
韻
書
通
り
の
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
一
音

節
字
は
︑
一
四
字
一
七
例
︒

②
⁝
尉
︑
化
︑
稼
︑
箇
︑
画
︑
棄
︑
議
︑
遇
︑
故
︑
佐
︑
刺
︑
四
︑
至
︑

試
︑
事
︑
字
︑
治
︑
舎
︑
素
︑
地
︑
智
︑
著
︑
度
︑
二
︑
布
︑
歩
︑

暮
︑
茂
︑
吏
︑
路
︑
祚
︑
翅
︑
蠧
の
三
三
字
五
四
例
︒
韻
書
通
り
の

去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
一
音
節
字
は
︑
一
五
字
二
〇
例
︒

③
⁝
位
︑
異
︑
化
︑
価
︑
夏
︑
稼
︑
箇
︑
餓
︑
駕
︑
器
︑
棄
︑
義
︑
去
︑

故
︑
顧
︑
佐
︑
座
︑
刺
︑
四
︑
至
︑
侍
︑
次
︑
治
︑
舎
︑
庶
︑
素
︑

地
︑
智
︑
布
︑
歩
︑
茂
︑
夜
︑
吏
︑
路
︑
祚
︑
翅
︑
蠧
の
三
七
字
七

二
例
︒
韻
書
通
り
の
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
一
音
節
字
は
︑
二
九

字
四
八
例
︒

④
⁝
暗
︑
位
︑
異
︑
価
︑
稼
︑
箇
︑
賀
︑
餓
︑
駕
︑
器
︑
棄
︑
貴
︑
義
︑

去
︑
故
︑
顧
︑
佐
︑
刺
︑
四
︑
至
︑
侍
︑
次
︑
治
︑
舎
︑
庶
︑
助
︑

数
︑
素
︑
智
︑
著
︑
弐
︑
布
︑
歩
︑
暮
︑
茂
︑
夜
︑
吏
︑
路
︑
祚
︑

翅
︑
蠧
の
四
二
字
七
八
例
︒
韻
書
通
り
の
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る

一
音
節
字
は
三
〇
字
四
三
例
︒

こ
の
よ
う
に
︑
久
遠
寺
本
以
外
の
各
本
で
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
が
進

ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
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次
に
︑
中
低
型
回
避
の
有
無
を
調
べ
る
た
め
に
︑
二
音
節
の
韻
書
去
声
字

に
上
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
を
︑
前
後
の
漢
字
に
付
さ
れ
た
声
点
と
と

も
に
出
現
順
に
挙
例
す
る
︵
清
濁
の
表
記
は
省
略
︶︒

①
⁝
公
︵
平
軽
︶

俸
︵
上
)
︑
廉
︵
平
︶

譲
︵
上
)
︑
沈
︵
平
︶

困
︵
上
︶

の
三
例
︒

②
⁝
及
︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
＊
前
︵
去
︶

例
︵
上
)
︑
及
︵
平
︶

第
︵
上
)
︑
事
︵
平
︶

状
︵
上
)
︑

暗
︵
上
︶

室
︑
＊
挙
︵
上
︶

状
︵
上
)
︑
茜
︵
上
︶

衫
︵
平
)
︑
三
︵
去
︶

代
︵
上
)
︑
散

︵
上
︶︵
単

独
︶︑
万

乗
︵
上
)
︑
廉
︵
平
︶

譲
︵
上
)
︑
＊

二
︵
上
︶

代
︵
上
)
︑
前

︵
去
︶

例
︵
上
)
︑
少
︵
上
︶

子
︵
上
)
︑
好
︵
上
︶

文
︵
平
︶

の
一
五
例
︒

③
⁝
好
︵
上
︶

文
︵
平
)
︑
上
︵
平
︶

第
︵
上
)
︑
及
︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
五

代
︵
上
)
︑
及

︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
及
︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
暗
︵
上
︶

室
︵
入

軽
)
︑
時
︵
上
︶

代
︵
上
)
︑
暴

︵
上
︶

風
︵
平

軽
)
︑
事
︵
平
︶

状
︵
上
)
︑
及
︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
公
︵
去
︶

帳
︵
上
)
︑
＊

万
︵
去
︶

乗
︵
上
)
︑
三
︵
去
︶

代
︵
上
)
︑
廉
︵
平
︶

譲
︵
上
)
︑
＊

叡
︵
去
︶

聴
︵
上

去
)
︑
二
︵
平
︶

代
︵
上
)
︑
好
︵
上
︶

文
︵
平
)
︑
先
︵
去
︶

例
︵
上
︶

の
一
九
例
︒

④
⁝
行
︵
上
︶

︵
単
独
︶︑
先
︵
去
︶

例
︵
上
)
︑
上
︵
平
︶

第
︵
上
)
︑
従
︵
上
︶

四
︵
平
︶

位
︵
平
)
︑
及
︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
試
︵
平
︶

経
︵
上
)
︑
＊

五
︵
上
︶

代
︵
上
)
︑
及

︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
＊
五
︵
上
︶

代
︵
上
)
︑
及
︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
事
状
︵
上
)
︑
散
︵
平

上
︶

位
︵
去
︶
？

︑
時
︵
上
︶

代
︵
上
)
︑
事
︵
平
︶

状
︵
上
)
︑
従
︵
上
︶

下
︵
平
)
︑
及

︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
公
︵
上
︶

帳
︵
上
)
︑
＊

万
︵
去
︶

乗
︵
上
)
︑
好
︵
上
︶

文
︵
平
)
︑

湯
︵
去
︶

療
︵
上
)
︑
廉
︵
平
︶

譲
︵
上
)
︑
二
︵
平
︶

代
︵
上
︶

の
二
二
例
︒

一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
︑
や
は
り
本
に

よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
特
に
④
に
は
中
低
型
回
避
と

お
ぼ
し
き
例
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
こ
で
挙
例
し
た

も
の
の
中
に
は
︑
漢
音
語
の
中
低
型
回
避
例
と
断
言
で
き
る
も
の
が
必
ず
し

も
多
く
な
い
︒
そ
れ
と
い
う
の
も
︑﹁
中
低
型
回
避
﹂
が
発
生
し
て
い
る
漢

語
の
う
ち
︑
前
項
の
漢
字
が
韻
書
上
声
・
去
声
字
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
語

と
い
う
の
は
＊
を
付
し
た
も
の
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
以
外
の

﹁
中
低
型
回
避
例
﹂
に
つ
い
て
は
呉
音
語
の
可
能
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
﹁
二
代
﹂
﹁
及
第
﹂
の
よ
う
な
特
定
の
語
が
頻
出
す
る
の
は
︑
そ
の
形

で
漢
語
声
調
と
し
て
固
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
挙
例
し
た
用
例
を
眺
め
る
と
︑
二
音
節
の
韻
書
去
声

字
に
上
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
と
い
う
の
は
︑
必
ず
し
も
﹁
中
低
型
回

避
﹂
例
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
︒
す
な
わ
ち
︑
語
頭
や
平
声
・
入

声
字
の
直
後
の
よ
う
な
︑
去
声
字
が
上
声
化
す
る
必
然
性
が
な
い
と
こ
ろ
で

上
声
加
点
例
が
出
現
す
る
場
合
が
多
数
見
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
︑
呉
音
声
調
に
お
け
る
上
声
・
去
声
の
分
布
の

あ
り
方
で
あ
る
︒
呉
音
語
の
二
音
節
上
声
字
と
い
う
の
は
﹁
語
中
﹂
に
出
現

す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て

(

)

︑
こ
の
場
合

の
二
音
節
上
声
字
は
︑
い
わ
ば
﹁
結
合
標
示
機
能
﹂
を
帯
び
て
い
る
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
二
音
節
韻
書
去
声
字
に
対
す
る
上
声

加
点
例
も
︑
こ
れ
と
平
行
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
た
だ

し
︑﹁
結
合
標
示
機
能
﹂
を
前
面
に
出
す
に
は
︑
語
頭
に
お
け
る
二
音
節
韻

書
去
声
字
の
上
声
加
点
例
の
存
在
が
目
立
つ
の
で
あ
り
︑
呉
音
の
場
合
と
事

情
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(

)
︒

10

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
ま
で
で
見
て
き
た
﹁
韻
書
去
声
字
の
上
声
加
点
例
﹂
の

逆
の
例
︑
厳
密
に
は
﹁
韻
書
上
声
非
全
濁
字
の
去
声
加
点
例
﹂
に
は
︑
何
ら

か
の
傾
向
は
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
は
語
学
的
見
地
か
ら
は
去
声
点

が
付
さ
れ
た
理
由
が
見
い
だ
し
が
た
い
一
群
で
あ
る
︒
該
当
例
を
掲
げ
る

(

)
︒

11

①
⁝
苦
︑
＃
乳
︒

②
⁝
＃
元
︑
土
︑
＃
乳
︑
＃
宝
︑
＃
飽
︑
＃
本
︑
煖
︒
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③
⁝
＃
雨
︑
款
︑
＃
挙
︑
＃
古
︑
＃
紫
︑
＃
耳
︑
＃
手
︑
＃
乳
︑
＃
撫
︑

飽
︑
＃
飽
︑
本
︑
＃
老
︑
＃
窘
︑
喣
︒

④
⁝
＃
雨
︑
＃
挙
︑
＃
耳
︑
＃
手
︑
＃
所
︑
＃
数
︑
＃
乳
︑
飽
︑
＃
飽
︑

魯
︑
＃
窘
︑
喣
︒

呉
音
声
調
に
お
い
て
は
︑
二
音
節
上
声
字
が
語
中
に
現
れ
や
す
い
の
と
と

も
に
︑
一
音
節
去
声
字
が
語
︵
句
︶
頭
に
現
れ
や
す
い
︵
語
︵
句
︶
中
の
一

音
節
去
声
字
か
ら
先
に
上
声
化
し
た
︶
と
い
う
こ
と
も
従
来
指
摘
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る

(

)
︒
す
な
わ
ち
︑
呉
音
上
声
・
去
声
の
分
布
に
は
︑
音
節
数

12

と
と
も
に
語
頭
か
語
中
か
と
い
う
要
素
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

﹃
本
朝
文
粋
﹄
で
の
﹁
韻
書
上
声
非
全
濁
字
の
去
声
加
点
例
﹂
に
つ
い
て
も
︑

や
は
り
本
に
よ
る
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
語
頭
の
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の

で
あ
り
︑
呉
音
声
調
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
︒

も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
︑
先
述
し
た
﹁
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
﹂
と

は
裏
腹
に
︑﹁
一
音
節
上
声
非
全
濁
字
の
去
声
化
﹂
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
呉
音
の
み
な
ら
ず
漢
音
で
も
﹁
一
音
節
去
声
字
の

上
声
化
﹂
が
進
ん
で
い
た
︑
そ
の
趨
勢
に
逆
ら
っ
た
﹁
直
し
す
ぎ
︵
h
y
p
e
r-

c
o
rre
c
tio
n
︶﹂
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑﹃
論
語
﹄
の
よ
う
な
規
範
性

の
高
い
資
料
で
は
︑﹁
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
﹂
も
︑
ま
た
そ
れ
か
ら
類

推
し
た
﹁
一
音
節
上
声
非
全
濁
字
の
去
声
化
﹂
も
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
あ

り
︑
こ
と
さ
ら
一
音
節
去
声
字
を
意
識
す
る
こ
と
自
体
が
規
範
性
の
低
い
資

料
特
有
の
現
象
と
言
え
る
︒
そ
し
て
︑
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
や
そ
の
直

し
す
ぎ
︑
中
低
型
回
避
︑
語
頭
去
声
の
分
布
な
ど
の
多
寡
は
本
に
よ
っ
て
ま

ち
ま
ち
な
の
で
あ
っ
て
︑
特
定
の
本
が
規
範
的
／
非
規
範
的
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
︒
そ
の
内
実
は
︑
個
々
の
要
素
が
個
別
に
日
本
語
化
を
起
こ
し
︑
相

互
の
関
連
性
が
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
︑
石
山
裕
慈
︵
二
〇
〇
九
︶
で
述
べ

た
状
況
と
︑
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
漢
音
声
調
と
は
︑
呉
音
声
調
と
あ
る
面

で
は
軌
を
一
に
し
な
が
ら
︑
別
の
面
で
は
独
自
の
声
調
変
化
を
遂
げ
て
い
る

と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
特
徴
と
は
︑
当
該
資
料

へ
の
呉
音
語
の
混
入
の
度
合
い
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
よ
り
具

体
的
に
は
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
中
で
も
︑
よ
り
仏
教
的
な
色
彩
を
帯
び
た
巻

で
は
︑
巻
六
に
比
べ
て
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
や
中
低
型
回
避
が
進
ん
で

い
る
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め

に
︑
続
い
て
﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
中
で
も
仏
教
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
巻
一

三
・
一
四
に
つ
い
て
︑
同
様
の
検
討
を
加
え
て
み
る
︒

三
︑
﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
一
三
・
一
四
の
場
合

本
節
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
︑
以
下
の
各
本
で
あ
る
︒

⑤
久
遠
寺
本
・
巻
一
三
⁝
前
述
︒
な
お
久
遠
寺
本
に
あ
っ
て
︑
巻
一
三
の

み
界
高
が
高
く
︑
他
の
巻
と
体
裁
が
異
な
っ
て
い
る
︒

⑥
天
理
本
⁝
巻
一
三
の
う
ち
︑
前
半
部
分
と
末
尾
の
四
段
分
が
欠
け
て
い

る
︒
小
林
芳
規
氏
に
よ
る
﹃
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
・
平
安
詩

文
残
�
﹄︵
八
木
書
店
︑
一
九
八
四
︶
の
﹁
訓
点
解
説
﹂
で
︑

鎌
倉
時
代
中
期
の
書
写
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
︑
久
遠
寺
本
と
は

訓
の
系
統
が
異
な
っ
て
お
り
藤
原
家
の
訓
読
を
伝
え
た
可
能
性

が
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
猿
投
神
社
蔵
本

が
本
資
料
の
僚
巻
で
あ
る
由
だ
が
︑
筆
者
は
実
見
の
機
会
を
得

て
い
な
い
︒
調
査
は
前
掲
書
に
よ
っ
た
︒

⑦
大
谷
本
⁝
巻
一
三
︒
欠
損
箇
所
が
多
く
︑
全
体
の
半
分
弱
し
か
現
存
し

な
い
︒
仮
名
字
体
や
返
り
点
・
踊
り
字
の
形
状
な
ど
か
ら
︑
室
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町
時
代
以
前
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
な
お
こ
の
資

料
に
つ
い
て
は
︑
一
つ
の
漢
字
に
複
数
の
声
点
が
記
入
さ
れ
た

例
が
と
り
わ
け
多
く
︑
そ
れ
だ
け
揺
れ
が
大
き
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
調
査
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
た
︒

⑧
久
遠
寺
本
・
巻
一
四
⁝
前
述
︒
最
初
の
二
三
行
と
後
半
の
一
二
一
行
に

つ
い
て
は
後
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑
調
査
対
象
か
ら
除

い
た
︒

⑨
真
福
寺
本
⁝
巻
一
四
︒
弘
安
三
︵
一
二
八
〇
︶
年
の
書
写
奥
書
が
あ
り
︑

藤
原
南
家
の
訓
を
伝
え
て
い
る
︒
調
査
は
﹃
真
福
寺
善
本
叢

刊
・
漢
文
学
資
料
集
﹄︵
臨
川
書
店
︑
二
〇
〇
〇
︶
に
よ
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
資
料
に
現
れ
る
上
声
点
・
去
声
点
が
︑
韻
書
上
声
・
去
声
と
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
か
を
ま
と
め
︑﹁
別
表
﹂
に
掲
載
す
る
︒
集
計
の
要
領

は
巻
六
と
同
様
で
あ
る
が
︑
文
体
の
性
質
上
︑
呉
音
字
と
し
て
除
外
さ
れ
る

例
が
巻
六
よ
り
も
多
く
な
っ
て
い
る
︒

ま
ず
︑
全
濁
上
声
字
の
去
声
化
の
度
合
い
が
資
料
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ

り
︑
こ
の
点
に
関
し
て
は
巻
六
と
同
様
で
あ
る
︒
ま
た
︑
韻
書
上
声
非
全
濁

字
へ
の
去
声
加
点
例
︑
韻
書
去
声
字
へ
の
上
声
加
点
例
の
度
合
い
に
つ
い
て

も
︑
や
は
り
資
料
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
︑
特
に
⑦
に
韻
書
か
ら
逸
脱
し

て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
韻
書
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
の

割
合
と
い
う
点
で
は
巻
六
と
特
段
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
り
︑
仏
教
的
な
文
脈

で
あ
る
か
否
か
が
︑
日
本
漢
音
声
調
に
特
段
影
響
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
︒

韻
書
か
ら
の
逸
脱
の
内
実
に
つ
い
て
︑
前
節
と
同
様
に
見
て
い
く
︒
ま
ず

は
︑
﹁
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
﹂
と
見
ら
れ
る
例
で
あ
る
︒

⑤
⁝
戊
︑
汙
の
二
字
二
例
︒
韻
書
通
り
の
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
一
音

節
字
は
︑
一
一
字
一
三
例
︒

⑥
⁝
器
︑
議
︑
治
︑
素
︑
置
︑
墓
︑
未
︑
霧
︑
吏
︑
汙
の
一
〇
字
一
二
例
︒

韻
書
通
り
の
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
一
音
節
字
は
︑
一
一
字
一
五

例
︒

⑦
⁝
為
︑
衣
︑
庫
︑
志
︑
侍
︑
舎
︑
庶
︑
素
︑
地
︑
二
︑
墓
︑
夜
︑
吏
︑

慮
︑
露
︑
傅
︑
卉
︑
魏
の
一
八
字
三
〇
例
︒
韻
書
通
り
の
去
声
点
が

付
さ
れ
て
い
る
一
音
節
字
は
︑
九
字
一
〇
例
︒

⑧
⁝
覇
︑
翡
︑
屣
の
三
字
三
例
︒
韻
書
通
り
の
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る

一
音
節
字
は
︑
八
字
八
例
︒

⑨
⁝
寄
︑
忌
︑
去
︑
御
︑
素
︑
夜
︑
慮
︑
路
の
八
字
八
例
︒
韻
書
通
り
の

去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
一
音
節
字
は
︑
一
八
字
二
〇
例
︒

こ
こ
で
も
や
は
り
︑
久
遠
寺
本
︵
⑤
⑧
︶
で
さ
ほ
ど
上
声
化
が
進
ん
で
い

な
い
の
に
対
し
て
︑
特
に
⑦
に
上
声
化
例
が
多
い
と
い
う
傾
向
が
見
て
取
れ

る
︒
た
だ
︑
巻
六
の
各
本
と
比
べ
て
巻
一
三
・
一
四
各
本
の
方
が
上
声
化
が

進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
︑
む
し
ろ
上
声
化
の
度
合
い
は
巻
六
に
比

べ
て
低
く
さ
え
あ
る
︒
仏
教
的
な
文
脈
で
あ
れ
ば
呉
音
の
干
渉
が
強
く
︑
そ

の
分
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
も
多
く
起
こ
る
︑
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
韻
書
二
音
節
去
声
字
に
上
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
と
い

う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

⑤
⁝
愚
︵
平
︶

暗
︵
上
)
︑
奠
︵
上
︶︵
単
独
︶︑
暗
︵
上
︶

魂
︵
平
︶

⑥
⁝
代
︵
去
︶

々
︵
上
)
︑
恒
︵
去
︶

例
︵
上
)
︑
暗
︵
平
・
上
︶
(

)
中
︵
平
︶

13

⑦
⁝
考
︵
上
︶

妣
︵
平
)
︑
鍾
︵
平
軽
・
上
︶

愛
︵
平
・
上
︶

⑧
⁝
煨
︵
平
︶

燼
︵
上
)
︑
視
︵
上
︶

聴
︵
上
︶

⑨
⁝
万
︵
去
︶

乗
︵
上
)
︑
破
︵
平
︶

暗
︵
上
)
︑
及
︵
入
︶

第
︵
上
)
︑
時
︵
上
︶

代
︵
上
︶
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こ
ち
ら
に
関
し
て
も
︑
確
か
に
﹁
代
々
﹂﹁
恒
例
﹂﹁
視
聴
﹂
の
よ
う
な

﹁
中
低
型
回
避
﹂
例
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
出
現
す
る
も
の
の
︑
そ
れ
に
当
て

は
ま
ら
な
い
例
も
存
す
る
︒
や
は
り
︑
呉
音
の
声
調
変
化
と
完
全
に
平
行
し

て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
︒

最
後
に
︑﹁
韻
書
上
声
非
全
濁
字
の
去
声
加
点
例
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒

⑤
⁝
＃
考
︑
＃
乃
︑
妣
︒

⑥
⁝
＃
魯
︒

⑦
⁝
＃
遠
︑
＃
管
︑
＃
起
︑
＃
朽
︑
＃
許
︑
＃
五
︑
＃
孔
︑
考
︵
二
例
︶︑

＃
首
︵
二
例
︶︑
掌
︑
壌
︑
＃
祖
︵
三
例
︶︑
＃
長
︑
＃
匪
︑
＃
不
︑

＃
母
︑
嶺
︑
＃
魯
︑
＃
棗
︒

⑧
⁝
＃
手
︒

⑨
⁝
＃
寡
︑
算
︑
＃
璽
︑
貯
︑
乳
︑
矢
︑
卵
︒

巻
六
で
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
︑
こ
こ
で
も
語
頭
に
去
声
点
が
付
さ
れ

て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
た
だ
︑
用
例
数
が
少
な
く
︑
断

定
し
か
ね
る
憾
み
は
あ
る
も
の
の
︑
ど
の
資
料
で
も
等
し
く
語
頭
に
去
声
が

現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
⑦
な
ど
は
明
ら

か
に
語
頭
に
去
声
点
が
付
さ
れ
た
も
の
が
多
く
分
布
し
て
い
る
の
に
対
し
︑

⑨
で
は
む
し
ろ
語
中
字
に
去
声
点
が
付
さ
れ
た
例
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
前
節
で
巻
六
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
巻
六
で
は

﹁
語
頭
⁝
去
声
︑
語
中
⁝
上
声
﹂
と
い
う
傾
向
が
出
て
い
た
の
で
あ
り
︑
巻

一
三
・
一
四
の
調
査
結
果
と
は
食
い
違
う
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
ど
う

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
︒

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
字
音
声
調
に
は
︑
様
々

な
面
に
お
い
て
日
本
語
化
を
被
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
し
か
も
ど
の

資
料
で
ど
の
種
類
の
変
化
が
多
く
起
こ
っ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
傾
向
性

は
見
い
だ
し
が
た
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
性
質
を
踏
ま
え

る
と
︑
巻
六
で
語
頭
去
声
が
多
く
現
れ
る
反
面
︑
巻
一
三
・
一
四
で
そ
の
よ

う
な
傾
向
が
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
の
も
︑
今
回
調
査
し
た
①
～
④
が
た
ま
た

ま
そ
の
よ
う
な
資
料
だ
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
今
後
よ
り

多
く
の
巻
六
古
写
本
の
調
査
を
行
っ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
中
か
ら
﹁
語
頭
⁝
去

声
︑
語
中
⁝
上
声
﹂
の
分
布
を
示
し
て
い
な
い
資
料
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
と

想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
一
三
・
一
四
に
関
し
て
も
︑
巻
六
で
見
ら
れ
た
よ
う
な

﹁
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
﹂
や
︑
そ
れ
に
対
す
る
﹁
直
し
す
ぎ
﹂
の
例
な

ど
が
存
し
た
︒
こ
こ
で
も
や
は
り
呉
音
声
調
の
影
響
を
受
け
た
と
思
し
き
声

調
変
化
が
観
察
さ
れ
る
が
︑
し
か
し
呉
音
語
が
多
く
現
れ
る
文
体
で
あ
る
こ

と
そ
れ
自
体
が
︑
た
だ
ち
に
漢
音
声
調
に
呉
音
的
要
素
を
多
く
交
え
る
原
因

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

四
︑
︵
補
︶
観
智
院
本
﹃
世
俗
)
文
﹄
の
場
合

最
後
に
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
と
は
別
の
日
本
漢
文
資
料
に
つ
い
て
も
見
て
お

き
た
い
︒
こ
こ
で
着
目
す
る
の
は
︑
前
出
﹃
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
・
平
安

詩
文
残
�
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
﹃
世
俗
�
文
﹄
で
あ
る
︒

﹃
世
俗
�
文
﹄
に
つ
い
て
は
︑
か
つ
て
石
山
裕
慈
︵
二
〇
〇
六
︶
に
お
い

て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
こ
で
は
字
音
声
点
の
分
布
に
関

し
て
は
事
実
の
指
摘
に
と
ど
ま
り
︑
そ
の
内
実
に
関
し
て
は
手
つ
か
ず
の
ま

ま
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
改
め
て
︑
前
節
ま
で
と
同
様
の
考
察
を
加
え
︑﹃
世

俗
�
文
﹄
に
加
え
ら
れ
た
字
音
声
点
の
性
質
に
つ
い
て
︑
そ
の
一
端
を
垣
間

見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

﹃
世
俗
�
文
﹄
に
つ
い
て
も
︑
前
節
ま
で
と
同
じ
要
領
で
対
応
表
を
作
成
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し
︑
﹁
別
表
﹂
に
⑩
と
し
て
掲
げ
る
︒
な
お
そ
の
後
再
調
査
を
行
っ
た
こ
と

に
よ
り
︑
石
山
︵
二
〇
〇
六
︶
と
は
数
値
が
異
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
︒

ま
ず
︑
韻
書
去
声
字
に
上
声
点
が
加
え
ら
れ
た
場
合
を
見
て
み
る
︒
全
用

例
を
出
現
順
に
列
挙
す
る
︒

独
︵
入
︶

歩
︵
上
)
︑
七

歩
︵
上
)
︑
簷
︵
平
︶

事
︵
上
︶

府
︵
上
)
︑
放
︵
上
︶

斉
︵
平
)
︑

王
︵
平
︶

事
︵
上
)
︑
哺
︵
上
)
︑
梁
︵
平
︶

丘
︵
平

軽
︶

拠
︵
上
)
︑
御
︵
上
︶

者
︵
上
)
︑

侍
御
︵
上
)
︑
菜
︵
上
︶

色
︑
七
歩
︵
上
)
︑
豫
︵
上
︶

譲
︵
上
︶︵
二
例
︶︑
班
︵
平
︶

固
︵
上
)
︑
怛
︵
入
︶

誦
︵
上
)
︑
書
︵
平
︶

契
︵
上
︶
︒

こ
れ
ら
の
例
の
中
に
は
﹁
中
低
型
回
避
﹂
と
見
ら
れ
る
上
声
加
点
例
が
ほ

と
ん
ど
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
﹂
が
目
に
つ
く
結
果
に

な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
怛
誦
﹂﹁
書
契
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
語
中
上
声
﹂
例
と

言
え
そ
う
で
あ
る
が
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
六
ほ
ど
に
は
現
れ
て
い
な
い
︒

そ
の
一
方
で
︑
別
表
を
見
て
気
づ
く
の
は
︑﹁
韻
書
上
声
非
全
濁
字
へ
の

去
声
加
点
例
﹂
が
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
に
比
べ
て
際
立
っ
て
多
い
こ
と
で
あ
る
︒

﹃
世
俗
�
文
﹄
に
お
け
る
韻
書
上
声
非
全
濁
字
︵
原
則
通
り
だ
と
上
声
点
が

加
点
さ
れ
る
は
ず
の
一
群
︶
に
対
し
て
︑
上
声
点
・
去
声
点
の
い
ず
れ
が
加

点
さ
れ
て
い
る
か
︑
音
節
数
に
よ
り
分
類
す
る
と
︑
下
の
よ
う
に
な
る
︒

こ
の
表
に
よ
る
と
︑
日
本
漢
音
の
原
則
に
反
し
て
去
声
点
が
加
え
ら
れ
て

い
る
例
と
い
う
の
は
︑
明
ら
か
に
一
音
節
字
に
偏
っ
て
い
る
︒
第
二
節
で
指

摘
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
に
お
い
て
は
︑﹁
一
音
節
去
声
字

の
上
声
化
﹂
や
︑
そ
れ
に
対
す
る
﹁
直
し
す
ぎ
﹂
と
考
え
ら
れ
る
例
が
存
し

た
︒
﹃
世
俗
�
文
﹄
と
は
︑
こ
の
﹁
直
し
す
ぎ
﹂
の
例
が
き
わ
め
て
大
量
に

現
れ
る
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒

そ
れ
で
は
︑
語
頭
／
語
中
の
分
布
に
関
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
今
度
は
︑

韻
書
上
声
非
全
濁
字
に
対
し
て
︑
上
声
点
・
去
声
点
の
い
ず
れ
が
加
点
さ
れ

て
い
る
か
︑
当
該
字
の
位
置
に
よ
り
分
類
す

る
︒こ

の
場
合
も
︑
日
本
漢
音
の
原
則
に
反
し

て
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
例
と
い
う
の
は
︑

語
頭
に
多
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
れ
も
ま
た
︑
呉
音
声
調
の
あ
り
よ
う
に
引

き
ず
ら
れ
た
﹁
声
調
変
化
﹂
で
あ
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
︒

結
局
の
と
こ
ろ
︑﹃
世
俗
�
文
﹄
の
漢
音

声
調
と
は
︑
呉
音
声
調
の
影
響
を
色
濃
く
受

け
て
い
る
⁝
し
か
も
当
時
の
声
調
変
化
の
大

勢
に
逆
ら
っ
て
︑
本
来
上
声
点
を
加
点
す
べ

き
と
こ
ろ
に
去
声
点
を
加
点
す
る
と
い
う

﹁
直
し
す
ぎ
﹂
が
発
生
し
て
い
る
資
料
で
あ

る
と
言
え
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
の
よ
う
な
資

料
は
︑
現
時
点
で
は
﹃
世
俗
�
文
﹄
以
外
に

管
見
に
入
っ
て
い
な
い
︒
こ
の
種
の
﹁
直
し

す
ぎ
﹂
の
現
象
が
ど
の
程
度
一
般
的
で
あ
っ

た
の
か
な
ど
︑
さ
ら
に
古
文
献
を
調
査
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

五
︑
ま
と
め

本
稿
で
は
︑
﹃
本
朝
文
粋
﹄
各
本
を
中
心
に
︑
韻
書
上
声
非
全
濁
字
に
対

す
る
去
声
加
点
例
と
韻
書
去
声
字
に
対
す
る
上
声
加
点
例
に
つ
い
て
︑﹁
声

調
変
化
﹂
の
内
実
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
︒
そ
の
結
果
︑
ま
ず
中
世
に
書
写

さ
れ
た
﹃
本
朝
文
粋
﹄
古
写
本
に
お
い
て
は
︑
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
﹁
一
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10

8

157

49

去声点

156

68

91

21

上声点

�音節�音節

※上段が延べ字数、下段が異

なり字数。次の表も同じ。

56

24

116

44

去声点

132

45

118

58

上声点

語中語頭



音
節
去
声
字
の
上
声
化
﹂
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
逆
に
そ
れ
を
意
識
し
た

こ
と
に
よ
る
﹁
直
し
す
ぎ
﹂︑
す
な
わ
ち
韻
書
上
声
非
全
濁
字
に
対
し
て
去

声
点
を
加
点
す
る
と
い
う
例
が
観
察
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
語
頭
の
韻
書
上
声
非

全
濁
字
に
対
し
て
去
声
点
が
︑
語
中
の
韻
書
去
声
字
に
対
し
て
上
声
点
が
加

え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
︑
こ
れ
も
当
時
の
呉
音
声
調
の
あ
り
よ
う
に
影
響
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
︒

そ
の
一
方
で
︑
こ
の
よ
う
な
韻
書
か
ら
逸
脱
し
た
上
声
／
去
声
加
点
例
の

発
生
の
度
合
い
や
︑
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
声
調
変
化
の
現
れ
方
な
ど
は
︑
本
に

よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
︒
そ
れ
は
本
文
中
に
呉
音
語
が
多
く
現
れ
る
か
否

か
と
い
う
事
柄
と
も
︑
基
本
的
に
は
無
関
係
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
︒

﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
ほ
か
︑﹃
世
俗
�
文
﹄
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
っ
た
︒
こ

ち
ら
に
つ
い
て
は
︑
先
述
の
﹁
直
し
す
ぎ
﹂
こ
そ
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
と
︑

語
頭
の
韻
書
上
声
非
全
濁
字
に
対
し
て
去
声
点
が
加
え
ら
れ
て
い
る
例
が
多

数
存
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
結
果
的
に
韻
書
上
声
非
全
濁
字
の
去
声
加
点
例
が

多
数
出
現
し
て
い
た
︒﹁
声
調
変
化
﹂
の
内
実
は
様
々
で
あ
り
︑
場
合
分
け

が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

本
稿
で
は
︑
日
本
漢
文
資
料
に
調
査
を
限
定
し
た
た
め
︑
そ
れ
以
外
の
分

野
の
資
料
で
は
ど
の
よ
う
な
現
象
が
観
察
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
︑
考
察
が

及
ば
な
か
っ
た
︒
特
に
﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
一
三
・
一
四
や
﹃
世
俗
�
文
﹄
と

同
様
に
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
呉
音
色
の
強
い
文
体
と
想
定
さ
れ
る
﹁
仏

書
訓
読
資
料
﹂
で
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑
他
日
調
査
を
行
い
た
い

(

)
︒
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様
々
な
資
料
を
調
査
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
﹁
声
調
変
化
﹂
の
実
態
を
明

ら
か
に
し
て
中
世
日
本
漢
字
音
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

ま
た
︑
﹁
日
本
漢
文
資
料
﹂
と
一
つ
に
括
れ
る
か
に
つ
い
て
も
︑
検
討
せ
ね

ば
な
ら
な
い
︒

も
う
一
点
︑
種
々
の
﹁
声
調
変
化
﹂
の
性
質
そ
れ
自
体
を
解
明
す
る
こ
と

も
︑
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
一
音
節
去
声
字

の
上
声
化
﹂
が
音
変
化
に
属
す
る
の
に
対
し
︑
﹁
中
低
型
回
避
﹂
や
﹁
位
置

に
よ
る
上
声
・
去
声
の
分
出
﹂
な
ど
は
形
態
音
韻
論
的
変
化
に
属
す
る
事
柄

で
あ
る
︒
次
元
の
異
な
る
変
化
が
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
で
ど
の
よ
う
に
現
れ
︑

ま
た
ど
の
よ
う
に
消
化
さ
れ
て
い
た
の
か
な
ど
︑
考
え
る
べ
き
事
柄
は
ま
だ

ま
だ
多
い
︒

注
︵
�
︶
﹃
広
韻
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
字
は
割
愛
し
た
︒
ま
た
︑
一
字
に
複
数
の

声
点
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
に
も
計
上
し
︑
合
点
な

ど
は
無
視
し
た
︒
上
段
が
延
べ
字
数
︑
下
段
が
異
な
り
字
数
を
表
す
︒

︵
�
︶

醍
醐
寺
蔵
﹃
法
華
経
釈
文
﹄
や
﹃
補
忘
記
﹄
な
ど
に
︑
そ
の
よ
う
な
趣
旨

の
記
述
が
あ
る
︒

︵
�
︶

奥
村
三
雄
︵
一
九
五
七
︶︑
高
松
政
雄
︵
一
九
八
二
︶
第
三
章
︵
二
︶
な
ど

参
照
︒

︵
�
︶

佐
々
木
︵
二
〇
〇
九
︶
第
三
部
第
六
章
な
ど
も
参
照
︒

︵
	
︶

沼
本
克
明
︵
一
九
九
七
︶
第
一
部
第
三
章
第
三
節
︑
佐
々
木
︵
二
〇
〇
九
︶

第
二
部
第
一
章
参
照
︒

︵


︶

類
例
と
し
て
︑
図
書
寮
本
・
六
地
蔵
寺
本
﹃
文
鏡
秘
府
論
﹄
の
上
声
全
濁

字
の
去
声
化
の
割
合
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
︑
か
つ
て
指
摘
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
︒
石
山
裕
慈
︵
二
〇
〇
七
︶
参
照
︒

︵
�
︶

こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
︑
沼
本
克
明
︵
一
九
八
六
︶
な
ど
参
照
︒

︵
�
︶
﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
仮
名
音
注
の
中
に
は
︑
規
範
的
な
漢
音
形
と
食
い
違
う
も

の
が
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
音
節
数
を
議
論
す
る
場
合
に
ど
ち
ら
の
形
を

採
用
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
仮
名
音
注
の
方
を
優
先
し
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た
︒
ま
た
︑
﹁
守
﹂
な
ど
の
サ
行
ウ
段
の
拗
音
に
つ
い
て
は
︑﹁
シ
ウ
﹂﹁
シ
ユ

ウ
﹂
﹁
シ
ユ
﹂
な
ど
と
表
記
が
錯
綜
し
て
お
り
︑
音
節
数
を
決
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
音
節
数
を
議
論
す
る
際
に
は
︑
こ
れ
ら
の
例
は
対
象

か
ら
除
外
し
た
︒
肥
爪
周
二
︵
二
〇
〇
一
︶
参
照
︒

︵

︶

高
松
︵
一
九
八
二
︶
第
三
章
︵
六
︶︑
沼
本
︵
一
九
九
七
︶
第
二
部
第
三
章

な
ど
参
照
︒

︵

︶

呉
音
資
料
と
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
事
柄
と

10

し
て
︑
上
声
に
変
化
し
た
字
自
体
の
問
題
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
親
鸞
自
筆

資
料
に
お
い
て
は
︑
語
頭
の
字
や
ｉ
韻
尾
を
持
つ
字
が
上
声
化
し
に
く
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
佐
々
木
勇
︵
一
九
八
七
ａ
︶
参
照
︒

︵

︶

＃
は
語
頭
︑
傍
線
は
一
つ
の
漢
字
に
上
声
点
・
去
声
点
の
双
方
が
加
点
さ

11

れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
︒
次
節
で
同
様
の
操
作
を
行
う
際
も
こ
れ
に
準
ず
る
︒

︵

︶

佐
々
木
勇
︵
一
九
八
七
ｂ
︶
参
照
︒

12
︵

︶

上
声
点
に
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
︒

13
︵

︶

仏
書
訓
読
資
料
に
お
け
る
漢
音
声
調
の
実
態
は
︑
す
で
に
佐
々
木
︵
二
〇

14

〇
九
︶
第
二
部
第
三
章
で
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
こ
で

掲
げ
ら
れ
て
い
る
広
韻
と
声
点
と
の
対
照
表
に
よ
る
と
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
や

﹃
世
俗
�
文
﹄
と
は
ま
た
性
質
が
違
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒

[

参
考
文
献
﹈

奥
村
三
雄
︵
一
九
五
七
︶﹁
呉
音
の
声
調
体
系
﹂︵﹃
訓
点
語
と
訓
点
資
料
﹄
八
︶

加
藤
大
鶴
︵
二
〇
〇
九
︶﹁﹃
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
﹄
に
お
け
る
二
字
漢
語
の

声
点
﹂
︵
ア
ク
セ
ン
ト
史
資
料
研
究
会
﹃
論
集
﹄
五
︶

│
│
│
│
︵
二
〇
一
〇
︶﹁﹃
宝
物
集
﹄
の
漢
語
声
点
﹂︵
ア
ク
セ
ン
ト
史
資
料
研
究

会
﹃
論
集
﹄
六
︶

小
林
芳
規
︵
一
九
九
〇
・
九
一
︶﹁
本
朝
文
粋
巻
第
六
延
慶
元
年
書
写
本
︵
乾
︶・

︵
坤
︶
﹂
︵
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
﹃
研
究
紀
要
﹄
一
〇
・
一
一
︶

│
│
│
│
︵
一
九
九
二
︶﹁
醍
醐
寺
蔵
本
朝
文
粋
巻
第
六
延
慶
元
年
書
写
本
の
訓
点

に
つ
い
て
﹂︵
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
﹃
研
究
紀
要
﹄
一
二
︶

佐
々
木
勇
︵
一
九
八
七
ａ
︶﹁
呉
音
二
音
節
去
声
字
に
対
す
る
上
声
点
加
点
例
に
つ

い
て
﹂︵﹃
国
文
学
攷
﹄
一
一
三
︶

│
│
│
│
︵
一
九
八
七
ｂ
︶
﹁
呉
音
一
音
節
去
声
字
の
上
声
化
の
過
程
﹂︵
﹃
鎌
倉
時

代
語
研
究
﹄
一
〇
︶

│
│
│
│
︵
二
〇
〇
九
︶﹃
平
安
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
日
本
漢
音
の
研
究
﹄︵
�
古

書
院
︶

高
松
政
雄
︵
一
九
八
二
︶﹃
日
本
漢
字
音
の
研
究
﹄︵
風
間
書
房
︶

沼
本
克
明
︵
一
九
八
二
︶
﹃
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
る
日
本
漢
字
音
に
就
て
の
研
究
﹄

︵
武
蔵
野
書
院
︶

│
│
│
│
︵
一
九
八
六
︶
﹃
日
本
漢
字
音
の
歴
史
﹄︵
東
京
堂
出
版
︶

│
│
│
│
︵
一
九
九
七
︶
﹃
日
本
漢
字
音
の
歴
史
的
研
究
﹄︵
�
古
書
院
︶

肥
爪
周
二
︵
二
〇
〇
一
︶﹁
ウ
列
開
拗
音
の
沿
革
﹂︵
﹃
訓
点
語
と
訓
点
資
料
﹄
一
〇

七
︶

石
山
裕
慈
︵
二
〇
〇
六
︶
﹁
観
智
院
本
﹃
世
俗
�
文
﹄
の
漢
字
音
︵
付
・
字
音
点
分

韻
表
︶﹂︵﹃
日
本
語
学
論
集
﹄
二
︶

│
│
│
│
︵
二
〇
〇
七
︶
﹁
六
地
蔵
寺
本
﹃
文
鏡
秘
府
論
﹄
の
漢
字
音
﹂︵﹃
日
本
語

学
論
集
﹄
三
︶

│
│
│
│
︵
二
〇
〇
九
︶﹁
醍
醐
寺
本
﹃
本
朝
文
粋
﹄
の
漢
字
音
﹂︵﹃
訓
点
語
と
訓

点
資
料
﹄
一
二
二
︶

│
│
│
│
︵
二
〇
一
一
︶﹁﹃
本
朝
文
粋
﹄
に
お
け
る
漢
語
声
調
に
つ
い
て
﹂︵﹃
訓

点
語
と
訓
点
資
料
﹄
一
二
六
︶

︵
い
し
や
ま
ゆ
う
じ
／
神
戸
大
学
︶
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全清清濁全濁次清全清

去声

①

上声韻書

本資料

2414

221162417上声点

清濁全濁次清

2221627181去声点

22113

別表

1718623181

全清清濁全濁次清全清

去声

②

上声韻書

本資料

10851

2118327641912111上声点

清濁全濁次清

5

464697822215去声点

91232033

28287462111

全清清濁全濁次清全清

去声

③

上声韻書

本資料

121455

30277271023625150上声点

清濁全濁次清

8

76771514047229去声点

101262042

37419644262

全清清濁全濁次清全清

去声

④

上声韻書

本資料

131352

3528829953525172上声点

清濁全濁次清

7

7677151494748去声点

131252435

3741964426

全清清濁全濁次清全清

去声

⑤

上声韻書

本資料

9529

113169537上声点

清濁全濁次清

1

14274261711去声点

11214

1224425161
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全清清濁全濁次清全清

去声

⑥

上声韻書

本資料

5730

72152151149上声点

清濁全濁次清

1325946119去声点

621417

1119833114

全清清濁全濁次清全清

去声

⑦

上声韻書

本資料

5642

1641112151177上声点

清濁全濁次清

10

2531641611413去声点

8111017

18216306113

全清清濁全濁次清全清

去声

⑧

上声韻書

本資料

1510

212131613上声点

清濁全濁次清

1

1118926101去声点

21212

11167249

全清清濁全濁次清全清

去声

⑨

上声韻書

本資料

3419

44131141129上声点

清濁全濁次清

5

29371530295去声点

44138

2532122229

全清清濁全濁次清全清

去声

⑩

上声韻書

本資料

101448

6723682135146上声点

清濁全濁次清

25

1099528191661152087去声点

342328

5139159026457


