
む
と
書
い
て
ふ
と
讀
む

近
代
語
に
お
け
る
マ
行
と
バ
行
の
交
替
現
象
の
變
化
再
訪

O
K

A
D

A
K

azuhiro

∗

二
〇
一
〇
年
六
月
一
六
日

〇

は
じ
め
に

（
〇
・
一
）

　
『
源
氏
清
濁
』（
京
大
本
）
一
オ
　
「
お
　も

本ほ　
ゝ
し
」

（
〇
・
二
）

　
『
源
氏
清
濁
』
三
オ
　
「
な
ま
う
か
　ミひ　1」

（
〇
・
三
）

　
『
源
氏
清
濁
』
六
オ
　
「
　イ

ツ
カ
ム
ユ
カ

五
六
日　
（
ム
ユ
カ
ト
モ

ム
イ
カ
ト
モ
キ
コ
エ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ヨ
ム
ガ
可
然
歟
）」

（
〇
・
一
）
に
「
ほ
」
に
「
も
」
と
あ
る
の
は
、
註
記
と
し
て
は
「
も
」
で
あ
る
傳
本
の
存
在
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
が
、（
〇
・
二
）
は
し
か
ら
ず
、（
〇
・
三
）
の
ご
と
き
、
特
殊
な
讀
み
方
の
指
南
で
あ
る
。
か
か
る
指
南
を
「
讀

み
癖
」
と
稱
す
る
。「
ム
ユ
カ
ト
モ
ム
イ
カ
ト
モ
キ
コ
エ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ヨ
ム
ガ
可
然
歟
」
な
ど
と
い
ふ
、
お
よ
そ
理
解

し
が
た
い
指
示
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
ほ
り
、
容
易
に
奧
義
に
達
し
が
た
い
、
そ
ん
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
ん

な
も
の
が
江
戸
期
初
頭
に
編
ま
れ
て
ゐ
た
（
遠
藤
一
九
八
九
）。

（
〇
・
一
）
に
つ
い
て
は
該
當
箇
所
が
多
す
ぎ
る
が
、（
〇
・
二
）
に
つ
い
て
は
現
行
の
『
源
氏
物
語
』
で
は
た

だ
一
箇
所
で
あ
る
の
で
、
引
い
て
お
く
。

（
〇
・
四
）
濁
り
に
し
め
る
ほ
ど
よ
り
も
、
な
ま
浮
か
び
に
て
は
、
か
へ
り
て
惡
し
き
道
に
も
漂
ひ
ぬ

べ
く
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。

（
新
編
古
典
全
集
本
・
卷
一
、
帚
木
、
六
七
ペ
ー
ジ
）

こ
こ
か
ら
、（
〇
・
二
）
の
指
圖
は
、「
び
」
が
「
み
」
に
な
る
と
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
こ
こ
で
は
た

ん
に
讀
み
方
の
指
示
に
す
ぎ
な
い
が
、
中
古
の
和
文
を
學
ぶ
も
の
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
問
題

∗G
raduate

SchoolofLetters,H
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U
niversity.C
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こ
の
資
料
は
、Tw

iFU
LL

第
二
囘
札
幌
言
語
學
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の
ペ
ー
パ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
問
題
の
議
論
の
た
め
の
資
料
と
し
て

配
布
す
る
も
の
で
あ
る
。

1

聲
點
が
つ
ぎ
の
や
う
に
附
さ
れ
て
ゐ
る
「
上
上
平
な
し
な
し
」。

1



で
あ
っ
た
。
こ
こ
ろ
み
に
同
時
代
の
『
和
字
正
濫
鈔
』（
契
沖
、
元
祿
八
刊
、
い
ま
岩
波
全
集
本
に
よ
る
）
を
ひ
も

と
け
ば
、「
む
と
ふ
と
か
よ
ふ
類
」
か
ら
「
み
に
ま
か
ふ
ひ
」
ま
で
六
類
四
十
三
例
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
卷
五
の

一
部
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
れ
ら
は
、
と
は
い
へ
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
も
お
ほ
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
ハ
行
轉
呼
に
比
べ

て
、
格
段
に
お
と
る
あ
つ
か
ひ
だ
し
、
出
典
が
擧
げ
ら
れ
た
も
の
も
十
二
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る2。

こ
れ
は
本
義
的
に
は
日
本
語
史
上
に
お
け
る
音
韻
的
な
現
象
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
古
人
が
、
い
く
つ
か
の
語
に

つ
い
て
、
い
ま
自
分
た
ち
が
讀
む
と
ほ
り
に
書
い
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
家
に
は
奧
義
を
、
和
學
者
た
ち
に
は

假
名
遣
上
の
問
題
を
與
へ
た
（
迫
野
二
〇
〇
五
・
一
五
三
ペ
ー
ジ
）。
迫
野
二
〇
〇
五
に
よ
る
と
、
日
本
語
史
上
に

は/m
/

か
ら/b/

、/b/

か
ら/m

/
へ
の
二
囘
の
交
替
現
象
が
あ
り
、
一
度
め
に
は
か
か
る
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た

變
化
が
二
度
め
に
は
問
題
を
引
き
起
し
た
と
い
ふ
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
な
ぜ
で
あ
ら
う
か
？

〇
・
一

本
發
表
の
目
標

本
發
表
で
は
、
假
名
遣
史
と
音
韻
史
の
接
點
と
し
て
の
興
味
か
ら
、
と
く
に
問
題
と
な
る
二
囘
め
に
つ
い
て
中
心

に
こ
の
現
象
を
考
へ
て
ゆ
き
た
い
。
い
ま
、
兩
方
に
立
ち
入
る
の
は
遠
大
に
す
ぎ
る
の
で
、
い
ま
は
音
韻
史
の
側
か

ら
眺
め
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

副
題
に
い
ふ
近
代
語
と
は
、
政
治
史
に
お
け
る
室
町
時
代
の
日
本
語
か
ら
現
代
の
日
本
語
を
指
す
用
語
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
見
て
ゆ
く
音
韻
史
、
わ
け
て
も
清
濁
史
に
お
い
て
、
近
代
語
の
時
代
は
、
古
代
語
に
存
す
る
と
さ
れ
る

濁
音
の
前
鼻
音
が
衰
微
す
る
過
程
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。

清
濁
の
歴
史
に
お
い
て
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
現
在
の
學
界
に
は
ふ
た
つ
の
説
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は

主
流
説
の
現
代
標
準
語
の
ご
と
き
清
濁
の
關
係
を
基
本
と
し
、
な
ほ
か
つ
濁
音
に
前
鼻
音
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
、

い
ま
ひ
と
つ
に
は
、
古
代
語
の
語
中
尾
は
す
べ
て
有
聲
音
で
あ
っ
た
と
捉
へ
、
そ
の
な
か
で
清
濁
を
分
つ
も
の
が
前

鼻
音
の
有
無
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〇
・
二

古
代
語
の
清
濁
に
つ
い
て

近
代
語
初
期
の
清
濁
を
考
へ
る
た
め
に
、
ま
づ
古
代
語
の
清
濁
の
あ
り
や
う
に
つ
い
て
の
議
論
を
瞥
見
し
て
お

く
。
以
下
の
議
論
は
、
高
山
一
九
九
二
、
肥
爪
二
〇
〇
〇
、O

hno
2005

に
多
く
を
負
ひ
、
有
聲
音
説
に
つ
い
て

はH
am

ano
2000

も
參
照
し
て
ゐ
る
。

ま
づ
、
清
濁
は
古
今
を
通
じ
て
破
裂
音
な
い
し
破
擦
音
、
摩
擦
音
な
ど
の
阻
碍
音
に
の
み
起
き
る
こ
と
を
確
認
し

て
お
く
。
す
な
は
ち
、
マ
行
や
ナ
行
、
あ
る
い
は
ラ
行
や
ア
行
に
は
濁
音
は
な
い
。

ま
た
、
清
濁
に
關
し
て
、
そ
れ
が
韻
律
的prosodic

な
區
別
で
あ
る
と
い
ふ
議
論
が
あ
る
（
高
山
一
九
九
二
・

四
五–

四
九
ペ
ー
ジ
、O

hno,2005,p.59

）。
こ
の
觀
點
で
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
同
樣
、
語
に
對
し
て
濁
音
の
位
置
が

指
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
捉
へ
る
。
こ
の
觀
點
の
利
點
は
假
名
文
に
お
い
て
濁
音
が
ま
れ
に
し
か
表
記
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
よ
く
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

2

現
に
搖
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、「
舐
　
ね
ふ
る
　
ふ
も
し
濁
れ
と
、
又

む
と
い
ふ
人
も
あ
り
」（『
和
字
正
濫
鈔
』
卷
五
、
全
集
二
五
九
ペ
ー
ジ
）
と
い
ふ
註
記
に
も
伺

へ
る
し
、「
訪
　
と
ふ
ら
ふ
　
上
の
ふ
も
し
、

む
に
似
た
り
」（
同
前
、
二
五
九
ペ
ー
ジ
）
な
ど
と
い
ふ
『
源
氏
清
濁
』
に
似
た
註
記
も
あ
る
。
な
ほ
、
こ
こ
で
は
語

彙
の
規
模
と
し
て
問
題
に
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。

2



〇
・
二
・
一

有
聲
音
説

現
代
語
の
體
系
で
は
、
清
濁
音
は
大
枠
と
し
て
有
聲
・
無
聲
の
對
立
で
あ
る3。
そ
こ
か
ら
推
し
て
、
古
代
語
は
よ

り
整
然
と
し
た
體
系
を
有
し
て
ゐ
た
だ
ら
う
と
す
る
の
が
有
聲
音
説
で
あ
る
。

現
代
の
東
北
方
言
の
觀
察
や
、
十
五
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
の
檢
討
な
ど
か
ら
、
古
代
語

で
は
、
古
代
語
の
濁
音
は
、
單
な
る
有
聲
音
で
は
な
く
前
鼻
音
を
伴
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
觀
點
で
は
、

前
鼻
音
は
（
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
）
あ
っ
て
も
な
く
と
も
構
は
な
い
も
の
で
あ
り
（O

hno,2005,

p.
57

and
ffn.

39–44,Yam
ane-Tanaka,2005,pp.

140–142

）、
ヨ
ミ
テ>

ヨ
ン
デ
の
ご
と
き
變
化
に
お
い

て
、
濁
音
化
さ
せ
る
力
が
鼻
音
に
あ
る
の
は
、
そ
れ
は
鼻
音
が
後
續
音
を
有
聲
化
さ
せ
や
す
い
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ

た
（
高
山
一
九
九
二
・
一
九–

二
〇
ペ
ー
ジ
）。

こ
の
觀
點
で
は
、
一
般
に
、
上
代
語
に
前
鼻
音
を
つ
よ
く
認
め
な
い
こ
と
が
あ
る
が
（
遠
藤
一
九
八
九
・
三
一

ペ
ー
ジ
）、
平
安
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
現
れ
、
そ
し
て
現
代
に
か
け
て
衰
微
し
た
と
さ
れ
る
。
前
田
二
〇
〇
五
に
よ

れ
ば
、（
前
鼻
音
を
上
代
か
ら
認
め
た
う
へ
で
）/

m
b/

>
/

nd/
>

/
ŋ

g/

の
順
に
衰
微
し
た
と
い
ふ
。

〇
・
二
・
二

鼻
音
説

有
聲
音
説
に
對
し
て
、
鼻
音
説
で
は
古
代
語
の
清
濁
の
辯
別
を
擔
っ
て
ゐ
た
も
の
を
前
鼻
音
の
有
無
と
推
定
す

る
。
こ
の
措
定
に
よ
り
、
清
濁
の
問
題
か
ら
有
聲
性
が
取
り
除
か
れ
る
。
こ
の
觀
點
で
は
、
東
北
方
言
の
現
在
の
體

系
は
祖
型
に
似
た
體
系
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
；
す
な
は
ち
、
語
中
尾
の
清
音
は
有
聲
化
し
や
す
い
。
こ
の
觀
點
で

は
、
い
は
ゆ
る
ハ
行
轉
呼
や
音
便
が
摩
擦
性
の
退
化
と
い
ふ
觀
點
で
統
一
的
に
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
る4。

こ
の
觀
點
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
以
前
の
い
づ
れ
か
の
時
點
に
お
い
て
、
鼻
音
・
非
鼻
音
で
な
い
體
系
へ
と
舵

取
り
し
た
こ
と
と
な
る
。H

am
ano

(2000)

に
よ
れ
ば
、
撥
音
の
受
容
に
よ
り
、
撥
音
と
濁
音
の
前
鼻
音
と
明
確

に
區
別
す
る
た
め
に
濁
音
の
前
鼻
音
が
落
ち
始
め
た
と
い
ふ
。

一

先
行
研
究

先
行
研
究
は
數
多
く
あ
る
が
、
今
囘
は
、
土
井
一
九
六
三
、
松
本
一
九
六
二
、
一
九
六
五
、
山
口
一
九
八
三
だ
け

を
取
り
上
げ
る
。

一
・
一

土
井
一
九
六
三

土
井
一
九
六
三
は
、
こ
の
現
象
の
背
後
に
つ
い
て
、
金
田
一
春
彦
一
九
五
三
の
見
解
に
よ
っ
て
ゐ
る
。
土
井
一
九

六
三
の
圖
解
に
基
づ
い
て
金
田
一
の
説
を
ま
と
め
る
と
圖
1
の
ご
と
く
に
な
る
（
一
部
改
編
）。

土
井
一
九
六
三
は
、
基
本
的
に
現
象
の
解
釋
と
し
て
は
金
田
一
一
九
五
三
に
從
ひ
、
主
眼
と
し
て
は
「
ゆ
れ
」
の

實
相
に
あ
る
。

3

た
だ
し
、
現
代
に
お
い
て
も
、
清
音
の
有
聲
化
が
濁
音
化
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
へ
ば
、
ハ
行
を
そ
の
ま
ま
有
聲
化
し
て
も
バ
行
は

得
ら
れ
な
い
し
、
む
し
ろ
、
ハ
行
の
異
音
と
解
釋
さ
れ
る
。
肥
爪
二
〇
〇
〇
參
照
。

4

い
ま
こ
こ
に
く
わ
し
く
觸
れ
る
餘
地
が
な
い
が
、
高
山
一
九
九
二
の
「
濁
り
要
素
」
とK

uroda
(2002)

の
議
論
と
は
、
あ
ひ
補
ふ
關
係

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
て
ゐ
る
。K

uroda
(2002)

の
理
解
に
つ
い
て
佐
藤
直
人
氏
の
ご
指
摘
に
よ
り
表
現
を
改
め
た
。

3



図
1

土
井
一
九
六
三
・
一
〇
八
に
基
づ
く
金
田
一
一
九
五
三
の
説

一
・
二

松
本
一
九
六
二

松
本
一
九
六
二
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
、
と
く
に
『
平
家
の
物
語
』・『
エ
ソ
ポ
の
フ
ァ
ブ
ラ
ス
』
と
『
日
ポ
辭
書
』

の
對
照
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
當
時
は
類
似
し
た
語
形
と
し
て
、
規
範
的
に
は
バ
行
に
い
ふ
も
の
、

マ
行
に
い
ふ
も
の
の
複
數
の
發
音
が
あ
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
口
頭
語
に
は
マ
行
と
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
語

に
よ
っ
て
は
バ
行
に
固
定
し
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
末
尾
に
、
濁
音
に
お
け
る
前
鼻
音
と
の
關
係
を
示

唆
し
て
ゐ
る
。

一
・
三

松
本
一
九
六
五

松
本
一
九
六
二
を
承
け
て
、
古
代
語
か
ら
近
代
語
ま
で
の
史
的
な
マ
行
・
バ
行
交
替
現
象
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の

で
あ
る
。
ま
と
め
を
拔
萃
す
る
。

1
従
来
ｂ
・
ｍ
音
の
交
替
と
さ
れ
て
き
た
現
象
の
う
ち
、
動
詞
語
尾
で
の
交
替
は
、
音
韻
変
化
と
言

う
よ
り
は
む
し
ろ
形
態
変
化
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。

2
ま
ず
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
ｍ>

ｂ
の
変
化
が
起
り
、
つ
ぎ
に
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期

に
か
け
て
、
ま
っ
た
く
別
の
語
に
ｂ>

ｍ
の
変
化
が
起
る
。

3
右
の
第
一
の
変
化
は
母
音
ａ
の
音
節
に
多
く
起
り
、
第
二
の
変
化
は
ｕ
の
音
節
に
起
る
こ
と
。
ま

た
、
第
一
の
変
化
の
う
ち
ｕ
・
ｏ
母
音
の
音
節
に
起
っ
た
も
の
は
、
ふ
た
た
び
第
二
の
変
化
に
加

わ
っ
て
再
変
化
す
る
こ
と
。

第
一
の
變
化
、
第
二
の
變
化
と
い
ふ
の
は
説
明
を
要
す
る
だ
ら
う
。
第
一
の
變
化
と
は
、
平
安
頃
にm

>
b

化

し
た
こ
と
を
言
ひ
、

（
一
・
一
）
　
思
麻
良
久
は
寢
つ
つ
も
あ
ら
む
を

（
萬
葉
一
四
・
三
四
七
一
）

（
一
・
二
）
　
「
侍
　
サ
ブ
ラ
ヒ
」

（
色
葉
字
類
抄
）

な
ど
で
あ
っ
て
、（
一
・
二
）
の
語
は
ふ
た
た
びb

>
m

が
起
っ
て
、

（
一
・
二
ｂ
）「
侍
　
サ
ム
ラ
イ
」

（
運
歩
色
葉
）

の
ご
と
き
例
が
見
ら
れ
る
（
こ
の
の
ち
も
サ
ブ
ラ
ヒ
は
出
て
來
る
が
）。
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一
・
四

山
口
一
九
八
三

山
口
一
九
八
三
は
お
も
に
古
代
語
に
つ
い
て
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
結
論
を
拔
萃
す
る
。

1
古
代
に
お
け
る
ｍ—

ｂ
間
の
交
替
は
、
上
代
に
す
で
に
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
通
覧
す
る
と
、

九
五
〇
年
あ
た
り
ま
で
は
専
ら
ｍ>

ｂ
の
例
で
あ
る
が
、
そ
の
後
ｂ>

ｍ
の
例
も
現
れ
る
よ
う
に

な
る
。

2
こ
の
交
替
は
、
ｎ—

ｄ
間
の
交
替
に
比
し
て
き
わ
め
て
例
が
多
く5、
ま
た
、
初
め
ｂ>

ｍ
が
な
く
、

ｍ>

ｂ
の
み
が
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
単
に
両
子
音
の
音
声
的
な
近
さ
と
い
う
だ
け
で
は
説

明
で
き
な
い
。
ハ
行
子
音
が[

ｐ]>[

ɸ]

の
変
化
を
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
ハ
行
子
音
と
バ
行
子

音
と
の
緊
密
な
対
応
が
弱
ま
り
、
そ
の
分
だ
け
バ
行
子
音
と
マ
行
子
音
と
が
接
近
し
て
感
ぜ
ら

れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

3
ｍ>

ｂ
は
当
該
音
節
の
前
後
に
カ
行
音
・
タ
行
音
が
あ
る
場
合
、
そ
の
破
裂
性
に
同
化
さ
れ
て
、

ｍ
が
ｂ
に
転
じ
た
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
ｍ
を
ｂ
に
転

ず
る
こ
と
に
よ
り
、
強
調
形
を
作
り
出
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
例
が
少
な
く
な
い
。

4
九
五
〇
年
を
過
ぎ
た
こ
ろ
に
な
る
と
、
ｂ>

ｍ
の
例
が
現
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
ｍ>

ｂ
の
語
例
が

か
な
り
の
数
に
達
す
る
段
階
に
な
る
と
、
も
と
も
と
ｂ
形
で
あ
っ
た
語
に
つ
い
て
も
、
本
来
は
ｍ

形
だ
っ
た
か
の
よ
う
な
意
識
が
生
じ
、
そ
の
た
め
新
た
に
ｍ
形
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
一
六
一–

一
六
二
ペ
ー
ジ
）

二

鎌
倉
か
ら
室
町
期
に
お
け
る
バ
行
・
マ
行
の
「
交
替
」

二
・
一

契
沖
の
記
録

讀
み
癖
の
代
表
例
と
し
て
契
沖
の
も
の
を
見
て
お
く
（
註
は
省
い
た
）。
さ
き
に
引
用
し
た
二
例
も
參
照
の
こ
と
。

（
二
・
一
）
　
三
郎
　
さ
ふ
ら
う

（
む
と
ふ
と
か
よ
ふ
類
）

（
二
・
二
）
　
候
　
さ
ふ
ら
ふ
　
日
本
紀
并
万
葉

に
は
さ
も
ら
ふ

（
ふ
と
も
と
か
よ
ふ
類
）

（
二
・
三
）
　
上
達
部
　
か
ん
た
ち
め

（
二
・
四
）
　
采
女
　
う
ね
へ
　
和
名
、
う

ね
め
と
も

（
二
・
五
）
　
馬
並
而
　
う
ま
な
へ
て
　
新
撰
万
葉
并
古
今
集
に
は
、
な
め
て
と
あ
り
。
な
へ
て
を
昔
は
、
へ
も
し
濁
り
て
い
へ
り
、
お
し
な
へ
て
と
い
ふ

を
、
菅
家
は
推
鍋
而
（
オ
シ
ナ
ベ
テ
）
と
か
ゝ
せ
た
ま
ひ
・
沙
石
集
に
、
大
和
に
て
秋
の
比
或
僧
の
と
も
な
る
小
法

師
、
釜
の
口
こ
か
れ
て
み
ゆ
る
紅
葉
か
な
と
し
た
る
に
、
師
の
僧
、
な
べ
て
の
世
に
は
あ
ら
し
と
そ
思

ふ
と
つ
け
た
る
よ
し
あ
り
、
釜
の
口
を
あ
ひ
し
ら
ひ
て
な
べ
て
と
い
ふ
を
な
め
て
と
聞
え
て
は
詮
な
し

（
へ
と
め
と
か
よ
ふ
類
）

（
二
・
六
）
　
並
　
な
へ
に
　
万
葉
仮
字
な
り
、
哥
の
詞
に
花
ち
る
な
へ
に
な
と
よ
む
類
あ
り
。
万
葉
に
苗
と
い
ふ
も
し
を
も
書

て
、
に
の
字
を
そ
へ
ず
よ
め
る
も
あ
り
。
昔
は
な
え
に
と
聞
ゆ
る
や
う
に
い
ひ
け
る
な
る
へ
し

（
二
・
七
）
　
浮
　
う
か
へ

（
め
と
聞
ゆ
る
へ
も
し
）

（
二
・
八
）
　
葬
　
は
う
ふ
る

（
二
・
九
）
　
弔
　
と
ふ
ら
ふ
　
凶事

（
二
・
一
〇
）
　
冠
　
か
う
ふ
り

（
む
に
ま
か
ふ
ふ
）

（
二
・
一
一
）
　
辤
　
い
な
ひ

（
二
・
一
二
）
　
悲
　
か
な
し
ひ

（
二
・
一
三
）
　
楽
　
た
の
し
ひ

（
み
に
ま
か
ふ
ひ
）

5

ハ
ナ
ハ
ナ—

ハ
ナ
ハ
ダ
（
引
用
者
註
）
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二
・
二

キ
リ
シ
タ
ン
文
獻
に
お
け
る
實
態

以
下
の
用
例
は
、
ほ
ぼ
松
本
一
九
六
二
に
依
據
し
て
ゐ
る
。

（
二
・
一
四
）
　V

sobuqi,qu,buita.

軽
く
息
を
吹
く
。

（
日
ポ
辞
書
（
以
下
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
に
よ
る
））

　
　
　
　
　
　
　V

som
uqi,qu,uita.V

sobuqi,qu,uita.

と
書
か
れ
る
。
（
日
ポ
辞
書
補
遺
）

（
二
・
一
五
）
　C

atabuqe,ru.
C

atam
uqe,uru

の
条
を
見
よ
。
な
ぜ
な
ら
、B

字
を
用
い
て

〔C
atabuqe,ru

と
〕
書
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
話
し
言
葉
で
はM

を
以
て
〔C

atam
uqe,ru

と
〕
発

音
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　C

atam
uqe,ru,eta.

傾
斜
さ
せ
る
。

（
日
ポ
辞
書
）

（
二
・
一
六
ａ
）
　
何
で
も
あ
れ
か
し
　と

ぼ乏　
し
い
こ
と
は
一
つ
も
な
う
て
、

（
エ
ソ
ポ
の
フ
ァ
ブ
ラ
ス
、
角
川
文
庫
本
に
よ
る
）

（
　
　
　
　
ｂ
）
　Tom

oxij.Toboxij

に
同
じ
。
貧
し
く
て
欠
乏
し
て
い
る
（
こ
と
）。
（
日
ポ
辞

書
補
遺
）

（
　
　
　
　
ｃ
）
　
　

ト
モ
シ
キ

乏　
　ひ

と者　
の
訴
は
水
を
も
て
石
に
投
ぐ
る
に
似
た
り

（
日
本
書
紀
・
推
古
一
二
年
四
月
（
図
書
寮
本
訓
））

（
二
・
一
七
ａ
）
　Saiquǒ

ua
...m

uchiuo
vtte,

（
平
家
の
物
語
・
二
五
ペ
ー
ジ
）

（
　
　
　
　
ｂ
）
　A

ruiua
com

a
nim

uchiuo
vtçu

fito
m

o
ari,...

（
平
家
の
物
語
・
一
九
三
ペ
ー
ジ
）

（
　
　
　
　
ｃ
）
　Yajirǒ

toyǔ
m

onoga
...,

am
arino

m
ezam

axisani
caini

cǒta
vxino

ychim
otnanim

onuo
deôto

xita
toqi,buchiuo

fitotçu
atetareba,...

（
平
家
の
物
語
・
二
〇
七
ペ
ー
ジ
）

（
　
　
　
　
ｄ
）
　Yoshitçune

am
arifucairiuo

saxerarete,...buchino
saqide

caqiyoxe

caqiyoxe,...

（
天
草
の
物
語
・
三
三
八
ペ
ー
ジ
）

（
二
・
一
四
、
一
五
）
に
つ
い
て
、
と
く
に
『
日
ポ
辭
書
』
に
お
い
て
、
假
名
を
そ
の
ま
ま
ロ
ー
マ
字
轉
寫
し
た

や
う
な
痕
跡
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
（
當
時
の
實
用
と
い
ふ
觀
點
か
ら
も
興
味
深
い
）。

三

議
論

つ
ぎ
の
や
う
に
議
論
が
で
き
よ
う
。

•

上
代
か
ら
平
安
期
に
お
け
る
マ
行
か
ら
バ
行
へ
の
變
化
は
、
唇
音
の
鼻
音
が
も
っ
と
も
退
潮
し
や
す
か
っ
た
と

す
れ
ば
さ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
が6、
語
中
の
濁
音
を
増
や
す
こ
と
と
な
り
、
ラ
イ
マ
ン
の
法
則
に
は
違
反
し

や
す
く
な
る
。
し
か
る
に
、
文
獻
に
見
え
る
か
た
ち
は
、
ラ
イ
マ
ン
の
法
則
を
破
る
變
化
は
ほ
ぼ
な
い
。
山
口

一
九
八
三
に
バ
行
音
化
に
よ
っ
て
強
調
形
を
作
っ
た
か
と
さ
れ
る
例
が
あ
る
の
を
鑑
み
る
に
、
濁
音
は
か
な
り

つ
よ
い
存
在
で
あ
っ
た
か
と
さ
へ
思
は
れ
る
。

•

か
へ
っ
て
、
バ
行
か
ら
マ
行
へ
の
變
化
は
、
バ
行
の
前
鼻
音
の
〈
ゆ
る
み
〉—

—

松
本
一
九
六
二
が
示
唆
す
る

や
う
に—

—

が
關
は
っ
て
ゐ
さ
う
で
あ
る
。
現
象
と
し
て
は
、
前
鼻
音
が
他
の
濁
音
の
前
鼻
音
に
先
行
し
て
脱

落
し
た
バ
行
に
お
い
て
、
濁
音
の
成
分
の
、
阻
碍
音
か
濁
り
の
ど
ち
ら
か
が
脱
落
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

6

土
井
一
九
六
三
・
一
〇
八
に
わ
ず
か
に
觸
れ
て
あ
る
ほ
か
、
松
本
一
九
六
五
・
六
四
に
將
來
の
課
題
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
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假
名
遣
や
讀
み
癖
の
問
題
を
考
へ
る
の
に
は
、
と
い
ふ
よ
り
も
、
こ
の
問
題
の
探
求
そ
れ
じ
し
ん
ま
だ
不
十
分
で

す
ら
な
い
こ
こ
ろ
み
で
は
あ
る
が
、
濁
音
史
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
意
義
を
示
し
得
た
こ
と
を
願
ふ
。
か
く
提
起
し

て
稿
を
閉
ぢ
る
。
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