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久保田篤　近世後期における片仮名「マ」の字形について

一

　

平
仮
名
は
近
世
末
期
に
な
っ
て
も
一
つ
の
仮
名
に
複
数
の
字
体
が
使
用
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
片
仮
名
の
場
合
は
、
か
な
り

早
い
段
階
で
字
体
の
統
一
が
概
ね
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
点
が
よ
く
知
ら
れ
て

い
る

（
１
）。

江
戸
時
代
の
片
仮
名
は
、
既
に
初
期
で
も
ほ
ぼ
現
代
と
近
い
状
態
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ
、
字
体
に
関
し
て
現
在
と
異
な
る
点
は
、「
ネ
」
の
一
般
的

な
字
体
が
「
子
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
、「
ヰ
」
が
「
井
」
で
あ
っ
た
こ
と
く
ら

い
で
あ
る

（
２
）。

　

た
だ
、
字
形
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
「
シ
」
は
下
の
点
と
第
三
画
の
右
上
に

払
う
線
と
が
繋
が
っ
た
形
に
な
っ
た
も
の
が
よ
く
見
ら
れ
る
な
ど
、
幾
つ
か
現

在
と
異
な
る
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
字
形
の
違
い
の
う
ち
、
江
戸

時
代
に
よ
く
見
ら
れ
、
現
行
の
形
と
の
相
違
が
最
も
目
立
つ
の
は
、「
マ
」
の

場
合
で
あ
る
。
今
回
は
こ
の
片
仮
名
「
マ
」
の
近
世
後
期
の
実
態
を
窺
う
こ
と

に
す
る
。

　

仮
名
に
関
す
る
研
究
書
と
し
て
今
な
お
最
も
優
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
築

島
（
一
九
八
一
）
に
は
、
片
仮
名
「
マ
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

平
安
後
期
あ
た
り
か
ら
「

」「

」
の
二
種
類
に
統
一
さ
れ
る
傾
向
と

な
り
、
中
世
ま
で
同
じ
よ
う
な
状
態
が
続
い
た
。
江
戸
時
代
に
は
「

」

の
よ
う
な
形
が
よ
く
用
い
ら
れ
た
が
、「
マ
」
の
形
に
な
っ
た
の
は
明
治

以
後
で
あ
る
。

　

ま
た
、
佐
藤
喜
代
治
編
『
漢
字
百
科
大
事
典
』（
明
治
書
院
）
は
、
や
は
り

種
々
の
点
で
極
め
て
有
用
な
事
典
で
あ
る
が
、
片
仮
名
に
関
し
て
は
、「
Ⅲ　

漢
字
の
借
音
」
に
、「
二　

片
仮
名
の
字
体
と
字
源
」（
松
下
な
る
み
）
が
あ
り
、

「
１　
『
假
字
考
』（
岡
田
真
澄
著
）
に
よ
る
片
仮
名
の
字
体
・
字
源
一
覧
」
で
、

『
假
字
考
』（
文
政
五
年
〈
一
八
二
二
〉
刊
）
の
片
仮
名
に
関
す
る
部
分
を
抜
粋

し
、「
マ
」
の
字
体
「

」
に
注
を
付
け
「
現
行
の
「
マ
」
の
字
体
は
明
治
以

降
に
一
般
的
と
な
る
」
と
記
す
。

　

こ
れ
ら
の
、「「
マ
」
の
形
に
な
っ
た
の
は
明
治
以
降
」「「
マ
」
の
字
体
は
明

治
以
降
に
一
般
的
に
」
な
ど
の
記
述
を
見
る
と
、
江
戸
時
代
の
間
は
、
片
仮
名

「
マ
」
の
形
は
基
本
的
に
は
「

」
で
あ
っ
て
、
現
在
の
よ
う
な
「
マ
」
の
形

は
殆
ど
な
か
っ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
確
か
に
、
例
え
ば
、
大
田
南
畝

『
南
畝
莠
言
』（
文
化
一
四
年
〈
一
八
一
七
〉
刊
）
は
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
の

文
章
の
随
筆
で
、
振
り
仮
名
に
片
仮
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

近
世
後
期
に
お
け
る
片
仮
名
「
マ
」
の
字
形
に
つ
い
て

久
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の
最
初
の
「
巻
下
目
録
」
の
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　

こ
の
「
又マ

タ

松マ
ツ

岡オ
カ

（
玄ゲ

ン

達タ
ツ

薬ク
ス
リ

を
徂ソ

徠ラ
イ

に
贈オ

ク

る
詩シ

）」
の
「
マ
タ
」「
マ
ツ
」、
及

び
同
じ
頁
に
あ
る
「
松マ

ツ

殿ド
ノ

」
の
「
マ
ツ
」
な
ど
、「
マ
」
が
全
て
［

］
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
同
じ
頁
に
は
、「

」「

」
と
い

う
片
仮
名
ネ
の
字
体
「
子
」
の
使
用
、「

」
と
い
う
片
仮
名
ヰ
の

「
井
」、「

」
の
よ
う
な
「
シ
」
の
下
二
つ
の
画

が
繋
が
っ
た
形
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
と
同
じ
、
二
つ
が
離
れ
た
形
も
、
同

頁
に
見
ら
れ
る
が
）
な
ど
、
最
初
に
述
べ
た
近
世
の
片
仮
名
の
特
徴
が
よ
く
見

ら
れ
、
こ
れ
ら
と
合
わ
せ
て
マ
に
は
［

］
を
使
用
す
る
と
い
う
当
時
の
実
態

が
窺
わ
れ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
例
え
ば
、
戯
作
類
な
ど
の
文
章
に
時
に
交
じ
る
片
仮
名
を

見
る
と
、「

」
の
形
は
あ
ま
り
無
く
、
概
ね
「
マ
」
の
形
が
使
わ
れ
て
い
る

と
い
う
印
象
が
あ
る
。「
マ
」
の
形
が
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
本
当
に
明
治
時

代
に
な
っ
て
か
ら
な
の
か
、
疑
問
を
感
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
近
世
後
期
に
お
け
る
「
マ
」
と
「

」
の
使
用
状
況
を
窺
う
こ
と
に
し
た

い
。

　

今
回
は
字
体
「
マ
」
の
な
か
に
横
線
と
点
を
繋
げ
ず
に
書
く
字
形
［

］
と

横
線
と
点
を
繋
げ
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
た
字
形
［
マ
］
が
あ
る
（
こ
の

よ
う
に
［　

］
の
中
に
入
れ
て
字
形
を
示
す
）
と
い
う
扱
い
に
す
る
が
、
こ
の

二
つ
の
違
い
は
、
字
体
の
異
な
り
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
字

形
［
マ
］
に
は
、
更
に
、
第
一
画
の
横
線
と
第
二
画
の
点
の
最
後
ま
で
、
一
続

き
に
繋
が
っ
た
形
で
、
第
二
画
の
点
は
繋
げ
る
線
の
終
わ
り
か
ら
始
ま
る
も
の

［

］
以
下
こ
れ
を
［
マ
］
①
と
示
す
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
と
、
第
一
画
の

横
線
が
右
端
で
鋭
角
に
折
れ
て
左
下
に
向
か
い
、
そ
の
左
下
の
端
が
第
二
画
の

点
の
中
程
と
接
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
現
在
の
形
と
同
じ
も
の
［

］
こ
れ
を

［
マ
］
②
と
す
る
が
、
大
き
く
分
け
て
こ
の
二
種
類
の
形
が
見
ら
れ
る
（
両
方

を
合
わ
せ
た
も
の
は
［
マ
］
と
だ
け
示
す
）。
同
一
字
形
の
下
位
分
類
と
し
て

更
に
二
種
類
の
字
形
が
あ
る
と
し
て
よ
い
の
か
と
も
思
わ
れ
、
そ
の
点
か
ら
は
、

「
マ
」
と
「

」
は
「
字
体
」
が
異
な
る
と
す
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
が
、
仮
名
に
お
け
る
「
字
体
」
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
種
々
難

し
い
点
が
あ
り
、
そ
の
点
の
追
究
は
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
に
し
た
。
同
一
字
体

「
マ
」
の
字
形
の
違
い
と
す
る
今
回
の
扱
い
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。
検
討

の
主
な
目
的
は
、
既
に
の
べ
た
よ
う
に
、［
マ
］
が
一
般
的
に
な
る
の
は
明
治

時
代
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
、
片
仮
名
「
マ
」
の
歴
史
の
記
述
と

し
て
、
果
た
し
て
正
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
判
断
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
の
前
の
室
町
時
代
に
お
い
て
は
、
日
本
語
の
歴
史
の

概
説
書
、
例
え
ば
出
雲
（
一
九
七
八
）
に
、

「
マ
」「
ヰ
」
の
形
は
ま
だ
な
く
、「

」「
井
」
で
あ
っ
た
。

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
先
に
引
用
し
た
築
島
（
一
九
八
一
）
に
も
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
片
仮
名
「
マ
」
の
字
形
は
［

］（
あ
る
い
は
下
の
点
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は
短
い
横
線
と
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
）
で
あ
っ
て
［
マ
］
で
は
な
か
っ

た
と
言
え
る
。
続
く
近
世
初
期
も
、
基
本
は
ま
だ
［

］
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、

詳
し
く
示
す
こ
と
は
省
く
が
、
例
え
ば
鈴
木
正
三
『
因
果
物
語
』
片
仮
名
本

（
寛
文
元
年
〈
一
六
六
一
〉
刊
）
に
お
い
て
は
、「
マ
」
は
全
て
［

］
で
あ
る
。

契
沖
『
和
字
正
濫
鈔
』
も
［

］
で
あ
る
こ
と
が
、
前
田
（
一
九
八
一
）
で
示

さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

現
代
の
「
マ
」
と
は
異
な
る
字
形
が
基
準
字
体
と
な
っ
て
い
る
。

「

」
の
よ
う
に
古
体
の
字
形
が
示
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
春
日
（
一
九
四
一
）
に
は
、

マ
も
こ
の
形
が
開
府
百
年
前
後
に
用
ゐ
出
さ
れ
て
、
維
新
に
至
っ
た
。

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
既
に
江
戸
時
代
前
期
の
う
ち
に
［
マ
］
の
形
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
は
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
は
仮
名
一
覧
の
よ
う
な
も
の
が
種
々
の
書
物
に
載
せ
ら
れ
る
よ

う
に
も
な
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
を
年
代
順
に
並
べ
て
み
る
と
い
う
の
も
、

規
範
の
変
化
を
探
る
と
い
う
点
で
は
一
つ
の
方
法
と
し
て
有
効
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
ま
ず
は
実
際
に
文
章
中
に
使
用
さ
れ
た
字
形
を
探
る
こ
と
に
し
た

い
。
た
だ
、
江
戸
時
代
の
文
献
は
膨
大
な
量
が
残
存
し
て
お
り
、
幅
広
く
文
字

の
調
査
を
行
う
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
取
り
敢
え
ず
は
、
多
く
の
人
々
の

目
に
触
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
文
学
作
品
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た

（
３
）。

手
近
に
見
ら
れ
た
も
の
幾
ら
か
調
査
し
た
と
い
う
程
度
で
し
か
な
い
の
で
は
あ

る
が
、
近
世
後
期
の
実
態
を
概
観
し
て
み
る
。

　

な
お
、「
マ
」
の
字
源
に
つ
い
て
は
、
築
島
（
一
九
八
一
）
に
、「
末
」
の
初

画
の
変
形
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
従
う
。（『
漢
字
百
科
大
事
典
』
で

は
、『
假
字
考
』
が
示
し
て
い
る
字
源
「
末
」
に
つ
い
て
、
注
と
し
て
「
字
源

に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
「
万
」
に
基
づ
く
と
す
る
説
が
一
般
的
で
あ
る
が
、

「
末
」
と
「
万
」
の
混
合
に
基
づ
く
と
す
る
説
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
現
在

確
か
に
「
万
」
が
字
源
で
あ
る
と
記
す
も
の
も
あ
る
が
疑
問
で
あ
る
。）
築
島

（
一
九
九
七
）
で
は
、「
世
間
一
般
に
流
布
し
て
い
る
解
説
の
中
に
は
明
な
誤
り

が
あ
り
、
又
、
未
解
決
の
問
題
が
多
く
残
っ
て
い
る
」
と
し
、「
未
解
決
、
疑

問
の
点
を
残
す
も
の
」
の
一
つ
と
し
て
「
マ
」
を
挙
げ
、

「
末
」
の
初
画
と
「
万
」
の
初
画
と
の
混
淆
と
さ
れ
る
が

（
４
）、

こ
の
よ
う
に

二
元
的
な
発
生
を
し
た
例
は
他
に
な
く
、
疑
わ
し
い
。「
末
」
の
初
画

「

」
の
変
形
と
見
る
べ
き
か
。

と
記
す
。
一
応
未
解
決
の
問
題
で
は
あ
る
が
、「
末
」
と
す
る
説
に
従
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

二

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
の
文
章
に
も
、
時
々
片
仮
名
が
交

じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
文
章

の
中
で
も
、
比
較
的
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
戯
作
類

に
使
用
さ
れ
て
い
る
片
仮
名
に
つ
い
て
は
、
坂
梨
（
一
九
八
九
）
に
お
い
て
詳

細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
全
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
感
動
詞
や
副
詞
、
終

助
詞
、
捨
て
仮
名
、
一
部
の
長
音
部
分
な
ど
に
使
用
さ
れ
る

（
５
）と

言
え
る
。
こ
れ

ら
の
部
分
は
小
書
き
の
片
仮
名
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
平
仮
名
と

同
じ
く
ら
い
の
大
書
き
の
片
仮
名
の
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る

（
６
）。

ま
た
、
漢

字
平
仮
名
交
じ
り
の
文
章
で
も
、
振
り
仮
名
に
片
仮
名
が
使
用
さ
れ
る
場
合
も
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あ
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、「
ア
ヽ
」「
イ
ヤ
」「
ヱ
ヽ
」「
コ
リ
ヤ
」「
コ
レ
」

「
ソ
レ
」「
モ
ウ
」「
サ
」「
ヨ
」
な
ど
が
多
く
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
片
仮
名

「
マ
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
時
に
見
ら
れ
る
場
合
の
そ
の
殆
ど

は
「
マ
ア
」
と
い
う
語
の
例
で
あ
っ
た
。

　

近
世
後
期
の
文
学
作
品
の
う
ち
、
平
仮
名
が
多
く
、
漢
字
が
少
し
交
じ
る
程

度
の
草
双
紙
に
お
い
て
は
、
赤
本
や
、
そ
の
後
の
黒
本
・
青
本
で
は
、
片
仮
名

が
交
じ
る
こ
と
は
ま
ず
無
い
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
後

の
黄
表
紙
に
な
る
と
、
多
く
の
作
品
に
片
仮
名
が
使
用
さ
れ
る
（
作
品
に
よ
っ

て
、
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
と
、
僅
か
な
数
し
か
使
わ
れ
な
い
も
の
と
が
あ
る

が
）
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
黄
表
紙
の
最
初
の
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
の
出
版
さ
れ
た
安
永
年
間
あ
た
り
か
ら
の
文
献
を

見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
洒
落
本
・
滑
稽
本
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
前

の
時
期
か
ら
片
仮
名
の
交
じ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
今
回
は
安
永
期
以
降
の

資
料
を
対
象
に
し
た

（
７
）。

　

恋
川
春
町
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』（
安
永
四
年
〈
一
七
七
五
〉
刊
）
を
見
る

と
、「
か
ら
言
（
唐
言
）」
で
合
図
す
る
部
分
（
七
ウ
）
が
あ
り
、
そ
の
部
分
の

字
数
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
こ
こ
は
全
て
が
片
仮
名
書
き
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
ま
ず
「
マ
」
が
見
ら
れ
る
の
は
「
イ
キ
マ
カ
ニ
イ
ケ
ク
コ
カ
ク
ラ

（
い
ま
に
行
く
か
ら
）」
の
「
マ
」
で
あ
る
が
、
第
一
画
と
第
二
画
が
一
続
き
に

繋
が
っ
た
形
の
［
マ
］
①
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
続
く
部
分
「
マ
コ

チ
ケ
ナ
コ
ト
イ
キ
ツ
ケ
テ
（
待
ち
な
と
言
っ
て
）」
の
「
マ
」
は
、［

］
の
形

で
あ
る
。
更
に
「
マ
ア
だ
ん
な
」（
八
オ
）
の
「
マ
」
は
、
印
刷
が
か
す
れ
て

い
て
判
断
し
に
く
い
が
、［

］
か
と
見
ら
れ
る
。

　

風
鈴
山
人
（
大
田
南
畝
）『
甲
駅
新
話
』（
安
永
四
年
〈
一
七
七
五
〉
刊
）
に

は
、「
マ
ア
何
ン
に
し
ろ
」（
四
ウ
）、「
マ
ア
は
じ
め
な
せ
へ
」（
六
ウ
）、「
マ

ア
め
し
を
く
わ
つ
せ
へ
」（
九
ウ
）、「
マ
ア
お
取と

り

あ
げ
な
ん
し
」（
一
四
ウ
）、

「
マ
ア
呑の

み

な
ん
し
」（
一
五
オ
）、「
マ
ア
〳
〵
」（
一
八
オ
）、「
マ
ア
ち
よ
つ
と
」

（
三
二
オ
）、「
お
め
へ
は
マ
ア
あ
つ
ち
へ
い
き
な
ん
し
」（
三
四
オ
）、「
マ
ア
お

休や
す
み

な
ん
し
よ
」（
三
五
オ
）
な
ど
の
「
マ
」
の
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
全

て
［

］
で
あ
る
。「
マ
ア
呑の

み

ね
へ
」（
一
四
ウ
）
だ
け
は
繋
が
っ
た
［
マ
］
①

の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

恋
川
春
町
『
其
返
報
怪
談
』（
安
永
五
年
〈
一
七
七
六
〉
刊
）
の
「
入
道
サ

マ
」
の
「
マ
」
も
［

］
で
あ
る
。

　

山
手
馬
鹿
人
（
大
田
南
畝
）『
道
中
粋
語
録
』（
安
永
八
年
〈
一
七
七
九
〉・

九
年
頃
刊
）
に
見
ら
れ
る
、「
マ
ア
夫そ

ん

な
ら
」
と
「
そ
ん
な
ら
マ
ア
お
隣と

な
り

イ
」

の
「
マ
」
は
［

］
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
の
「
マ
ア
后の

ち

に
」・「
マ
ア
酒さ

け

で

も
」・「
マ
ア
爰こ

け

へ
」・「
マ
ア
あ
の
わ
し
が
」・「
マ
ア
こ
つ
ち
イ
」・「
マ
ア
そ
ん

な
」・「
マ
ア
よ
く
積つ

も

つ
て
も
」
の
「
マ
」
は
一
続
き
の
［
マ
］
①
で
あ
る
。

　

山
東
京
伝
『
米
饅
頭
始
』（
安
永
九
年
〈
一
七
八
〇
〉
刊
）
に
は
、「
そ
ん
な

事
は
マ
ア
よ
し
に
し
や
う
で
ん
さ
ま
さ
」（
一
ウ
）
が
あ
り
、
こ
の
「
マ
」
は
、

一
続
き
に
繋
が
っ
た
［
マ
］
①
に
な
っ
て
い
る
。

　

唐
来
参
和
『
大
千
世
界
牆
の
外
』（
天
明
四
年
〈
一
七
八
四
〉
刊
）
で
は
、

「
マ
ア
よ
ひ
の
明
星
夜
あ
け
の
明
星
を
つ
つ
て
し
ま
わ
う
」（
五
ウ
）
の
「
マ
」

が
、
一
続
き
の
［
マ
］
①
に
な
っ
て
い
る
。

　

唐
来
参
和
『
莫
切
自
根
金
生
木
』（
天
明
五
年
〈
一
七
八
五
〉
刊
）
に
は
、

「
そ
れ
だ
か
ら
マ
ア
ち
つ
と
ば
か
り
で
も
」（
八
ウ
）
の
「
マ
ア
」
あ
が
る
が
、
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こ
の
「
マ
」
は
［

］
で
あ
る
。

　

唐
来
参
和
『
書
集
芥
の
川
々
』（
天
明
五
年
〈
一
七
八
五
〉
刊
）
で
は
、「
兄

き
マ
ア
み
り
ん
酒
で
も
の
ん
で
」（
三
オ
）
の
「
マ
」
が
、
や
は
り
一
続
き
の

［
マ
］
①
で
あ
る
。

　

唐
来
参
和
『
和
唐
珍
解
』（
天
明
五
年
〈
一
七
八
五
〉
刊
）
に
お
い
て
は
、

本
行
の
例
と
し
て
、「
マ
ア
聞
な
ん
し
」
と
「
な
ん
で
も
マ
ア
か
た
つ
て
き
か

せ
な
ん
し
」
が
あ
り
、
ま
た
振
り
仮
名
の
例
と
し
て
、「
麽
」
に
「
マ
ア
ヽ
」

と
付
さ
れ
た
も
の
、「
買
」
に
「
マ
イ
」
と
付
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら

に
見
ら
れ
る
片
仮
名
「
マ
」
の
形
は
、
一
続
き
に
繋
が
っ
た
［
マ
］
①
で
あ
る
。

一
方
、
本
行
の
例
の
「
ナ
セ
マ
ア
遊あ

そ

び
な
せ
へ
」・「
鳥ち

よ
つ
と渡

マ
ア
い
つ
て
ま
い
り

ま
せ
う
」・「
そ
つ
ち
へ
マ
ア
金
を
ば
し
ま
つ
て
」・「
マ
ア
廊ら

う

下か

へ
つ
れ
て
い
く

か
い
ヽ
」・「
ア
レ
を
マ
ア
お
し
へ
て
く
ん
な
ん
し
」、
振
り
仮
名
の
例
の
、「
貌
」

に
「
マ
ウ
」
と
付
さ
れ
た
も
の
、「
満
」
に
「
マ
ア
ン
」
と
付
さ
れ
た
も
の
２

例
、
も
う
一
つ
の
「
麽
」
に
付
さ
れ
た
「
マ
ア
ヽ
」、「
賣
」
に
「
マ
イ
」
と
付

さ
れ
た
も
の
、
以
上
の
片
仮
名
「
マ
」
は
［
マ
］
②
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
作
品
に
お
い
て
は
既
に
現
在
と
同
じ
字
形
の
も
の
が
多
い
。

　

唐
来
参
和
『
正
札
附
息
質
』（
天
明
七
年
〈
一
七
八
七
〉
刊
）
に
見
ら
れ
た

「
マ
ア
ま
つ
て
く
た
さ
り
ま
せ
」（
一
一
オ
）
の
「
マ
」
は
、
一
続
き
に
繋
が
っ

た
形
の
［
マ
］
①
で
あ
る
。

　

山
東
京
伝
『
総
籬
』（
天
明
七
年
〈
一
七
八
七
〉
刊
）
に
は
、「
マ
ア
ち
つ
と

お
よ
り
な
さ
れ
ま
し
」
と
い
う
例
が
あ
り
、
こ
の
マ
は
［
マ
］
①
で
あ
る
。

　

山
東
京
伝
『
古
契
三
娼
』（
天
明
七
年
〈
一
七
八
七
〉
刊
）
に
は
、「
マ
ア
み

ね
へ
」
の
例
が
あ
り
、
こ
の
「
マ
」
も
、
一
続
き
に
繋
が
っ
た
［
マ
］
①
で
あ

る
。

　

森
羅
万
象
『
御
年
玉
』（
天
明
七
年
〈
一
七
八
七
〉
刊
）
に
は
、
ま
ず
、
漢

字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
書
か
れ
て
い
る
「
自
序
」
の
部
分
に
、「
寝ね

コ
ロ
ン
デ

拜は
い

ア
ラ
レ
マ
シ
ヤ
ウ
」
と
あ
り
、
こ
の
片
仮
名
「
マ
」
も
、
本
文
中
に
見
ら
れ

る
「
大
サ
ツ
マ
」（
五
オ
）
の
「
マ
」
も
、
と
も
に
全
て
一
続
き
に
繋
が
っ
た

形
の
［
マ
］
①
に
な
っ
て
い
る
。

　

山
東
京
伝
『
傾
城
買
四
十
八
手
』（
寛
政
二
年
〈
一
七
九
〇
〉
刊
）
で
は
、

「
○
し
つ
ぽ
り
と
し
た
手
」
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
マ
ア
と
を
ひ
の
さ
」・「
マ
ア

う
そ
に
も
う
れ
し
う
ざ
ん
す
」・「
傾
城
も
マ
ア
む
づ
か
し
い
の
サ
」・「
マ
ア
あ

す
び
な
せ
へ
な
」、「
○
見
ぬ
か
れ
た
手
」
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
申
ン
す
か
ら
マ

ア
ち
よ
つ
と
」・「
マ
ア
聞き

ヽ

な
ん
し
」、「
○
真
の
手
」
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
し
た

が
マ
ア
な
り
た
け
こ
つ
ち
で
」・「
そ
ん
な
ら
マ
ア
そ
ふ
し
て
」
な
ど
の
「
マ
」

は
、
一
続
き
に
繋
が
っ
た
［
マ
］
①
で
あ
る
。
一
方
、［
マ
］
②
の
形
の
例
も

見
ら
れ
、「
○
や
す
ひ
手
」
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
マ
ア
子
ど
も
を
や
つ
て
見
て

く
ん
な
ん
し
」、「
○
見
ぬ
か
れ
た
手
」
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
マ
ア
こ
ヽ
こ
こ

へ
」・「
マ
ア
お
ま
ち
な
ん
し
」・「
ぬ
し
は
マ
ア
な
ん
だ
へ
」・「
マ
ア
し
づ
か
に

し
て
く
ん
な
ん
し
」・「
お
い
ひ
な
ん
す
か
ら
マ
ア
お
出
な
ん
し
」、「
○
真
の

手
」
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
マ
ア
〳
〵
さ
や
う
な
ら
」
な
ど
の
「
マ
」
は
、
一
続

き
で
は
な
い
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
で
あ
る
。

　

山
東
京
伝
『
繁
千
話
』（
寛
政
二
年
跋
）
の
、「
マ
ア
こ
ふ
で
ご
ざ
ん
す
」・

「
マ
ア
ね�
わ
け
を
ね�

お
き
ヽ
な
ん
し
よ
」（
こ
の
例
で
は
マ
と
ア
の
間
に
も
繋

げ
る
線
が
あ
る
）・「
ア
レ
サ
マ
ア
お
待ま

ち

な
ん
し
よ
」
と
い
う
片
仮
名
「
マ
」
の

例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
マ
」
は
、
全
て
一
続
き
に
繋
が
っ
た
形
の
、
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［
マ
］
①
で
あ
る
。

　

山
東
京
伝
『
仕
懸
文
庫
』（
寛
政
三
年
〈
一
七
九
一
〉
刊
）
に
見
ら
れ
る
、

「
マ
ア
団ど

う

三ざ

」（
一
一
ウ
）・「
マ
ア
い
つ
て
き
な
せ
へ
」（
一
二
オ
）
の
「
マ
」

は
［
マ
］
①
、「
マ
ア
こ
ゝ
へ
」（
一
四
ウ
）・「
マ
ア
は
た
ら
い
て
」（
一
六

ウ
）・「
モ
シ
マ
ア
そ
れ
じ
や
ア
」（
三
二
オ
）
の
「
マ
」
は
［
マ
］
②
で
あ
る
。

　

山
東
京
伝
『
絵
兄
弟
』（
寛
政
六
年
〈
一
七
九
四
〉
刊
）
に
は
、
振
り
仮
名

の
例
「
未イ

マ
ダ

」「
松マ

ツ

本モ
ト

」「
島シ

マ

様サ
ン

」「
憑

タ
ノ
マ
ン

」「
亦マ

タ

」「
應マ

サ
ニ

」「
真マ

コ
ト

」「
揚ア

ゲ

巻マ
キ

」「
親オ

ヤ

玉ダ
マ

」「
袴ハ

カ
マ

」「
盲マ

ウ

人ジ
ン

」「
物モ

ノ

前マ
ヘ

」
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
「
マ
」
は
全
て
現
在
と

同
じ
［
マ
］
②
で
あ
る
。

　

山
東
京
伝
『
心
学
早
染
草
』
は
、
再
刻
用
の
稿
本
（
寛
政
七
年
か
ら
八
年

頃
）
と
い
う
興
味
深
い
資
料
の
影
印
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
見
る
と
、「
マ
ツ
こ

ん
ば
ん
は
」
の
「
マ
ヅ
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
［

］
に
な
っ
て
い
る
。

　

式
亭
三
馬
『
大
悲
の
知
恵
話
』（
寛
政
九
年
〈
一
七
九
七
〉
刊
）
に
は
、「
マ

ア
こ
ん
な
も
の
さ
」（
四
オ
）
に
［

］
が
見
ら
れ
る
。「
マ
ア
こ
つ
ち
を
む
き

な
ん
し
」（
八
ウ
）
の
ほ
う
は
、
一
続
き
の
［
マ
］
①
で
あ
る
。

　

梅
暮
里
谷
峨
『
傾
城
買
二
筋
道
』（
寛
政
十
年
〈
一
七
九
八
〉
刊
）
の
式
亭

三
馬
の
序
文
に
あ
る
「
一
寸
マ
ア
お
見
な
ん
し
」
の
「
マ
」
は
現
在
と
同
じ

［
マ
］
②
に
な
っ
て
い
る
。「
○
夏
の
床
」
に
あ
る
「
マ
ア
ね
や
な
」（
寝
）
と

「
○
冬
の
床
」
に
あ
る
「
マ
ア
あ
い
そ
づ
か
し
を
や
め
て
」
の
「
マ
」
は
、
一

続
き
に
繋
が
っ
た
［
マ
］
①
で
あ
る
。
１
例
、「
○
冬
の
床
」
の
「
マ
ア
ひ
と

え
さ
ん
を
」
の
「
マ
」
は
［

］
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

式
亭
三
馬
『
御
覧
親
孝
経
』（
享
和
二
年
〈
一
八
〇
二
〉
刊
）
の
「
マ
ア
し

づ
か
に
し
な
よ
」（
三
オ
）
の
「
マ
」
は
［

］
で
あ
る
。

　

式
亭
三
馬
『
封
鎖
心
鑰
匙
』（
享
和
二
年
〈
一
八
〇
二
〉
刊
）
で
は
、「
マ
ア

な
ん
ま
み
だ
ぶ
が
な
ん
ま
み
だ
ぶ
で
」（
七
オ
）・「
マ
ア
が
つ
て
ん
な
ら
ね
へ
」

（
七
ウ
）
の
「
マ
」
２
例
が
、
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
に
な
っ
て
い
る
。「
マ
ア

い
き
ほ
ひ
が
」（
九
ウ
）
の
「
マ
」
は
、
一
続
き
の
［
マ
］
①
で
あ
る
。

　

以
上
の
安
永
・
天
明
・
寛
政
・
享
和
期
に
お
け
る
、
各
の
字
形
の
見
ら
れ
た

作
品
数
と
用
例
数
を
、
元
号
別
（
元
号
の
区
分
と
片
仮
名
の
形
は
全
く
関
係
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
早
い
時
期
と
後
の
時
期
と
の
違
い
を
見
る
た
め
に
、
便

宜
的
に
元
号
別
に
し
て
み
る
。
な
お
、
享
和
は
短
い
の
で
寛
政
と
合
わ
せ
る
）

に
示
す
。
た
だ
し
、
種
々
の
ジ
ャ
ン
ル
や
使
用
箇
所
の
違
い
を
考
慮
せ
ず
、
ま

た
資
料
に
よ
っ
て
用
例
数
に
か
な
り
差
の
あ
る
こ
と
も
無
視
し
て
合
計
し
た
数

で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
概
観
す
る
た
め
に
便
宜
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

安
永
期

　
［

］�

４
作
品
14
例

　
［
マ
］
①�

４
作
品
10
例

　
［
マ
］
②�

０
例

天
明
期

　
［

］�

１
作
品
１
例

　
［
マ
］
①�

７
作
品
11
例

　
［
マ
］
②�

１
作
品
10
例

寛
政
・
享
和
期

　
［

］�

４
作
品
４
例

　
［
マ
］
①�

７
作
品
17
例

　
［
マ
］
②�

５
作
品
25
例
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こ
の
よ
う
に
、
安
永
・
天
明
・
寛
政
・
享
和
期
の
作
品
に
見
ら
れ
る
片
仮
名

「
マ
」
の
字
形
を
検
討
す
る
と
、
初
め
の
安
永
期
は
（
今
回
は
安
永
期
の
片
仮

名
「
マ
」
の
例
は
あ
ま
り
多
く
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
）［

］

が
目
立
つ
と
言
え
、
し
か
し
こ
の
時
期
に
も
既
に
繋
が
っ
た
［
マ
］
①
が
使
用

さ
れ
て
い
る
、
天
明
期
で
は
［
マ
］
①
の
見
ら
れ
る
作
品
が
多
い
、
一
方
現
在

と
同
じ
［
マ
］
②
は
主
に
寛
政
期
以
降
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
た
だ
し
天

明
・
寛
政
・
享
和
期
で
も
［

］
の
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
以
上
の
よ
う

な
実
態
を
、
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

三

　

続
い
て
、
文
化
・
文
政
期
以
降
の
例
を
見
る
。

　

式
亭
三
馬
『
雷
太
郎
強
悪
物
語
』（
文
化
三
年
〈
一
八
〇
六
〉
刊
）
に
は
、

「
マ
ア
〳
〵
は
な
し
て
下
さ
ん
せ
」（
五
オ
）
が
あ
り
、
こ
の
「
マ
」
は
、［
マ
］

②
で
あ
る
（
第
一
画
の
終
わ
り
の
部
分
と
第
二
画
の
テ
ン
ト
の
間
が
少
し
だ
け

離
れ
て
い
て
、
第
二
画
の
点
の
上
端
と
第
一
画
の
左
端
が
接
し
て
い
る
た
め

「
ヤ
」
に
も
見
え
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
）。

　

式
亭
三
馬
『
酩
酊
気
質

（
８
）』（

文
化
三
年
〈
一
八
〇
六
〉
刊
）
に
お
い
て
は
、

「
○
面お

も

白し
ろ

く
無な

い
上
戸
」
の
「
マ
ア
ね
り
賃ち

ん

百
と
見
て
」、「
○
啼な

き

上
戸
」
の

「
是
が
マ
ア
お
め
へ
」「
ド
レ
マ
ア
ひ
と
つ
上あ

げ

や
う
」、「
○
異
見
上
戸
」
の
「
三

十
か
四
十
マ
ア
五
十
位ぐ

ら
い

の
」、「
○
利り

屈く
つ

上
戸
」
の
「
マ
ア
一
ツ
呑の

み

ま
せ
う
」、

「
○
腹は

ら

立た
ち

上
戸
」
の
「
マ
ア
聞き

い

て
お
く
ん
ね
ん
し
」
の
、「
マ
」
は
、
第
一
画
と

第
二
画
が
全
て
一
続
き
に
繋
が
っ
た
形
の
［
マ
］
①
で
、
下
の
字
の
「
ア
」
と

も
繋
が
っ
た
形
に
な
っ
て
お
り
、「
○
か
つ
ぎ
上
戸
」
の
「
お
め
へ
ち
や
ア
」

の
左
側
に
小
字
で
付
さ
れ
た
「
オ
マ
ヘ
タ
チ
ハ
」、「
○
く
ど
い
上
戸
」
の
「
カ

か
ゝ
ア
ど
ん
。
マ
ま
づ
な
ぜ
と
い
つ
て
」・「
ま
づ
マ
マ
ま
へ
の
二
十
年
」（
こ

の
例
の
一
つ
目
の
「
マ
」
は
第
一
画
の
横
線
が
鋭
角
で
曲
が
っ
た
後
に
少
し
だ

け
で
消
え
て
い
る
が
、
印
刷
の
関
係
か
と
見
ら
れ
、
ほ
か
と
同
じ
［
マ
］
②
と

し
て
お
く
）、「
○
ね
ち
上
戸
」
の
「
ギ
ア
マ
ン
の
高こ

脚つ

杯ぶ

」、
以
上
の
「
マ
」

は
現
在
と
全
く
同
じ
形
の
［
マ
］
②
で
あ
る
。

　

式
亭
三
馬
『
戯
場
粋
言
幕
の
外
』（
文
化
三
年
〈
一
八
〇
六
〉
刊
）
を
見
る

と
、
巻
之
上
の
「
マ
ア
中な

け

へ
這へ

入い

ツ
て
」（
ア
と
繋
が
る
）・「
マ
ア
設ま

う
か

り
や

す
」・「
コ
レ
〳
〵
マ
ア
じ
つ
と
し
て
」（
ア
と
繋
が
る
）・「
マ
ア
来く

る
内
」（
同
）、

巻
之
下
に
「
マ
マ
幕
を
明
る
な
」（
一
番
目
の
マ
は
②
に
近
い
）・「
マ
ア
押お

さ

へ

よ
う
」・「
イ
カ
サ
マ
ま
づ
」
な
ど
が
［
マ
］
①
、
巻
之
下
の
「
マ
ア
〳
〵
一
つ

呑の
み

な
」
は
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
に
な
っ
て
い
る
。
巻
之
下
の
「
マ
マ
マ
マ

真ま
つ
ぴ
や
ア平

〳
〵
」
は
、
上
の
マ
マ
が
［
マ
］
②
で
下
の
マ
マ
は
繋
が
っ
た
［
マ
］

①
に
な
っ
て
い
る
。

　

式
亭
三
馬
『
浮
世
風
呂
』
前
編
（
文
化
六
年
〈
一
八
〇
九
〉
刊
）
で
は
、
巻

之
上
の
「
マ
ア
叶か

な
ふ
や屋

の
方ほ

う

か
ら
」・「
テ
モ
マ
め
つ
そ
う
な
事こ

と

す
る
人

w
aro

じ
や

な
」・「
マ
あ
ほ
ら
し
い
」、
巻
之
下
の
「
マ
ア
待ま

た

つ
し
」・「
ま
だ
マ
ア
今
や
そ

こ
ら
の
」
な
ど
、「
マ
」
は
［
マ
］
①
に
な
っ
て
い
る
。

　

山
東
京
伝
『
腹
筋
逢
夢
石
』
初
編
（
文
化
七
年
〈
一
八
一
〇
〉
刊
）
に
見
ら

れ
る
、「
こ
り
や
マ
ア
な
ん
の
に
ほ
ひ
で
あ
ら
ふ
な
」（
四
オ
）、「
ち
つ
と
マ
ア

お
し
く
ら
を
や
め
て
」・「
な
ん
と
マ
ア
け
ふ
は
」（
一
八
オ
）
な
ど
の
「
マ
」

は
一
続
き
に
繋
が
っ
た
［
マ
］
①
に
な
っ
て
い
る
。

　

式
亭
三
馬
『
浮
世
夢
助
魂
胆
枕
』（
文
化
九
年
〈
一
八
一
二
〉
刊
）
で
は
、
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本
文
に
は
「
マ
」
の
例
が
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
巻
末
の
広
告
の
と
こ
ろ
、
幾

つ
か
書
名
を
掲
げ
る
下
に
説
明
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
は
漢

字
片
仮
名
交
じ
り
文
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
、「
草
書
法
要
」
の
説
明

に
、「
漢
魏
六
朝
ヨ
リ
唐
宋
元
明
マ
デ
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
の
マ
は
、

［

］
で
あ
る
。
既
に
種
々
の
書
を
見
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の

時
期
の
戯
作
類
で
は
、
基
本
的
に
は
［

］
は
見
ら
れ
な
い
と
言
え
る
が
、
こ

こ
は
［

］
に
な
っ
て
い
る
。
本
文
と
は
異
な
る
巻
末
の
広
告
で
あ
り
、
こ
の

書
家
の
著
作
の
内
容
を
紹
介
す
る
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
関
係
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。

　

山
東
京
伝
『
ヘ
マ
ム
シ
入
道
昔
話
』（
文
化
十
年
〈
一
八
一
三
〉
刊
）
で
は
、

横
顔
の
形
に
見
立
て
た
「
ヘ
マ
ム
シ
」
の
「
マ
」
が
、「
第
一
回
」
の
前
に
記

さ
れ
て
い
る
題
名
の
ほ
か
、
本
文
中
で
も
、「
第
一
回
」
に
２
例
あ
り
、
こ
れ

ら
全
て
が
現
在
と
同
じ
形
の
［
マ
］
②
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
「
ヘ
マ
ム
シ
」

で
あ
る
が
横
顔
の
形
に
見
立
て
た
「
ヘ
マ
ム
シ
」
で
は
な
い
、
人
名
の
「
ヘ
マ

ム
シ
入
道
」
も
、
本
文
中
に
４
例
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
マ
」
も
全
て
が

現
在
と
同
じ
形
の
［
マ
］
②
で
あ
る
。「
全
六
冊
大
尾
」
の
、
絵
の
中
に
あ
る
、

子
供
が
書
い
た
大
き
な
文
字
「
ヘ
マ
ム
シ
」
の
「
マ
」
も
、
同
じ
く
［
マ
］
②

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
ヘ
マ
ム
シ
」
以
外
の
片
仮
名
「
マ
」
と
し
て
は
、
他
の

作
品
と
同
様
に
「
マ
ア
」
が
１
例
見
ら
れ
る
。「
第
二
回
」
に
あ
る
「
な
ん
と

マ
ア
此
あ
ん
じ
つ
に
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
マ
」
も
、
現
在
と
同
じ
形
の

［
マ
］
②
で
あ
る
。

　

曲
亭
馬
琴
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
は
、
自
筆
稿
本
と
と
も
に
複
製
が
あ
る
第

四
輯
（
文
政
三
年
〈
一
八
二
〇
〉
刊
）
巻
一
の
み
見
て
お
く
。
板
本
に
は
、

「
捷
レ
親
」（
四
ウ
）
の
「
捷
」
に
振
り
仮
名
「
マ
サ
レ
リ
」
が
付
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
「
マ
」
は
、
現
在
と
同
じ
字
形
の
［
マ
］
②
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の

自
筆
稿
本
を
見
る
と
、
同
じ
［
マ
］
で
あ
る
が
、
第
一
画
と
第
二
画
が
一
続
き

に
繋
が
っ
た
［
マ
］
①
に
な
っ
て
い
る
。
稿
本
の
［
マ
］
①
を
、
板
本
で
は

［
マ
］
②
に
変
え
て
い
る
。
こ
の
１
例
だ
け
で
は
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
も

の
の
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
出
版
物
で
は
［
マ
］
②
が
正
式
な
形
で
あ
る
と

い
う
よ
う
な
意
識
が
あ
っ
た
か
と
も
見
ら
れ
る
。

　

式
亭
三
馬
『
茶
番
狂
言
早
合
点
』（
文
政
四
年
〈
一
八
二
一
〉
刊
）
で
は
、

「
マ
」
の
例
「
マ
ア
と
つ
く
り
と
工く

夫ふ
う

し
て
」・「
マ
ア
上か

み

下し
も

を
お
ぬ
ぎ
な
せ
へ
」

が
、
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
で
あ
る
。

　

曲
亭
馬
琴
『
傾
城
水
滸
伝
』
初
編
（
文
政
八
年
〈
一
八
二
五
〉
刊
）
に
あ
る

「
あ
の
マ
ア
お
つ
し
や
る
こ
と
は
」（
三
三
ウ
）
の
「
マ
」
も
、
現
在
と
同
じ

［
マ
］
②
で
あ
る
。

　

為
永
春
水
『
春
色
梅
児
誉
美
』
初
編
（
天
保
三
年
〈
一
八
三
二
〉
刊
）
と
松

亭
金
水
『
比
翼
連
理
花
廼
志
満
台
』
初
編
（
天
保
七
年
〈
一
八
三
六
〉
刊
）
は
、

国
立
国
語
研
究
所
の
「
国
語
研
変
体
仮
名
字
形
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
調

査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
片
仮
名
「
マ
」
を
検
索
す
る
と
、『
春
色
梅
児
誉
美
』

初
編
に
お
い
て
は
、［
マ
］
①
が
18
例
、［
マ
］
②
が
13
例
、『
比
翼
連
理
花
廼

志
満
台
』
初
編
に
お
い
て
は
。［
マ
］
①
の
み
が
32
例
、
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る

こ
と
が
分
か
る
。

　

山
東
京
山
『
大
晦
日
曙
草
紙
』
五
編
（
天
保
一
二
年
〈
一
八
四
一
〉
刊
）
の

序
文
に
は
、「
薪
」
の
振
り
仮
名
「
マ
キ
」
が
あ
り
、［
マ
］
②
で
あ
る
。

　

梅
亭
金
鵞
『
七
偏
人
』
は
初
編
・
二
編
（
安
政
四
年
〈
一
八
五
七
〉
刊
）
の
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例
の
み
示
す
が
、
初
編
巻
之
上
に
「
マ
ウ
お
口く

ち

に
触ふ

れ

た
」、
巻
之
下
に
「
マ
ア

彼か

様う

い
ふ
趣し

ゆ

向か
う

ヨ
」
が
あ
り
、
ま
た
、
二
編
巻
之
上
に
「
マ
ア
〳
〵
待ま

つ

て
」・

「
マ
ア
待ま

た

ツ
し
」、
巻
之
中
に
「
マ
ア
聞き

ゝ

な
せ
へ
」・「
マ
ヅ
〳
〵
お
先さ

き

へ
」、
巻

之
下
に
「
マ
ア
悪に

く

ら
し
い
」
が
あ
っ
て
、
全
て
現
在
と
同
じ
形
の
［
マ
］
②
で

あ
る
。

　

文
学
作
品
で
は
な
い
が
幕
末
期
の
唄
本
も
一
つ
見
る
と
、『
き
や
り
く
づ
し

か
ま
く
ら
』
初
篇
（
安
政
二
年
〈
一
八
五
五
〉
序
）
に
は
「
ダ
ア
マ
や
ガ
ア

マ
」
と
い
う
の
が
見
え
、「
マ
」
２
例
と
も
に
［
マ
］
②
で
あ
る
。
安
政
期
に

は
も
う
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
が
普
通
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
を
、
広
告
の
例
は
除
き
、
用
例
の
数
を
ま
と
め
て
お
く
と
（
人
情
本
に

つ
い
て
は
右
に
数
を
示
し
た
た
め
省
く
）、
次
の
よ
う
に
な
る
。
前
節
と
同
じ

く
あ
く
ま
で
も
目
安
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
節
で
は
作
品
の
一
部
し
か

調
査
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
っ
て
や
は
り
便
宜
的
な
集
計
で
あ
る
が
、
当
時
の

概
要
は
窺
え
る
と
思
う
。

文
化
・
文
政
期
以
降

　
［

］�

０
例

　
［
マ
］
①�

４
作
品
21
例

　
［
マ
］
②�

10
作
品
29
例

　

文
化
・
文
政
期
以
降
は
、
文
学
作
品
に
お
い
て
は
、
も
う
［

］
は
殆
ど
見

ら
れ
ず
、
専
ら
［
マ
］
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
前
節
で

見
た
時
期
よ
り
も
、
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
の
比
率
の
増
え
る
傾
向
が
あ
る
こ

と
も
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
後
期
の
う
ち
に
［
マ
］
が
一
般
的
に
な
っ

て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

　

漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
の
文
章
、
学
術
的
な
著
作
、
振
り
仮
名
に
片
仮
名
が

使
用
さ
れ
る
資
料
等
も
少
し
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

戸
田
齋
『
文
会
録
』（
宝
暦
一
〇
年
〈
一
七
六
〇
〉
刊
）
は
、
今
回
文
学
作

品
で
は
対
象
に
し
な
か
っ
た
宝
暦
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
博
物
誌
的
な
著
作
で
は
［
マ
］
が
多
い
よ
う
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の

書
は
時
期
が
早
い
と
い
う
点
が
関
わ
る
の
か
［

］
な
の
で
、
加
え
る
こ
と
に

し
た
。「
和
名
ク
マ
タ
ケ
ラ
ン
」（
八
オ
）・「
和
名
コ
ガ
マ
○
ヒ
メ
ガ
マ
」（
八

ウ
）・「
ハ
ル
タ
マ
」（
九
オ
）
な
ど
、
全
て
［

］
で
あ
る
。

　

本
居
宣
長
の
漢
字
音
関
連
の
三
つ
の
著
作
、『
字
音
仮
名
用
格
』（
安
永
五
年

〈
一
七
七
六
〉
刊
）・『
漢
字
三
音
考
』（
天
明
五
年
〈
一
七
八
五
〉
刊
）・『
地
名

字
音
転
用
例
』（
寛
政
十
一
年
〈
一
七
九
九
〉
刊
）
に
お
け
る
、
片
仮
名
「
マ
」

の
字
形
は
、
全
て
［

］
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
日
本
語
学
史
上
有
名
な
著

作
の
表
記
実
態
か
ら
は
、
近
世
後
期
も
や
は
り
［

］
の
形
ば
か
り
が
用
い
ら

れ
て
い
た
と
一
見
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
片
仮
名
使
用
の
中
心
の
一
つ
は
、
漢

字
片
仮
名
交
じ
り
文
に
お
け
る
使
用
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
時
代
の
「
マ
」
は

［

］
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
理
由
が
分
か
ら
な
く
も
な
い
。

　

し
か
し
、
同
じ
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
あ
る
、
大
槻
玄
沢
『
蘭
学
階
梯
』

（
天
明
八
年
〈
一
七
八
八
〉
序
）
に
お
い
て
は
、「
末
枝
ニ
至
ル
マ
テ
」（
巻
上

一
オ
）・「
日
夜
専
精
シ
テ
已
マ
ス
」（
一
ウ
）・「
天
明
三
年
癸
卯
マ
デ
ハ
」（
二

ウ
）
な
ど
を
は
じ
め
、
片
仮
名
「
マ
」
は
全
て
、
現
在
と
同
じ
形
の
［
マ
］
②

に
な
っ
て
い
る
。
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木
村
蒹
葭
堂
『
一
角
纂
考
』（
寛
政
七
年
〈
一
七
九
五
〉
刊
）
は
漢
文
体
で

あ
る
が
、
送
り
仮
名
等
が
小
さ
い
片
仮
名
で
書
か
れ
る
と
い
う
、
よ
く
見
ら
れ

る
表
記
様
式
で
、「
今
マ
」
な
ど
の
「
マ
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
は
全
て

［

］
で
あ
る
。

　

小
野
蘭
山
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』（
文
化
二
年
〈
一
八
〇
三
〉
刊
）
で
は
、「
ア

マ
ミ
ヅ
」（
巻
之
一
・
一
オ
）・「
ヤ
マ
メ
グ
リ
」（
二
ウ
）・「
タ
マ
リ
ミ
ヅ
」

（
三
オ
）・「
ニ
ハ
カ
ニ
タ
マ
ル
意
ニ
テ
」（
同
）・「
草
木
ノ
葉
ニ
タ
マ
ル
ツ
ユ

也
」（
三
ウ
）
な
ど
、
こ
の
書
で
は
「
マ
」
は
み
な
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
で

あ
る
。

　

市
岡
猛
彦
『
雅
言
仮
字
格
』（
文
化
四
年
〈
一
八
〇
四
〉
刊
）
は
、
見
出
し

語
は
平
仮
名
で
あ
る
が
、
時
に
見
ら
れ
る
説
明
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
書
か

れ
て
い
る
。「
○
以
部
」
の
欄
外
に
見
ら
れ
る
注
の
「
清
濁
ヲ
モ
ワ
キ
マ
ヘ
ズ

シ
テ
」
に
片
仮
名
「
マ
」
が
見
ら
れ
る
が
、［

］
で
あ
る
。

　

同
『
雅
言
仮
字
格
拾
遺
』（
文
化
一
一
年
〈
一
八
一
四
〉
刊
）
で
は
、「
○
麻

部
」
に
あ
る
「
師
曰
マ
チ
ギ
ミ
又
マ
ウ
チ
ギ
ミ
ナ
ド
訓
ム
ハ
後
ニ
」
の
「
マ
」

が
、［

］
の
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

水
谷
豊
文
『
物
品
識
名
』（
文
化
六
年
〈
一
八
〇
九
〉
跋
）
で
は
、「
マ
ヌ
カ

レ
ザ
ル
コ
ト
」（
目
録
三
オ
）・「
マ
ム
シ
グ
サ
」（
五
オ
）・「
イ
ソ
マ
メ
ハ
マ
ナ

タ
マ
メ
」（
六
オ
）
な
ど
、
全
て
［

］
で
あ
る
。

　

皆
川
淇
園
『
助
字
詳
解
』（
文
化
一
〇
年
〈
一
八
一
三
〉
刊
）
は
漢
字
片
仮

名
交
じ
り
文
で
、
全
て
の
「
マ
」
が
［

］
で
あ
る
。

　

平
田
篤
胤
『
神
字
日
文
伝
』（
文
政
二
年
〈
一
八
一
九
〉
刊
）
は
、
漢
字
平

仮
名
交
じ
り
の
文
章
表
記
で
あ
る
が
、
振
り
仮
名
に
は
片
仮
名
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。
そ
の
「
マ
」
は
全
て
［

］
で
あ
る
（
殆
ど
は
第
一
画
が
横
線

の
み
で
あ
る
が
、
稀
に
第
一
画
の
最
後
に
第
二
画
へ
繋
が
る
線
が
、
少
し
だ
け

認
め
ら
れ
る
も
の
は
あ
る
。
は
し
ふ
み
２
オ
の
「
巻マ

キ

」
な
ど
）。

　

龍
護
『
清
流
紀
談
』（
天
保
四
年
〈
一
八
三
三
〉
刊
）
は
漢
字
片
仮
名
交
じ

り
文
で
あ
る
が
、
こ
の
文
献
で
は
、「
マ
」
は
全
て
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
に

な
っ
て
い
る
。

　

栗
本
丹
洲
『
皇
和
魚
譜
』（
天
保
九
年
〈
一
八
三
八
〉
刊
）
も
、「
ヤ
マ
メ
」

「
ヤ
マ
ブ
キ
」「
ナ
マ
ヅ
」（
巻
一
・
目
録
）、「
一
種
マ
ル
フ
ナ
ハ
冬
春
多
ク
取

ル
」（
三
ウ
）
な
ど
、
全
て
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
で
あ
る
。

　

東
条
義
門
『
男
信
』（
天
保
一
三
年
〈
一
八
四
二
〉
刊
）
に
お
い
て
は
、

［

］
で
も
［
マ
］
で
も
な
く
、
字
源
の
異
な
る
字
体
、「
万
」
を
字
源
と
す
る

字
体
「

」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
書
と
し
て
は
珍
し
い
と
言
え

る
。

　

河
﨑
清
厚
『
雅
言
童
喩
』（
天
保
十
五
年
〈
一
八
四
四
〉
刊
）
で
は
、
最
初

に
「
平
仮
名
を
も
て
書
た
る
は
雅
言
片
仮
名
を
も
て
書
た
る
は
俗
言
な
り
下
倣

之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
雅
言
に
対
応
す
る
俗
言
が
片
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
「
マ
」
は
全
て
［
マ
］
②
の
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
鶴
峯
戊
申
『
嘉
永
刪
定
神
代
文
字
考
』（
嘉
永
元
年
〈
一
八
四
八
〉

刊
）
で
は
、幕
末
期
の
も
の
の
た
め
か
最
初
の
あ
た
り
に
は
現
在
と
同
じ
「
マ
」

が
幾
つ
か
見
ら
れ
る
（
序
説
６
オ
、
本
文
１
オ
な
ど
）
が
、
そ
の
後
は
「
マ
」

の
全
て
が
［

］
で
あ
る
。

　

佐
田
介
石
『
鎚
地
球
説
略
』（
文
久
二
年
〈
一
八
六
二
〉
刊
）
も
、
全
て
の

「
マ
」
が
、［

］
で
あ
り
、
そ
の
殆
ど
が
、
第
一
画
の
横
線
と
第
二
画
の
点
が
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離
れ
ず
に
接
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
文
学
作
品
に
比
べ
る
と
、
学
術
的
な
著
作
で
は
［

］
が

多
い
。
幕
末
に
至
っ
て
も
専
ら
［

］
の
文
献
が
あ
る
点
は
、
文
学
作
品
と
は

異
な
る
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
博
物
誌
・
本
草
書
・
蘭
学
関
係
の
類

に
お
い
て
は
、（
宝
暦
期
の
書
は
［

］
で
あ
っ
た
が
）
既
に
天
明
期
か
ら

［
マ
］
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
保
期
以
降
は
、
学
術
的
な
著
作
で
あ
っ

て
も
［
マ
］
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
や
学
術
的

な
著
作
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
検
討
の
中
心
と
し
な
か
っ
た
た
め
、
更
に
調
査

を
続
け
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
少
し
見
た
だ
け
で
も
、
や
は
り
、

［
マ
］
の
一
般
化
は
、
明
治
時
代
よ
り
は
早
い
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

言
え
そ
う
で
あ
る
。

五

　

こ
れ
ま
で
に
示
し
た
と
お
り
、
近
世
後
期
の
「
マ
」
の
字
形
は
、
文
学
作
品

の
本
文
に
時
に
交
じ
る
片
仮
名
に
お
い
て
は
、
既
に
天
明
期
頃
か
ら
基
本
的
に

ほ
ぼ
現
在
と
同
じ
［
マ
］
で
あ
り
、
古
く
か
ら
の
［

］
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
。
文
化
・
文
政
期
以
降
は
、
基
本
的
に
は
［
マ
］
で
あ
っ
た
。
学
術
的
な
著

作
に
お
い
て
は
、
幕
末
期
に
至
る
ま
で
ま
だ
［

］
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る

も
の
の
、［
マ
］
に
な
っ
て
い
る
文
献
も
あ
り
、
幕
末
期
に
な
る
と
［
マ
］
の

も
の
も
少
な
く
な
い
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
実
態

か
ら
は
、
江
戸
時
代
は
、
後
期
も
、［

］
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難

い
。
特
に
、
近
世
後
期
の
後
半
は
、
既
に
［
マ
］
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
状
況
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。［
マ
］
の
形
が
一
般
的
に
な
る
の
は

明
治
時
代
以
降
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　

形
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
今
回
の
調
査
で
、
天
明
・
寛
政
期

の
文
学
作
品
の
用
例
の
多
く
は
［
マ
］
①
の
ほ
う
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち

［
マ
］
②
よ
り
も
［
マ
］
①
の
ほ
う
が
先
に
定
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら

も
、［

］
の
第
一
画
と
第
二
画
を
繋
げ
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
［
マ
］
①
が

成
立
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め

に
は
更
に
以
前
の
時
期
の
「
マ
」
の
例
を
精
査
す
べ
き
で
あ
る
が
、
調
査
結
果

と
、
書
か
れ
た
形
か
ら
、
繋
げ
て
出
来
た
形
で
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
（
こ
う
で
あ
る
な
ら
ば
字
源
は
「
末
」
で
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
）。

　

次
の
段
階
で
、
一
続
き
に
繋
げ
た
［
マ
］
①
で
は
、
斜
め
の
点
と
し
て
存
在

す
る
も
の

（
９
）で

あ
っ
た
第
二
画
が
、
繋
げ
て
書
く
ゆ
え
点
に
は
見
え
な
く
な
っ
て

し
ま
う
た
め
、
斜
め
の
点
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
よ
う
に
字
形
を
整
え
直
し

た
も
の
が
、
現
在
の
形
と
同
じ
［
マ
］
②
で
あ
る
と
、
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
こ
の
［
マ
］
②
に
は
、
く
ず
し
た
形
で
は
な
い
、
楷
書
的
な
形
を

求
め
た
結
果
、
成
立
し
た
と
い
う
面
も
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
連
綿
の
多
い
平
仮

名
の
中
に
交
じ
る
文
学
作
品
の
「
マ
」
に
は
、
幕
末
期
に
至
る
ま
で
、
一
続
き

の
［
マ
］
①
が
多
い
の
に
対
し
、
連
綿
の
無
い
、
片
仮
名
交
じ
り
文
や
、
動
植

物
名
の
表
記
で
、［
マ
］
が
見
ら
れ
た
場
合
、［
マ
］
①
は
全
く
無
く
、
全
て

［
マ
］
②
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
楷
書
的
な
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
文
章
に
お
い
て
遅
く
ま
で
［

］
が

見
ら
れ
、
文
学
作
品
で
は
比
較
的
早
く
［
マ
］
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
早
い
段
階
で
は
一
続
き
に
書
く
［
マ
］
①
が
多
か
っ
た
こ
と
や
、「
マ

ア
」
と
い
う
語
の
場
合
に
下
の
字
の
「
ア
」
と
も
繋
げ
た
形
に
な
る
も
の
も
見
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ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
平
仮
名
の
連
綿
が
多
い
中
に
交
じ
る
片
仮
名
と
、

一
字
一
字
が
切
り
離
さ
れ
た
片
仮
名
交
じ
り
文
等
の
中
の
片
仮
名
と
い
う
違
い

が
、
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
学
術
的
な
著
作
に
お
い
て

［

］
が
多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
字
源
を
ど
の
程
度
意
識
す
る
か
と
い

う
点
も
関
わ
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。『
假
字
考
』
の
よ
う
に
字
源
を
「
末
」

と
示
す
書
に
お
い
て
は
当
然
［

］
の
字
形
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
春
日
（
一

九
三
四
）
に
は
、「
マ
は
も
と
万
字
か
ら
出
た

と
末
字
か
ら
出
た

（
こ
の

体
も
万
か
ら
と
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、

な
ど
書
い
た
例
も
あ
る
か
ら
末

字
か
ら
と
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
）
と
が
両
体
双
び
行
わ
れ
て
、
近
世
ま
で

来
て
ゐ
る
。
今
体
は
そ
れ
を
マ
と
し
て
そ
の
何
れ
で
も
な
く
な
つ
て
了
つ
た
」

と
い
う
説
明
が
あ
る
が
、
こ
の
「
何
れ
で
も
な
く
な
つ
て
了
つ
た
」
と
さ
れ
る

よ
う
な
形
に
「
マ
」
は
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
字
源
が
意
識
さ
れ
れ
ば

「
マ
」
は
避
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
［
マ
］
が
一
般
的
に
な
っ
て
、
古
く
か
ら
の
（
字
源
も
分
か
り

や
す
い
）［

］
が
廃
れ
た
理
由
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、「
マ
」
以
外
の
片
仮
名
に
お
け
る
字
形
の
変
化
も
考
慮
し
な
が

ら
追
求
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
詳
し
く
は
改
め
て
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
が
、
次
の
よ
う
な
点
は
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

近
世
の
整
版
本
の
平
仮
名
に
関
し
て
、
矢
田
（
二
〇
〇
八
）
に
お
い
て
、

「
字
型

）
（1
（

の
均
一
」
と
い
う
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
、
大
変
興
味
深
い
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
。
前
期
の
仮
名
草
子
『
二
人
比
丘
尼
』・
浮
世
草
子
『
好
色
一
代

男
』
と
、
後
期
の
滑
稽
本
『
茶
番
狂
言
早
合
点
』・
人
情
本
『
春
色
梅
児
誉
美
』

と
を
比
較
す
る
と
、
後
期
の
資
料
で
は
、「
字
型
の
大
き
さ
の
差
が
縮
ま
り
」

「
縦
横
の
長
さ
の
差
が
大
き
い
字
体
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
そ
の
差
が
縮
小
し

て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、「
字
型
の
横
幅
に
つ
い
て
、
そ
の
凹
凸
が
減
少

し
て
い
る
」
と
い
う
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

片
仮
名
で
同
様
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
大
雑
把
に
言
っ
て
、
当
時
の
各

字
体
の
、
横
幅
・
縦
幅
は
概
ね
同
程
度
に
調
整
で
き
る
よ
う
な
形
に
既
に
な
っ

て
い
る
。
古
く
は
例
え
ば
「
ウ
」
は
ウ
冠
の
形
に
近
く
、
縦
幅
の
狭
い
形
で
書

く
し
か
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
既
に
江
戸
時
代
よ
り
も
前
の
時
代
に
、
最
後
の

払
い
が
左
下
に
の
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、「
マ
」

の
［

］
は
、
第
一
画
と
第
二
画
が
接
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
多
く
、

平
べ
っ
た
い
形
に
な
っ
て
し
ま
う
。
第
一
画
と
第
二
画
が
あ
る
程
度
離
れ
た
形

に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
二
つ
の
画
を
あ
ま
り
離
し
て
し
ま
う
と
、
一

字
で
あ
る
と
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
漢
数
字
「
一
」
と
踊
り
字

に
見
え
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
欠
点
が
、［

］
の
形
に
は
あ
る
。

特
に
、
一
字
一
字
の
境
界
が
曖
昧
な
、
例
え
ば
連
綿
を
多
用
す
る
表
記
の
中
で

は
、
そ
の
欠
点
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
一
字
一
字
が
は
っ

き
り
と
区
別
で
き
る
表
記
や
、
本
行
の
漢
字
か
ら
読
み
が
推
測
し
や
す
い
振
り

仮
名
で
は
、
そ
の
欠
点
の
影
響
は
小
さ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

式
亭
三
馬
『
俳
諧
歌
觽
』（
文
化
一
三
年
〈
一
八
一
六
〉
刊
）
の
序
文
に
は
、

片
仮
名
で
付
し
た
振
り
仮
名
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
な
か
に
は
「
マ
」
が
幾
つ

か
あ
り
、［

］
と
［
マ
］
②
の
両
方
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
見
る
と
、

［
マ
］
②　

　

　
［

］　

　

の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、［

］
の
ほ
う
は
縦
の
長
さ
が
詰
ま
っ
た
平
べ
っ
た
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い
形
に
な
り
や
す
く
、
一
方
［
マ
］
の
ほ
う
は
、
右
の
「
全マ

ツ
タ

く
」
の
よ
う
に

縦
の
長
さ
を
短
く
す
る
こ
と
も
、「
四ヨ

巻マ
キ

」
の
よ
う
に
縦
幅
を
あ
る
程
度
長
く

も
で
き
る
と
い
う
性
質
を
、
形
が
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
平
仮

名
に
関
し
て
矢
田
（
二
〇
〇
八
）
が
指
摘
す
る
一
字
一
字
の
大
き
さ
の
均
一
化

の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
近
世
後
期
に
お
い
て
は
、
片
仮
名
に
お
い
て
も

同
様
の
変
化
が
無
意
識
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、［

］
で
は
な
く
［
マ
］

の
ほ
う
が
選
択
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

更
な
る
調
査
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
片
仮
名
「
マ
」
は
、
文
章
表
記
の
性

格
等
に
よ
り
［

］
を
用
い
る
場
面
を
含
み
つ
つ
、
既
に
近
世
後
期
に
お
い
て
、

［
マ
］
の
形
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
［
マ
］
の
一
般
化
は
、
各
の
字

が
等
し
い
空
間
を
有
す
る
も
の
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
時
代

）
（（
（

へ
と
向
か
う
変
化

の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る

）
（1
（

。

注
１�

築
島
（
一
九
九
七
）
に
は
、
片
仮
名
の
歴
史
的
研
究
の
成
果
の
概
要
も
示
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
要
約
の
一
つ
と
し
て
、「
院
政
期
十
二
世
紀
に
な
る
と
、
現
在
の
字

体
と
余
り
変
ら
な
い
程
に
な
っ
た
。
同
一
文
献
の
中
で
は
一
種
の
音
節
に
対
し
て
、

一
種
の
字
体
が
使
わ
れ
る
の
が
普
通
と
な
り
、
社
会
一
般
に
、
字
体
が
統
一
さ
れ

る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
」
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

２�

春
日
（
一
九
四
一
）
に
、「
異
体
と
見
る
べ
き
も
の
は
、
子○

・
井○

の
二
つ
で
あ
つ
て
、

こ
れ
は
む
し
ろ
江
戸
期
の
標
準
字
体
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
只

の
字
が
ま
だ
併

用
さ
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
」
と
あ
る
。

　

３�

今
回
調
査
を
行
っ
た
資
料
は
次
の
も
の
に
よ
っ
た
。
こ
こ
に
示
し
て
い
な
い
も
の

は
架
蔵
本
を
調
査
し
た
。『
因
果
物
語
』
─
古
典
文
庫
、『
金
々
先
生
栄
花
夢
』『
傾

城
買
四
十
八
手
』『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
─
複
刻
日
本
古
典
文
学
館
（
日
本
古
典
文

学
刊
行
会
）、『
甲
駅
新
話
』
─
国
学
院
大
学
近
世
語
研
究
会
編
『
甲
駅
新
話　

本

文
及
語
彙
総
索
引
』、『
其
返
報
怪
談
』
─
国
文
学
研
究
資
料
館
日
本
古
典
籍
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
（
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵
本
お
よ
び
東
京
誌
料
蔵
本
）、『
道
中

粋
語
録
』
─
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
、『
米
饅
頭
始
』『
莫
切
自
根
金
生
木
』

『
正
札
附
息
質
』『
総
籬
』『
古
契
三
娼
』『
仕
懸
文
庫
』『
文
会
録
』『
一
角
纂
考
』

『
本
草
綱
目
啓
蒙
』『
戯
場
粋
言
幕
の
外
』『
物
品
識
名
』
─
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、『
絵
兄
弟
』
─
新
日
本
古
典
文
学
大
系
85
、『
大
千
世
界
牆

の
外
』『
書
集
芥
の
川
々
』
─
鈴
木
俊
幸
編
『
シ
リ
ー
ズ
江
戸
戯
作　

唐
来
参
和
』、

『
御
年
玉
』
─
『
江
戸
の
戯
作
絵
本
（
二
）
全
盛
期
黄
表
紙
集
』（
教
養
文
庫
）、

『
心
学
早
染
草
』
─
鈴
木
雅
子
『
山
東
京
伝　

善
玉

悪
玉
心
学
早
染
草　

本
文
と
総
索
引
』

（
港
の
人
）、『
大
悲
の
知
恵
話
』『
御
覧
親
孝
経
』『
封
鎖
心
鑰
匙
』
─
『
黄
表
紙　

式
亭
三
馬
集　

復
刻
版
』（
フ
ジ
ミ
書
房
）、『
雷
太
郎
強
悪
物
語
』
─
鈴
木
重
三
・

本
田
康
雄
編
『
雷
太
郎
強
悪
物
語
』（
近
世
風
俗
研
究
会
）、『
酩
酊
気
質
』
─
国
文

学
研
究
資
料
館
日
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
版
本
）、

『
浮
世
風
呂
』
─
新
典
社
複
製
、『
腹
筋
逢
夢
石
』『
傾
城
水
滸
伝
』
─
江
戸
戯
作
文

庫
（
林
美
一
校
訂
、
河
出
書
房
新
社
）、『
ヘ
マ
ム
シ
入
道
昔
話
』
─
新
日
本
古
典

文
学
大
系
83
、『
茶
番
狂
言
早
合
点
』
─
国
文
学
研
究
資
料
館
日
本
古
典
籍
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
（
静
岡
県
立
図
書
館
葵
文
庫
蔵
本
）、『
地
名
字
音
転
用
例
』『
助
字
詳
解
』

─
勉
誠
社
文
庫
、『
蘭
学
階
梯
』
─
国
立
国
語
研
究
所
蔵
日
本
語
史
研
究
資
料
。

『
き
や
り
く
づ
し
か
ま
く
ら
』
─
『
音
曲
大
黒
煎
餅
〈
絵
入
は
や
り
唄
本
廿
種
〉』

（
太
平
書
屋
）。
丁
付
の
無
い
本
も
多
く
、
用
例
の
所
在
を
適
宜
省
略
す
る
こ
と
も

あ
る
。

�

　

な
お
、
今
回
は
、
往
来
物
節
用
集
類
の
調
査
は
行
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
例
え

ば
幕
末
期
の
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
再
板
の
『
龍
田
詣
』
の
末
尾
に
示
さ
れ

て
い
る
、
い
ろ
は
歌
は
、

�
　
　

�

と
な
っ
て
い
て
「
マ
」
は
［
マ
］
①
と
見
ら
れ
る
形
（
あ
る
い
は
②
と
し
て
よ
い

か
）
で
あ
り
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
刊
の
『
両
点
庭
訓
往
来
』
の
末
尾
に
見
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ら
れ
る
「
片
假
名
伊
呂
波
」
で
は
、

�

　
　

�

と
な
っ
て
い
て
、
こ
ち
ら
の
「
マ
」
は
現
在
と
同
じ
［
マ
］
②
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
も
の
を
見
て
も
、［
マ
］
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
一
般
的
に
な
っ
た
と
い

う
点
に
は
疑
問
が
生
じ
る
。

　

４�

築
島
（
一
九
九
七
）
で
は
、
こ
の
箇
所
に
注
が
付
け
ら
れ
、
注
に
は
「
中
田
祝
夫

博
士
の
直
話
に
よ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

５�

坂
梨
（
一
八
一
九
）
で
は
、「
語
の
読
み
を
明
確
に
す
る
た
め
の
補
助
的
な
用
法
と

し
て
の
も
の
で
こ
れ
は
語
以
前
の
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
接
尾
語
・
捨

て
仮
名
・
送
り
仮
名
（
活
用
語
尾
）
な
ど
及
び
「
取
ツ
て
」「
知
ら
ざ
ア
」
等
の
促

音
・
長
音
・
撥
音
を
著
わ
す
も
の
と
、「
単
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
よ
り
口
頭
語

的
な
語
を
著
わ
す
場
合
」
と
し
て
感
動
詞
・
終
助
詞
・
間
投
助
詞
や
擬
音
語
・
俗

語
な
ど
と
、
大
き
く
二
種
に
分
け
ら
れ
、
近
世
の
片
仮
名
使
用
の
特
徴
が
端
的
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

６�

こ
の
点
に
つ
い
て
、
久
保
田
（
一
九
九
九
）（
二
〇
〇
二
）
な
ど
に
お
い
て
、
小
書

き
と
大
書
き
の
二
種
類
の
性
質
を
探
っ
た
が
、
今
回
の
考
察
で
は
、
大
書
き
の

「
マ
」
の
例
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
字
形
と
字
の
大
小
と
に
関
連
が
あ
る
か
ど
う
か

は
検
討
で
き
て
い
な
い
。
な
お
、
用
例
を
示
す
際
、
こ
こ
で
は
全
て
平
仮
名
と
同

じ
大
き
さ
で
示
し
た
。

　

７�

坂
梨
（
一
八
一
九
）
に
は
、
浄
瑠
璃
本
４
作
品
の
例
も
示
さ
れ
、「
マ
ア
」
の
用
例

も
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
近
世
前
期
や
、
宝
暦
・
明
和
期
の
洒
落
本
等

に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
改
め
て
調
査
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

８�

『
酩
酊
気
質
』
の
版
種
に
は
複
雑
な
点
が
あ
り
、
土
屋
（
一
九
八
一
）
等
に
紹
介
が

な
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
三
巻
本
を
資
料
と
し
た
。

　

９�

本
来
は
短
い
横
棒
だ
っ
た
も
の
が
、
点
に
変
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
佐
藤

（
二
〇
一
三
）
に
、「
下
の
方
が
短
い
と
い
う
の
は
、
日
本
の
文
字
に
お
い
て
は
普

通
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
末
」
か
ら
生
ま
れ
た
「
マ
」
も
、
始
ま
り
は
下
の
方
が
短

い
横
棒
だ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
点
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
」（
32
頁
）
と
い
う
興
味
深

い
指
摘
が
あ
る
。

　

10�

「
字
型
」
に
つ
い
て
、
矢
田
（
二
〇
〇
八
）
で
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
単
字
の
持
つ
大

き
さ
や
縦
横
の
比
率
を
指
す
」
と
し
て
い
る
。

　

11�

矢
田
（
一
九
九
八
）
に
は
、
原
稿
用
紙
の
普
及
に
よ
り
「
文
字
を
一
文
字
毎
の
枠

の
中
に
押
し
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字
と
文
字
の
間
に
意
識
上
の
境
界
を
生

じ
さ
せ
た
」
点
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
佐
藤
（
二
〇
一
三
）
に

は
、「
現
代
は
、
原
稿
用
紙
に
一
字
一
字
書
か
れ
ま
す
。
こ
の
原
稿
用
紙
の
一
マ
ス

の
内
側
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
エ
リ
ア
が
あ
る
と
考
え
て
い
い
」
と
し
て
、
字
の

エ
リ
ア
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
片
仮
名
の
エ
リ
ア
に
つ

い
て
は
、
佐
藤
（
一
九
九
二
）
な
ど
の
考
察
が
あ
る
。

　

12�

更
に
、
佐
藤
（
二
〇
一
三
）
が
、
現
代
の
片
仮
名
に
つ
い
て
、「
極
め
て
引
き
締

ま
っ
た
字
体
の
体
系
」
と
述
べ
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
、「
カ
タ
カ
ナ
の
字
体
の

整
備
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
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〇
一
三
）『
見
え
な
い
文
字
と
見
え
る
文
字
』（
三
省
堂
）

　

築
島
裕
（
一
九
八
一
）『
日
本
語
の
世
界
５　

仮
名
』（
中
央
公
論
社
）

　

築
島
裕
（
一
九
九
七
）「
片
仮
名
の
歴
史
的
研
究
」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
五
十
一
巻

第
三
号
）

　

土
屋
信
一
（
一
九
八
一
）「「
酩
酊
気
質
」
の
初
版
本
に
つ
い
て
」（『
勉
誠
社
だ
よ
り
』

63
言
語
編
、
土
屋
（
二
〇
〇
九
）
所
収
）

　

土
屋
信
一
（
二
〇
〇
九
）『
江
戸
・
東
京
語
研
究
─
共
通
語
へ
の
道
』（
勉
誠
出
版
）

　

前
田
富
祺
（
一
九
九
五
）「
和
字
正
濫
鈔
の
片
仮
名
字
体
に
つ
い
て
」（『
語
文
』
第
六

二
・
六
三
輯
）

　

矢
田
勉
（
一
九
九
八
）「
印
刷
時
代
に
お
け
る
国
語
書
記
史
の
原
理
」（『
東
京
大
学
国
語

研
究
室
創
設
百
周
年
記
念
国
語
研
究
論
集
』
汲
古
書
院
、
矢
田
（
二
〇
一
二
）
所
収
）

　

矢
田
勉
（
二
〇
〇
八
）「
近
世
整
版
印
刷
書
体
に
お
け
る
平
仮
名
字
形
の
変
化
」（『
神
戸

大
学
文
学
部
紀
要
』
35
号
、
矢
田
（
二
〇
一
二
）
所
収
）

　

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

（
く
ぼ
た
・
あ
つ
し　

本
学
教
授
）


