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『
和
字
解
』
の
仮
名
遣
い
規
則

久
　
保
　
田
　
　
　
篤

一

　

仮
名
遣
書
『
和
字
解
』
は
、
初
版
以
後
も
、
元
文
二
年
版
、
延
享
元
年
版
、

延
享
五
年
版
、
天
保
十
三
年
版
、
更
に
明
治
年
間
版
も
出
さ
れ
る
な
ど
、
江
戸

時
代
の
仮
名
遣
書
と
し
て
は
、
多
く
の
版
を
重
ね
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
元

文
二
年
版
の
見
返
し
に
は
、

此
書
元
禄
年
中
よ
り
世
に
行
は
れ
人
に
益
有
し
に

享
保
辰
の
と
し
板
こ
と
〳
〵
く
焼
失
せ
り
よ
つ
て
今
又

あ
ら
た
に
ち
り
は
め
ふ
た
ゝ
ひ
世
に
伝
る
も
の
な
り

と
記
さ
れ
て
お
り
、
元
禄
年
間
に
刊
行
さ
れ
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
、

再
版
の
需
要
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
や
、
版
種

の
多
い
こ
と
か
ら
、
広
く
普
及
し
た
仮
名
遣
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま

た
、
本
書
を
反
駁
す
る
部
分
の
見
ら
れ
る
服
部
誾
笑
『
仮
名
遣
問
答
抄
』
や
、

影
響
が
指
摘
さ
れ
る
文
雄
『
和
字
大
観
抄
』
な
ど
も
あ
る
こ
）
1
（
と
か
ら
、
本
書
の

存
在
の
重
要
性
も
窺
わ
れ
る
。

　

本
書
が
示
す
仮
名
遣
い
の
う
ち
、
例
え
ば
「
い
ゑ
」（
家
）
は
、
仮
名
草
子

板
本
等
で
も
「
い
ゑ
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
多
）
2
（
い
の
で
あ
る
が
、『
仮
名
文
字

遣
』
や
、
当
時
の
仮
名
遣
書
と
し
て
現
在
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
類
字
仮
名

遣
』
等
は
、「
い
へ
」
を
正
し
い
と
し
て
い
る
。『
和
字
解
』
を
見
る
と
、
エ
の

仮
名
の
使
用
箇
所
つ
い
て
、「
へ
」
は
「
ふ
に
か
よ
ふ
か
な
」「
辺
の
字
を
用
る

訓
」「
中
に
用
る
か
な
」、「
え
」
は
「
一
字
の
訓
」「
音
の
か
し
ら
」「
ゆ
の
字

に
か
よ
ふ
か
な
」、「
ゑ
」
は
「
よ
み
の
か
し
ら
」「
よ
み
の
下
に
あ
り
て
ゆ
に

か
よ
は
ぬ
か
な
」「
一
字
の
こ
ゑ
」
に
用
い
る
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
一

字
」
で
は
な
く
、「
辺
の
字
」
で
は
な
く
、「
ふ
」
に
「
か
よ
ふ
」
こ
と
は
な
く
、

「
よ
み
」
の
「
下
」
に
あ
っ
て
「
ゆ
」
に
「
か
よ
は
ぬ
」、
と
い
う
「
家
」
の
エ

は
、「
ゑ
」
で
書
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
仮
名
草

子
等
の
表
記
の
際
も
、
例
え
ば
、
語
末
で
「
か
よ
ふ
」
こ
と
の
な
い
エ
は
「
ゑ
」、

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
可
能
に
な
）
3
（

る
。
本
書
が

他
の
書
に
比
べ
て
当
時
の
表
記
の
実
態
を
反
映
す
る
部
分
が
多
い
と
い
う
わ
け

で
は
必
ず
し
も
な
い
が
、
当
時
の
書
き
分
け
意
識
を
窺
う
資
料
と
し
て
貴
重
な

文
献
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

書
き
分
け
の
理
由
が
分
か
り
や
す
い
の
は
、『
仮
名
文
字
遣
』
の
よ
う
な
語

を
並
べ
る
形
式
で
は
な
く
、「
〜
の
字
を
書
く
べ
し
」
の
よ
う
な
規
則
の
記
述

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
島
田
（
一
九
六
六
）
に
お
い
て
、「
連
歌
師
の
か
な
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づ
か
い
書
」
）
4
（
群
が
多
く
は
原
理
を
示
す
形
式
に
な
っ
て
い
る
点
を
特
徴
と
し
て

挙
げ
た
際
、「
江
戸
時
代
の
諸
書
が
ふ
た
た
び
単
語
集
に
堕
し
て
い
く
」
と
述

べ
る
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
本
書
の
存
在
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
単
な

る
単
語
集
で
は
な
い
形
式
も
、
後
代
に
も
繰
り
返
し
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
関
係

し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
諸
点
か
ら
、
本
書
は
江
戸
時
代
の
仮
名
遣
書
の
中
で
重
要
な

位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
る
。
し
か
し
、
当
時
の
仮
名
遣
書
と
し

て
は
『
類
字
仮
名
遣
』
等
の
方
が
は
る
か
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
辞
典
類
の

項
目
と
し
て
本
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
時
々
あ
る
も
の
の
、
詳
し
い
考

察
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
回
、
こ
の
『
和
字
解
』
を
取
り
上
げ
、

先
行
の
書
の
よ
う
な
規
則
集
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
仮
名
遣
い
規
則
を
示

す
記
述
の
多
い
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
、
主
張
さ
れ
て
い
る
規
則
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
本
書
の
解
説
等
は
皆
、
元
禄
十
二
年
の
自
序
が
あ

る
と
記
す
。
確
か
に
元
文
二
年
版
以
降
の
諸
版
に
は
最
初
に
「
和
字
解
叙
」
が

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
諸
版
と
は
異
な
り
、
序
文
が
な
く
て
諸
版
の
序
文
と
全

く
同
文
の
「
和
字
解
後
叙
」
が
跋
文
と
し
て
あ
る
版
が
存
在
す
る
。
こ
の
跋
文

は
最
後
に
「
元
禄
已
卯
花
朝
日
／
九
幸
子
書
」
と
記
す
が
、
元
文
以
降
の
版
の

序
文
で
は
最
後
が
「
貝
原
篤
信
書
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
元
文
二
年

版
で
は
、
外
題
に
「
貝
原
／
先
生
」、
見
返
し
に
も
「
貝
原
先
生
」、
本
文
の
最

初
に
も
「
貝
原
篤
信
著
」
の
文
字
を
加
え
て
い
る
（
末
尾
に
は
「
貝
原
先
生
編

輯
目
録
」
も
あ
る
）
こ
と
、
ま
た
延
享
五
年
版
で
も
外
題
に
「
貝
原
／
先
生
」、

見
返
し
に
「
貝
原
益
軒
著
述
」
と
あ
り
、
や
は
り
本
文
に
「
貝
原
篤
信
著
」
と

記
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
他
の
版
で
は
著
者
貝
原
篤
信
（
益
軒
）
の
名
を
前
面
に

出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
貝
原
篤
信
の
名
を
出
さ

な
い
よ
う
に
し
て
跋
文
に
変
え
る
と
い
う
変
更
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
そ
れ

以
上
に
、
跋
文
「
和
字
解
後
叙
」
が
諸
版
の
序
文
「
和
字
解
叙
」
に
先
行
す
る

証
拠
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
序
文
・
跋
文
の
中
に
見
ら
れ
る
「
右
和
字
解
一

巻
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
「
右
」
は
、
序
文
で
は
理
解
で
き
な

い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
文
章
が
本
来
は
跋
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
白
に
す
る
語

で
あ
る
。
従
っ
て
今
回
は
、
跋
文
「
和
字
解
後
叙
」
を
有
す
る
版
を
初
版
と
考

え
、
考
察
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
刊
年
の
記
載
は
な
い
が
、

初
め
に
示
し
た
よ
う
に
元
文
二
年
版
の
見
返
し
に
「
元
禄
年
中
よ
り
世
に
行
は

れ
」
と
あ
る
か
ら
、
元
禄
十
二
年
以
後
の
元
禄
年
間
に
刊
行
さ
れ
）
5
（
た
と
推
測
さ

れ
る
。

　

な
お
、
初
版
と
他
の
版
と
を
比
較
す
る
と
、
注
目
す
べ
き
点
が
多
く
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
、「
縦
の
相
通
」
と
し
て
掲
げ
る
五
十
音
図
の
ワ
行
が
、
初
版
で

は
「
わ
ゐ
う
ゑ
お
」
と
な
っ
て
い
る
（「
横
の
相
通
」
で
は
「
い
き
し
ち
に
ひ

み
ゐ
り
い
」
で
は
あ
る
が
）
が
、
元
文
二
年
版
以
降
は
「
わ
い
う
ゑ
お
」
に
変

わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
初
版
の
「
近
江
あ
う
み
と
か
く
へ
し
あ
ふ
み
と
ハ
か
く

へ
か
ら
す
」（
二
十
三
ウ
）
が
、
元
文
二
年
版
で
は
「
あ
ふ
み
と
か
く
あ
う
み

と
ハ
か
く
へ
か
ら
す
」（
廿
九
オ
）
と
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
（
こ
の
あ
と
に

ど
ち
ら
の
版
も
「
遠
江
も
と
を
た
う
み
と
か
く
へ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
初

版
の
方
が
本
来
の
記
述
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
）
6
（
る
）。
ほ
か
に
も
、
大
幅
な
改

編
を
施
し
語
例
を
イ
ロ
ハ
順
に
排
列
し
直
し
て
し
ま
っ
て
い
る
版
な
ど
も
あ
）
7
（
り
、

諸
版
の
比
較
は
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
本
書
の
本
来
の
考
え
を
見
る
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の
が
目
的
で
あ
る
た
め
、
初
版
と
考
え
ら
れ
る
版
の
み
を
対
象
と
し
、
他
の
版

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二

　

最
初
に
、
仮
名
の
決
定
の
際
に
条
件
と
な
る
事
項
に
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類

の
も
の
が
あ
る
の
か
、
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

本
書
は
冒
頭
に
、

仮カ

名ナ

遣ツ
カ
ヒ

の
法
一
に
は
わ
い
う
ゑ
を
五
字
の
同
音
の
字
を
和
音
五
十
字
の

相
通
に
よ
り
て
各
よ
ろ
し
き
所
に
用
る
と
二
に
は
五
音
の
内
こ
え
の
軽キ
ヤ
ウ

重ヂ
ウ

に
よ
り
て
用
る
字
か
は
る
と
三
に
は
開カ
イ

合ガ
フ

の
か
な
を
か
き
わ
く
る
に
あ

り
是
を
か
な
つ
か
ひ
の
三
要
と
す

と
記
し
、「
相
通
」「
軽
重
」「
開
合
」
の
三
つ
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ

の
う
ち
「
開
合
」
に
つ
い
て
は
、「
一
端
の
い
を
か
く
へ
き
事
」
に
始
ま
り
、

「
一
中
の
ゐ
を
か
く
へ
き
事
」「
一
お
く
の
ひい

を
か
く
事
」「
一
端
の
ほヲ

か
く
事
」

「
一
中
の
を
の
字
か
く
事
」「
一
奥
の
お
」「
一
端
の
へゑ

」「
一
中
の
え
」「
一
奥

の
ゑ
」「
一
前
の
う
」「
一
後
の
ふう

」
と
続
き
、「
前
の
はわ

の
字
の
事
」「
後
の
わ

の
字
用
る
事
」
で
終
わ
る
中
心
部
の
後
に
、「
一
」
の
文
字
を
付
け
ず
二
字
ほ

ど
下
げ
て
記
す
見
出
し
（
も
う
一
つ
、
最
後
の
「
拾
遺
」
も
同
様
の
見
出
し
で

あ
る
）
に
し
た
「
開
合
の
事
」
の
箇
所
に
、
別
扱
い
で
説
明
を
行
っ
て
い
る

（
分
量
は
三
丁
半
ほ
ど
。
中
心
部
は
二
十
四
丁
半
ほ
ど
あ
る
）。
開
合
に
つ
い
て

は
、「
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
の
字
上
に
つ
き
た
る
こ
え
ハ
皆
ひ
ら
く
な
り
」

「
を
こ
そ
と
の
ほ
も
よ
ろ
お
の
字
上
に
付
た
る
こ
え
ハ
皆
合
也
」「
又
ゑ
け
せ
て

ね
へ
め
え
れ
ゑ
も
合
也
（
二
十
九
オ
）
な
ど
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
）
8
（
る
の
で
あ

る
が
、
今
回
は
中
心
部
の
記
述
か
ら
仮
名
遣
い
規
則
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

「
開
合
」
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

本
書
の
中
心
部
の
形
式
上
の
特
徴
と
し
て
、
各
の
仮
名
ご
と
に
、
使
用
す
る

箇
所
を
列
挙
し
、
そ
の
次
の
部
分
で
使
用
箇
所
別
に
「
〜
と
は
」
の
書
き
出
し

で
説
明
を
す
る
と
い
う
、
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
た
記
述
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
最
初
の
「
端
の
い
を
か
く
へ
き
事
」（
以
下
、「
い
」
の
条
と
す
る
。

他
の
仮
名
も
同
じ
）
で
は
、
ま
ず
「
い
の
字
は
其
こ
ゑ
か
る
く
し
て
よ
は
き
に

用
ゆ
へ
し
」
と
全
般
的
特
徴
を
述
べ
る
。
次
に
、
仮
名
の
使
用
箇
所
と
し
て

「
よ
み
の
か
し
ら
」「
こ
ゑ
の
下
」「
よ
み
の
中
下
に
て
。
き
の
字
に
音
か
よ
ふ

字
」
と
い
う
三
つ
を
挙
げ
「
凡
は
し
の
い
を
用
る
に
此
三
様
あ
り
」
と
ま
と
め

て
終
わ
る
部
分
（
使
用
箇
所
を
列
挙
し
て
い
る
の
で
、
以
下
、
列
挙
部
分
と
す

る
）
が
あ
る
。
こ
の
後
に
、「
○
よ
み
の
か
し
ら
と
は
。
い
は
。
い
し
。
い
ゑ
。

…
。
い
は
ふ
の
類
也
○
こ
ゑ
の
下
と
は
。
て
い
わ
う
帝
王　

稽ケ
イ

古コ　

再サ
イ

拝ハ
イ　

か

い
開
…
」（
以
上
、
四
ウ
）
と
い
う
よ
う
に
、
使
用
箇
所
別
に
○
印
で
分
け
て
、

語
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
を
行
う
部
分
（
説
明
部
分
と
す
る
）
が
あ
る
。
次
の

「
ゐ
」
の
条
も
、
ま
ず
「
ゐ
の
字
は
専
一
に
し
て
お
も
き
音
に
用
ゆ
い
ひ
の
字

よ
り
お
も
し
」
と
述
べ
た
後
、「
一
字
の
訓
に
あ
た
る
よ
み
」「
音
の
上
」
等
の

四
つ
の
項
目
を
列
挙
し
て
「
凡
此
四
様
な
り
」
と
し
、
次
に
「
○
一
字
の
訓
に

あ
た
る
字
と
は　

井　

居　

猪
…
」（
以
上
、
六
オ
）
等
の
説
明
部
分
が
続
く

構
成
に
な
っ
て
い
る
。
続
く
「
ひ
」
の
条
も
同
様
で
あ
る
。

　

た
だ
し
こ
の
「
い
」「
ゐ
」「
ひ
」
の
条
の
最
初
に
あ
る
全
般
的
特
徴
の
記
述

は
、
ほ
か
に
は
「
を
」
の
条
に
あ
る
の
み
で
、「
ほ
」「
お
」「
へ
」「
え
」「
ゑ
」



― 50 ―

「
は
」「
わ
」
の
条
は
列
挙
部
分
か
ら
始
ま
る
。「
う
」「
ふ
」
の
条
は
列
挙
部
分

も
な
く
、
説
明
部
分
の
み
で
、
何
々
の
箇
所
に
使
用
す
べ
し
と
述
べ
て
か
ら
解

説
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
条
に
よ
っ
て
や
や
異
な
る
点
は
あ
る
が
、
基

本
的
に
は
、
各
条
は
使
用
箇
所
（
項
目
）
の
列
挙
と
各
項
目
の
説
明
か
ら
成
る

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
説
明
部
分
で
は
、
項
目
の
解
説
以
外
に
、
更
に
注
意
す
べ
き
語
・
使

用
箇
所
を
取
り
上
げ
て
説
明
を
す
る
場
合
も
あ
る
（
各
項
目
の
解
説
と
同
じ
く

○
印
で
始
ま
る
こ
と
も
あ
る
が
、
○
の
な
い
こ
と
も
あ
る
）。
例
え
ば
、「
い
」

の
「
六
日
は
む
い
か
と
か
く
…
」（
五
ウ
）、「
ひ
」
の
「
○
ひ
の
字
を
書
て
み

と
よ
む
事
」（
八
ウ
）、「
お
」
の
「
○
凡
お
く
の
お
の
字
下
に
は
か
く
へ
か
ら

す
…
」（
十
六
オ
）
な
ど
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
列
挙
部
分
に
仮
名
の
使
用
箇
所
を
項
目
と
し
て
並
べ
、
説

明
部
分
で
そ
の
項
目
ご
と
に
解
説
を
行
う
と
い
う
形
式
で
あ
る
の
で
、
一
見
、

使
用
箇
所
の
呈
示
が
中
心
で
、
仮
名
遣
い
の
規
則
を
明
示
し
て
い
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
説
明
部
分
（
条
に
よ
っ
て
は
列
挙
部
分
に
も
）
を
読
む
と
、

語
例
を
挙
げ
て
「
〜
の
類
也
」
と
だ
け
述
べ
る
項
目
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、

語
例
を
挙
げ
た
あ
と
に
、

此
類
皆
ゐ
の
字
を
書
へ
し
（
六
オ
）

音
の
上
は
皆
中
の
ゐ
の
字
を
か
く
へ
し
（
六
ウ
）

右
の
類
皆
中
の
を
の
字
を
用
ゆ
へ
し
（
十
三
オ
）

中
に
は
へ
の
字
用
ゆ
へ
し
（
十
八
オ
）

皆
一
字
の
音
也
ゑ
の
字
を
か
く
へ
し　

え
へ
の
字
か
く
べ
か
ら
ず
（
二
十

ウ
）

皆
う
の
字
か
く
へ
し　

ふ
の
字
か
く
へ
か
ら
す
（
二
十
一
オ
）

ひ
ふ
通
す
る
故
に
ふ
の
字
を
書
也
（
二
十
四
ウ
）

の
よ
う
に
、
〜
の
字
を
「
書
く
べ
し
」（
時
に
は
更
に
、
〜
以
外
の
仮
名
は

「
書
く
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
指
示
を
加
え
る
）
な
ど
の
表
現
で
書
く
べ
き
仮
名

を
指
示
し
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
箇
所
で
は
こ
の
仮
名
を
書
く
と
い
う
仮
名
遣

い
規
則
を
明
示
す
る
。
こ
れ
は
、
列
挙
さ
れ
る
使
用
箇
所
に
記
さ
れ
る
要
素
が

条
件
と
な
っ
て
、
そ
の
条
の
仮
名
で
書
く
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
使
用
箇
所
の
記
述
は
、
仮
名
決
定
の
条
件
の
記
述
に
等

し
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
列
挙
部
分
に
並
べ
ら
れ
、
次
の
説
明
部

分
の
項
目
名
に
も
な
る
、
仮
名
使
用
箇
所
の
記
述
を
見
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ

の
前
に
、
四
つ
の
条
で
は
最
初
に
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
全

般
的
特
徴
の
記
述
を
ま
ず
示
し
て
お
く
。

い　
　

い
の
字
は
其
こ
ゑ
か
る
く
し
て
よ
は
き
に
用
ゆ
へ
し

ゐ　
　

 

ゐ
の
字
は
専
一
に
し
て
お
も
き
音
に
用
ゆ　

い
ひ
の
字
よ
り
お
も

し

ひ　
　

此
ひ
の
字
は
い
の
字
よ
り
猶
よ
は
き
所
に
か
く
へ
し

を　
　

を
の
字
は
か
ろ
き
所
に
用
ゆ

　

次
に
、
列
挙
部
分
に
並
べ
ら
れ
、
説
明
部
分
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
項
目
名
と

な
る
記
述
を
条
ご
と
に
示
し
て
み
る
。（「
は
」「
わ
」
の
条
の
列
挙
部
分
は
文

の
形
で
述
べ
る
た
め
そ
の
一
文
を
以
下
で
は
引
用
す
る
。
な
お
、「
う
」「
ふ
」

の
条
で
は
既
に
触
れ
た
よ
う
に
列
挙
部
分
が
無
い
。「
ふ
」
の
方
は
説
明
部
分
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が
○
印
で
三
つ
に
区
切
ら
れ
る
の
で
、
他
の
条
で
は
列
挙
す
る
使
用
箇
所
と
説

明
部
分
の
○
の
下
の
項
目
名
と
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
○
の

直
後
の
一
文
を
示
し
て
お
く
。「
う
」
の
条
は
途
中
に
○
が
一
つ
あ
る
の
み
で

様
々
な
説
明
が
混
在
し
て
い
る
の
で
、「
ふ
」
と
対
照
的
な
記
述
の
み
区
別
し

て
こ
こ
に
示
し
て
お
く
。
な
お
、
説
明
部
分
に
お
い
て
○
印
を
付
け
て
記
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
以
下
で
も
○
の
下
に
示
す
こ
と
に
す
る
が
、「
う
」
の
条
の
み

は
○
が
な
い
記
述
な
の
で
付
け
ず
に
示
す
。）

い　
　

○
よ
み
の
か
し
ら

　
　
　

○
こ
ゑ
の
下

　
　
　

○
よ
み
の
中
下
に
て
。
き
の
字
に
音
か
よ
ふ
字

ゐ　
　

○
一
字
の
訓
に
あ
た
る
よ
み

　
　
　

○
音
の
上

　
　
　

○
一
字
の
音

　
　
　

○
よ
み
の
下
に
て
わ
き
に
か
よ
は
ぬ
字

ひ　
　

○
訓
の
下

　
　
　

○
ふ
に
か
よ
ふ
字

ほ　
　

○
大
の
字
御
の
字
多
の
字
付
た
る
お
も
き
こ
え
の
下
の
か
な

　
　
　

○
よ
み
の
中
下
に
か
く
か
な

　
　
　

○
一
字
の
音
訓
に
あ
た
る
字

を　
　

○
字
の
上
に
あ
り
て
か
ろ
き
よ
み
こ
え
の
字

　
　
　

○
て
に
は
の
を

　
　
　

○
小
の
字
を
お
と
よ
む
か
な

　
　
　

○
よ
み
の
中
下

お　
　

○
一
字
の
訓

　
　
　

 

○
の
と
よ
り
い
つ
る
お
も
き
よ
み
こ
ゑ
の
上
の
字
こ
と
に
大
の
字

と
御
の
字
の
付
た
る
字

へ　
　

○
ふ
に
か
よ
ふ
か
な

　
　
　

○
辺へ

の
字
を
用
る
訓

　
　
　

○
中
に
用
る
か
な

え　
　

○
一
字
の
訓

　
　
　

○
音
の
か
し
ら

　
　
　

○
ゆ
の
字
に
か
よ
ふ
か
な

ゑ　
　

○
よ
み
の
か
し
ら

　
　
　

○
よ
み
の
下
に
あ
り
て
ゆ
に
か
よ
は
ぬ
か
な

　
　
　

○
一
字
の
こ
ゑ

う　
　

 
訓
に
よ
む
字
の
あ
と
を
引
に
き
の
字
と
く
の
字
に
通
ず
る
よ
み
に

は
う
の
字
を
用
ゆ
へ
し
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音
に
よ
む
に
平
上
去
の
三
声
の
引
音
は
皆
う
の
字
を
か
く
へ
し

ふ　
　

 
○
訓
に
よ
む
字
の
あ
と
を
引
に
へ
の
字
と
。
ひ
の
字
と
に
か
よ
ふ

に
ハ
ふ
の
字
を
か
く
へ
し

　
　
　

○
入
声
字
の
引
音
の
下
に
ふ
の
字
か
く
へ
し

　
　
　

○
生
の
字
う
と
よ
む
は
ふ
の
字
か
く
へ
し
お
ふ
と
云
略
語
也

は　
　

○
中
下
に
て
わ
と
よ
む
所
に
ハ
は
の
字
か
く
へ
し

　
　
　

○
は
の
音
の
字
を
わ
と
よ
む
に
も
は
の
字
を
用
ゆ
へ
し

わ　
　

○
音
訓
共
に
上
に
か
く
へ
し

　
　
　

○
一
字
の
音
訓
に
用
ゆ
へ
し

　

更
に
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
列
挙
部
分
の
項
目
で
は
な
い
が
、
説
明
部
分

に
お
い
て
右
の
項
目
以
外
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
説
明

（「
う
」「
ふ
」
の
条
の
場
合
は
右
に
示
し
た
も
の
以
外
の
も
の
を
）
を
示
す

（
説
明
の
最
初
に
○
印
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
を
付
け
て
示
す
）。

い　
　

六
日
は
む
い
か
と
か
く　

い
は
む
の
引
音
也

ひ　
　

○
ひ
の
字
を
か
き
て
み
と
よ
む
事

ほ　
　

 

○
或
説
勢
の
字
い
き
ほ
ひ
と
か
く
と
云
は
ひ
が
事
也
気い
き
お
ひ生
の
意
な

る
故
お
の
字
…

を　
　

 

○
芭
蕉　

順ノ和
名
抄
に
は
せ
を
ば
と
訓
せ
り
…
蕉
の
字
は
せ
う
の

こ
え
な
る
を
せ
を
と
訓
せ
し
事
…
音
の
し
た
の
ひ
ゞ
き
を
か
へ
て

和
訓
と
せ
し
也

お　
　

 

○
凡
お
く
の
お
の
字
下
に
か
く
へ
か
ら
す
中
に
も
か
ゝ
ず
て
に
は

に
も
用
ゆ
べ
か
ら
ず
但
一
字
の
訓
は
中
下
に
も
お
く
の
お
の
字
を

か
く
へ
し
其
事
す
で
に
上
に
し
る
せ
り

え　
　

よ
う
の
音
の
字
に
も
え
う
と
か
く
事
あ
り
え
よ
通
す
る
ゆ
へ
也

う　
　

 

又
む
に
か
よ
ふ
か
な
に
も
う
の
字
を
用
ゆ
…
み
に
か
よ
ふ
字
に
も

か
く
事
あ
り

　
　
　

 

旅
人
蔵
人
高
麗
人
な
と
に
う
の
字
を
か
く
事
た
ひ
ん
ど
く
ら
ん
ど

こ
ま
ん
ど
ゝ
云
へ
き
を
引
音
に
よ
り
て
。
う
と
と
な
ふ
る
ゆ
へ
。

た
ひ
う
ど
。
く
ら
う
ど
。
こ
ま
う
ど
ゝ
う
の
字
を
か
く
也

　
　
　

 

八
日
も
や
う
か
と
か
く
や
の
引
音
は
う
也
十
日
は
と
を
か
也
と
う

か
に
あ
ら
す
十
の
字
と
を
と
よ
む
ゆ
へ
也
又
妹
の
訓
い
も
う
と
ゝ

云
い
ろ
と
ゝ
い
ふ
へ
き
を
ろ
と
も
と
通
し
て
い
も
と
ゝ
云
も
の
字

の
引
音
は
う
の
字
な
る
故
い
も
う
と
ゝ
か
く
…
小
路
を
こ
う
ぢ
と

か
く
事
こ
ち
と
は
云
へ
か
ら
す
故
に
こ
の
字
に
引
音
を
付
て
こ
う

ぢ
と
云
う
の
字
を
か
く
へ
し

　
　
　

ま
う
す
を
も
ふ
す
と
か
く
へ
か
ら
す

　
　
　

 
○
世
俗
に
瓜う
り

の
字
の
訓
ふ
り
と
か
く
説
有
ひ
か
事
な
り
…
ふ
の
字

下
に
か
き
て
は
う
と
よ
む
事
有
上
に
か
き
て
う
と
よ
む
へ
き
理
な
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し

　
　
　

 
○
近
江
あ
う
み
と
か
く
あ
ふ
み
と
は
か
く
へ
か
ら
す
あ
う
み
と
は

あ
は
う
み
也
…
遠
江
も
と
を
た
う
み
と
か
く
へ
し
遠
江
と
は
と
を

つ
あ
は
う
み
也
…
つ
あ
の
か
へ
し
は
た
也
あ
は
の
か
へ
し
は
あ
也

と
を
つ
あ
は
う
み
と
い
ふ
へ
き
を
か
へ
し
音
に
よ
り
て
と
を
た
う

み
と
云

ふ　
　

 

又
き
の
ふ
と
ハ
さ
き
の
日
と
云
を
略
せ
り
け
ふ
ハ
は
け
さ
の
日
と

云
を
略
せ
り　

ひ
ふ
通
す
る
故
に
ふ
の
字
を
書
也

　
　
　

 

又
鸚
鵡
は
あ
う
む
な
れ
ど
も
訓
に
。
や
は
ら
け
て
あ
ふ
む
と
か
く

芭
蕉
を
は
せ
を
と
か
く
と
と
同
例
也

は　
　

 

又
訓
に
て
よ
む
字
に
も　

音お
と

羽は　

足あ
す

羽は

な
と
口
に
て
は
わ
と
と
な

ふ
れ
と
も
も
と
よ
り
は
と
よ
む
字
な
れ
は
わ
と
は
か
ゝ
ず
は
と
か

く
へ
し

　

右
に
示
し
た
、
列
挙
部
分
に
項
目
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
説
明
部
分

に
の
み
見
ら
れ
る
規
則
は
、
殆
ど
が
一
つ
の
語
の
書
き
方
を
指
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
列
挙
部
分
に
も
並
べ
る
項
目
は
、
一
つ
の
語
に
限
ら

ず
複
数
の
語
に
共
通
す
る
何
ら
か
の
法
則
性
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る

（「
う
」
の
条
に
は
こ
の
よ
う
に
多
く
の
指
示
が
見
ら
れ
る
。
使
用
箇
所
を
二
つ

三
つ
に
ま
と
め
て
列
挙
す
れ
ば
基
本
的
な
指
示
が
終
わ
る
他
の
条
と
は
異
な
る

た
め
、
他
と
同
じ
構
成
に
す
る
の
が
困
難
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
）。
一
つ
の
語

の
表
記
の
諸
規
則
も
、
語
源
考
察
が
関
わ
も
の
な
ど
益
軒
の
他
の
業
績
を
思
い

合
わ
せ
る
と
興
味
深
い
し
、
安
田
（
一
九
九
四
）
が
「
故
実
仮
名
遣
」
と
し
て

指
摘
す
る
「
芭
蕉
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
等
も
本
書
の
性
格
を
窺
う
際
に
注
目
す

べ
き
点
で
は
あ
る
が
、
今
回
は
基
本
的
な
原
理
の
探
求
を
目
的
と
し
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

た
だ
、
最
初
の
、
四
つ
の
条
に
の
み
見
ら
れ
る
全
般
的
特
徴
の
記
述
は
ま
ず

見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
う
ち
三
つ
の
条
で
は
、
冒
頭
の
「
三
要
」
に
記
さ
れ

た
「
軽
重
」
に
関
わ
る
条
件
「
軽
し
」「
重
し
」
を
仮
名
決
定
の
条
件
に
し
て

い
る
が
、「
ひ
」
の
条
は
「
弱
し
」
を
条
件
に
し
て
い
る
。
こ
の
「
よ
は
き
」

は
、「
い
」
の
条
に
「
か
る
く
し
て
よ
は
き
」
と
並
べ
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た

「
ゐ
」
の
条
の
説
明
部
分
に
「
此
類
に
は
皆
中
の
ゐ
を
か
く
へ
し
わ
き
に
か
よ

は
ぬ
は
専
一
に
し
て
つ
よ
き
字
也
」（
七
オ
）
と
あ
っ
て
、「
つ
よ
き
」
の
語
も

使
わ
れ
る
が
、
全
般
的
特
徴
に
「
専
一
に
し
て
お
も
き
音
」
と
あ
る
の
と
同
様

の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
軽
し
」
と
「
弱
し
」、「
重
し
」
と

「
強
し
」
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

全
般
的
特
徴
の
記
述
は
、
全
て
「
軽
重
」
に
関
わ
る
条
件
の
下
に
成
立
す
る
原

理
を
述
べ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
続
く
列
挙
部
分
・
説
明
部
分
を
見

る
と
、「
ほ
」「
お
」
に
「
お
も
き
」、「
を
」
に
「
か
ろ
き
」、
ま
た
項
目
名
に

は
な
っ
て
い
な
い
が
「
ひ
」
の
説
明
の
中
に
「
よ
は
き
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る

が
、
他
の
条
に
は
無
い
。
こ
の
よ
う
に
〈
軽
重
〉（
以
下
、
条
件
の
種
類
を

〈　

〉
内
に
示
す
こ
と
に
す
る
）
の
条
件
は
、「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
と
「
お
」

「
ほ
」「
を
」
の
場
合
に
の
み
出
現
す
る
。

　

列
挙
さ
れ
、
解
説
も
行
わ
れ
る
項
目
名
を
見
る
と
、「
か
よ
ふ
」「
通
ず
」
と
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「
か
よ
は
ぬ
」
な
ど
の
、
同
じ
く
「
三
要
」
で
あ
る
〈
相
通
〉
関
係
の
条
件
が

目
立
つ
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
当
時
の
仮
名
遣
書
に
お
い
て
は
活
用
を
根

拠
に
す
る
原
理
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
も
〈
相
通
〉
が
か
な
り

重
要
な
条
件
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
三
要
」
に
は
掲
げ
ら
れ
な
い
種
類
の
条
件
も
多
い
こ
と
が
窺
え
る
。

「
音
・
こ
ゑ
（
こ
え
）」
と
「
訓
・
よ
み
」
と
い
う
語
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、〈
音
訓
〉
の
条
件
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
字

音
語
と
和
語
の
区
別
で
あ
る
の
が
、
字
音
の
方
は
一
字
の
問
題
で
あ
る
の
で
、

便
宜
的
に
〈
音
訓
〉
と
す
る
。
こ
の
「
こ
ゑ
」「
よ
み
」
と
同
様
に
多
く
使
わ

れ
て
い
る
語
と
し
て
「
か
し
ら
・
上
」「
中
」「
下
・
末
」
な
ど
も
あ
る
。
こ
れ

ら
の
表
現
で
限
定
さ
れ
る
、
語
に
お
け
る
仮
名
の
〈
位
置
〉
も
、
仮
名
遣
い
で

は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
も
や
は
り
重
要
な
条
件
で
あ
る
。

ほ
か
に
、「
大
の
字
御
の
字
多
の
字
」「
小
の
字
」「
辺
の
字
」
な
ど
「
〜
の
字
」

と
い
う
表
現
を
す
る
条
件
は
、
そ
の
漢
字
で
書
か
れ
る
語
・
形
態
素
（
語
源
が

関
わ
る
も
の
も
あ
る
）
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
、
こ
の
類
は
〈
意
味
〉
と
す
）
9
（
る
。

「
一
字
の
（「
音
」
ま
た
は
「
訓
）」
と
表
現
す
る
条
件
も
、
説
明
部
分
の
語
例

等
を
見
る
と
、
同
音
の
特
定
の
一
拍
の
語
・
字
音
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
条
件
も
〈
意
味
〉
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
を
」

の
条
に
「
て
に
を
は
の
を
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
て
に
は
」
と

い
う
条
件
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
一
項
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、〈
文
法
〉
と
す
る
。
な
お
、「
う
」「
ふ
」
の
条
に
限
ら
れ
る
が
、「
訓
に
よ

む
字
の
あ
と
を
引
に
」「
引
音
」
な
ど
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
類
は
〈
発

音
〉
と
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
に
お
け
る
仮
名
決
定
の
条
件
に
は
、〈
軽
重
〉〈
相

通
〉〈
音
訓
〉〈
位
置
〉〈
意
味
〉〈
発
音
〉
な
ど
の
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全

て
「
連
歌
師
の
か
な
づ
か
い
書
」
群
に
既
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
仮
名
遣

書
の
伝
統
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

三

　

続
い
て
、
条
件
の
種
類
ご
と
に
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、「
三
要
」
の
第
一
で
あ
る
〈
相
通
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
既
に
示

し
た
よ
う
に
、
仮
名
選
択
の
根
拠
と
し
て
、「
か
よ
ふ
」「
か
よ
は
ぬ
」、「
通

ず
」「
通
ぜ
ず
」
な
ど
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
更
に
、「
か
よ
ふ
」「
通
ず
」
は
、

必
ず
「（
何
々
の
仮
名
）
に
か
よ
ふ
（
通
ず
）」
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
る
。
以

下
、「
ふ
に
か
よ
ふ
」
と
い
う
条
件
は
《
ふ
通
》
の
よ
う
に
示
す
。「
か
よ
は

ぬ
」
は
、「
ゐ
」
の
条
の
「
わ
き
に
か
よ
は
ぬ
」
と
、「
ゑ
」
の
条
の
「
ゆ
に
か

よ
は
ぬ
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
《
×
通
》《
×
ゆ
通
》
と
す
る
。

〈
相
通
〉
関
係
の
条
件
に
は
、

《
き
通
》《
き
く
通
》

《
ふ
通
》《
へ
ひ
通
》

《
ゆ
通
》

《
×
通
》《
×
ゆ
通
》

な
ど
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
条
件
に
よ
っ
て
決
ま
る
規
則
は
、

第
一
節
で
示
し
た
、
本
書
の
初
め
に
掲
げ
ら
れ
る
、「
縦タ
テ

の
相サ
ウ

通ツ
ウ

」（
い
わ
ゆ
る

五
音
相
通
）
と
、「
横
の
相
通
」（
同
韻
相
通
）
の
、
ど
ち
ら
か
に
分
類
さ
れ
る
。

　

縦
の
相
通
を
利
用
す
る
規
則
は
、「
ふ
に
か
よ
ふ
字
」
は
「
ひ
」、「
ふ
に
か
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よ
ふ
か
な
」
は
「
へ
」、「
ゆ
の
字
に
か
よ
ふ
か
な
」
は
「
え
」、「
訓
に
よ
む
字

の
あ
と
を
引
に
へ
の
字
と
。
ひ
の
字
と
に
か
よ
ふ
」
は
「
ふ
」、
の
四
つ
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
ひ
」
の
条
で
「
ふ
に
か
よ
ふ
字
ハ
は
ひ
ふ
へ
ほ
通
音
な
る

ゆ
へ
な
り
」（
八
オ
）
と
し
て
「
あ
ひ
あ
ふ
い
ひ
い
ふ
お
も
ひ
お
も
ふ
さ
ふ
ら
ひ
さ

ふ
ら
ふ
」（
同
）
な
ど
を
掲
げ
、「
へ
」
の
条
で
「
ふ
に
か
よ
ふ
か
な
と
ハ
は
ひ

ふ
へ
ほ
相
通
す
る
故
也
」（
十
七
オ
）
と
し
て
「
お
も
へ
お
も
ふ
…
た
ま
へ
た

ま
ふ
い
へ
と
も
い
ふ
と
も
…
脇
間
へ
わ
き
ま
ふ
つ
か
へ
つ
か
ふ
る
そ
へ
そ
ふ
る

（
同
）」
な
ど
を
掲
げ
、「
え
」
の
条
で
「
ゆ
の
字
に
か
よ
ふ
か
な
」
と
し
て

「
も
え
も
ゆ
る
そ
ひ
え
そ
ひ
ゆ
き
え
き
ゆ
る
こ
え
こ
ゆ
る
」（
十
九
オ
）
な
ど
を
掲
げ
、

「
ふ
」
の
条
で
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
通
ふ
故
也
」（
二
十
四
オ
）
と
し
「
お
も
ふ
」

「
と
ふ
」「
こ
た
ふ
」
等
を
掲
げ
る
よ
う
に
、
動
詞
活
用
語
尾
の
表
記
を
、
活
用

を
根
拠
に
定
め
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
が
、「
か
ひ
こ
か
ふ
こ
」（
八
ウ
）
と
い

う
名
詞
の
例
も
一
例
あ
っ
た
。
ま
た
「
ふ
」
の
条
に
「
き
の
ふ
」「
け
ふ
」
を

語
源
か
ら
説
明
す
る
例
は
第
二
節
に
示
し
た
通
り
で
、
こ
れ
ら
の
名
詞
に
も

「
ひ
」（
日
）
と
「
ふ
」
の
縦
の
相
通
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
ひ
」
の

条
に
「
と
び
と
ふ
飛
」
と
「
よ
ろ
こ
ひ
よ
ろ
こ
ふ
」
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
ビ

音
の
も
の
も
掲
げ
る
（
こ
の
条
の
題
は
「
お
く
の
ひい

を
か
く
事
」
と
「
ひ
」
に

振
り
仮
名
「
い
」
が
付
さ
れ
て
い
る
が
）。

　

横
の
相
通
を
利
用
す
る
規
則
は
、「
よ
み
の
中
下
に
て
。
き
の
字
に
音
か
よ

ふ
」
は
「
い
」、
で
あ
る
。（「
う
」
の
条
の
記
述
で
、「
ふ
」
と
対
照
的
で
な
い

た
め
今
回
は
省
い
た
中
に
あ
る
、「
む
に
か
よ
ふ
か
な
」
は
「
う
」、
も
こ
れ
に

当
た
る
。「
椀
飯
わ
ん
は
ん
わ
う
は
ん
」「
冠
か
ん
む
り
か
う
ふ
り
」「
上
野
か

ん
つ
け
の
か
う
つ
け
の
」
な
ど
の
例
が
挙
げ
ら
れ
、「
此
類
の
む
に
か
よ
ふ
か

な
に
う
の
字
か
く
へ
し
」（
二
十
一
オ
）
と
述
べ
て
い
る
。）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
い
」
の
条
で
、「
つ
い
た
ち
」「
つ
い
ぢ
」「
き
さ
い
の
み
や
」「
さ
い
つ
ご
ろ
」

「
か
い
ま
み
」
等
の
名
詞
や
、「
し
の
い
て
」「
お
い
て
」「
な
い
て
」「
か
い
て
」

「
つ
ゝ
い
て
」
等
の
動
詞
連
用
形
活
用
語
尾
、「
う
つ
く
し
い
」「
た
の
し
い
」

「
か
な
し
い
」「
う
れ
し
い
」「
よ
い
か
な
」
等
の
形
容
詞
終
止
連
体
形
活
用
語

尾
な
ど
の
、
イ
音
便
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
五
オ
・
ウ
）。

　

ま
た
「
う
」
の
条
に
は
、「
縦
」「
横
」
両
方
の
相
通
が
利
用
さ
れ
る
原
理
も

あ
る
。「
訓
に
よ
む
字
の
あ
と
を
引
に
き
の
字
と
く
の
字
に
通
ず
る
よ
み
」
は

「
う
」、
で
あ
る
が
、（
右
に
括
弧
内
に
示
し
た
「
む
」
の
も
の
と
同
じ
く
）「
う
」

の
条
で
今
回
対
象
外
と
し
た
中
に
あ
る
、「
み
に
か
よ
ふ
字
」
は
「
う
」、
も
こ

れ
に
当
た
る
。
前
者
に
は
、「
う
と
く
と
通
し
」「
く
と
き
と
通
す
」（
二
十

ウ
）
と
記
し
、「
わ
か
う
わ
か
く
わ
か
き
た
か
う
た
か
く
た
か
き
」（
二
十
ウ
）

「
よ
う
よ
く
よ
き
め
つ
ら
し
う
め
つ
ら
し
く
め
つ
ら
し
き
」（
二
十
一
オ
）
な
ど
、

形
容
詞
連
用
形
ウ
音
便
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。「
く
」
に
通
ず
と
い
う
横
の
相

通
だ
け
で
も
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
形
容
詞
の
活
用
を
考
慮
し
て
縦
・

横
両
方
を
持
ち
出
す
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
後
者
に
は
、「
上
野
か
み
つ
け
か

う
つ
け
守
殿
か
み
の
と
の
か
う
の
と
の
神
南
か
み
な
み
か
う
な
み
」
を
挙
げ

「
み
と
む
と
通
し
て
」（「
か
ん
つ
け
か
ん
の
と
の
か
ん
な
み
な
と
云
を
」）「
む

と
う
と
通
す
る
故
に
」（「
か
う
つ
け
か
う
の
殿
か
う
な
ひ
と
か
く
也
」）
と
述

べ
る
。
こ
ち
ら
は
こ
の
よ
う
な
二
段
階
の
説
明
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、《
×
通
》
を
根
拠
に
仮
名
を
定
め
る
規
則
は
、「
ゐ
」
と
「
ゑ
」
の
条

に
見
ら
れ
る
。
当
時
の
仮
名
遣
い
で
は
、
ワ
行
の
仮
名
は
活
用
に
関
わ
ら
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
語
末
の
仮
名
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
が
、《
×
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通
》
↓
「
ゐ
」・「
ゑ
」
と
す
る
規
則
が
成
立
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

　

次
に
、「
三
要
」
の
第
二
で
あ
る
〈
軽
重
〉
に
つ
い
て
見
る
。
第
二
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、〈
軽
重
〉
の
条
件
に
よ
っ
て
仮
名
が
決
め
ら
れ
る
の
は
「
い
」

「
ひ
」「
ゐ
」、「
お
」「
ほ
」「
を
」
に
関
す
る
仮
名
遣
い
の
場
合
で
あ
る
。
そ
の

原
理
を
、「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
お
よ
び
「
を
」
は
条
の
最
初
の
全
般
的
特
徴
の

記
述
に
よ
り
、
ま
た
「
お
」「
ほ
」
は
列
挙
部
分
の
記
述
に
よ
り
、
更
に
「
ほ
」

に
つ
い
て
は
説
明
部
分
の
「
訓
の
中
下
に
か
く
か
な
と
は
」
に
あ
る
「
い
つ
れ

も
を
と
よ
む
お
も
く
つ
よ
き
所
に
用
ゆ
」（
十
オ
）
と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
ま

と
め
る
と
、

ゐ
│
重
い
所
に
用
い
る

い
│
軽
い
所
に
用
い
る

ひ
│
最
も
軽
い
所
に
用
い
る

お
│
語
頭
の
重
い
所
に
用
い
る

ほ
│
語
中
・
語
末
の
重
い
所
に
用
い
る

を
│
軽
い
所
に
用
い
る

と
な
）
10
（
る
。
イ
の
仮
名
の
区
別
か
ら
は
、
三
段
階
あ
）
11
（
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

後
に
見
る
よ
う
に
、「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
の
書
き
分
け
は
、
語
中
・
語
末
の

「
ひ
」
を
除
く
と
、〈
軽
重
〉
に
か
か
わ
ら
ず
他
の
条
件
か
ら
決
ま
っ
て
く
る
の

で
、
三
段
階
は
必
要
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
結
局
使
わ
れ
る
条
件
は
《
重
》

《
軽
》
の
二
つ
で
あ
る
。

　

な
お
、
右
の
よ
う
に
、「
お
」
と
「
ほ
」
に
関
し
て
は
、〈
軽
重
〉
と
〈
位

置
〉
を
複
合
さ
せ
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
。「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
の
場
合
は
条

の
最
初
の
全
般
的
特
徴
の
記
述
に
お
い
て
〈
軽
重
〉
の
条
件
が
記
さ
れ
る
と
い

う
形
式
上
の
統
一
性
が
あ
る
の
に
対
し
、「
お
」「
ほ
」「
を
」
に
お
い
て
は
、

「
を
」
の
条
に
だ
け
全
般
的
特
徴
が
あ
り
、「
お
」「
ほ
」
の
条
で
は
そ
の
部
分

が
な
く
項
目
列
挙
部
分
に
〈
軽
重
〉
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
と
い
う
形
式

上
の
不
均
衡
は
、
こ
の
点
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
は
残
念
な
が
ら
本
書
の
軽
・
重
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
あ
る
の
か
解
明
で
き
て
い
な
い
。
音
の
軽
重
に

関
し
て
は
、
既
に
多
く
の
考
察
が
行
わ
れ
て
お
り
、
他
の
文
献
に
お
け
る
用
法

も
考
慮
し
て
解
明
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
今
回
は
本
書
の
中
に
見
ら
れ
る
軽
重

に
つ
い
て
の
記
述
だ
け
を
見
て
推
測
で
き
る
こ
と
を
以
下
に
述
べ
る
に
と
ど
め

た
い
。

　

ま
ず
は
、「
連
歌
師
の
か
な
づ
か
い
書
」
群
に
つ
い
て
（
島
田　

一
九
六

六
）
が
述
べ
る
「
意
味
あ
る
い
は
語
感
な
ど
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
」

「
軽
字
は
意
味
・
語
感
な
ど
の
軽
い
語
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
推
測
が

当
て
は
ま
る
か
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
ほ
」
の
条
の
「
大
の
字
御
の

字
多お
ほ

の
字
付
た
る
お
も
き
こ
え
」（
九
オ
）
や
、「
を
」
の
条
の
「
小
の
字
を
お

と
よ
む
か
な
是
も
か
ろ
き
か
な
な
り
」（
十
一
オ
）
と
い
う
記
述
か
ら
、「
大
・

御
・
多
は
重
い
」「
小
は
軽
い
」
と
な
る
が
、
大
き
い
も
の
や
多
い
も
の
は
当

然
重
量
が
重
く
な
る
し
、
小
さ
い
も
の
は
軽
く
な
る
、
ま
た
「
御
」
が
付
け
ら

れ
る
の
は
恐
れ
多
く
重
々
し
い
こ
と
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
、
常
識
的
に
思
い

つ
く
。
こ
の
よ
う
な
意
味
・
語
感
に
関
わ
る
つ
な
が
り
が
、「
大
・
御
・
多
」
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と
「
重
、「
小
」
と
「
軽
」
に
は
あ
る
。

　

し
か
し
、「
お
」
の
条
の
「
の
と
よ
り
い
つ
る
お
も
き
よ
み
こ
ゑ
」（
十
四

オ
）（
十
五
オ
）
や
、「
を
」
の
条
の
、「
応　

翁
な
と
の
の
と
よ
り
出
る
重お
も

き

音
は
お
う
と
か
く
へ
し
」（
十
二
オ
）、「
右
の
四
に
中
の
を
の
字
用
ゆ
へ
し
皆

く
ち
ひ
る
よ
り
出
る
か
ろ
き
か
な
な
り
」
と
い
っ
た
記
述
を
見
る
と
、
明
ら
か

に
発
音
と
の
関
連
が
窺
わ
れ
る
。
こ
ち
ら
は
、（
島
田　

一
九
九
七
）
の
「「
声

お
も
き
」
は
発
音
が
重
い
感
じ
と
の
意
か
」
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
こ
れ
ら
が
当
時
の
発
音
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
な
の
か
、
か
つ
て
そ
の

よ
う
な
発
音
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
（
右
だ
け
を
見
る
と
当
時
の
発
音
の

記
述
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
発
音
の
区
別
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は

考
え
に
く
い
の
で
）
分
か
ら
な
い
。
更
に
「
音
ハ　

億を
く　

音を
ん

の
類
皆
形
体
な
く

し
て
か
ろ
き
こ
ゑ
也
」（
十
一
ウ
）
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
不
明
で
あ
る
。

　

な
お
、
第
二
節
で
少
し
見
た
よ
う
に
「
つ
よ
き
」「
よ
は
き
」
は
「
お
も
き
」

「
か
ろ
き
」
と
ほ
ぼ
同
様
に
使
わ
れ
る
。
こ
の
強
弱
と
軽
重
に
つ
い
て
少
し
見

て
お
き
た
い
。「
ゐ
」
の
条
の
「
わ
き
に
か
よ
は
ぬ
は
専
一
に
て
つ
よ
き
字
也
」

（
七
オ
）
や
、「
ひ
」
の
条
の
「
ふ
に
か
よ
ふ
字
ハ
は
ひ
ふ
へ
ほ
通
音
な
る
ゆ
へ

な
り　

わ
き
に
か
よ
ふ
ハ
専
一
な
ら
す
し
て
よ
は
き
字
也
」（
八
オ
）
と
い
う

記
述
か
ら
、
更
に
「
つ
よ
き
」「
よ
は
き
」
の
語
は
な
い
が
「
い
」
の
条
の

「
わ
き
に
か
よ
ふ
ハ
専
一
な
ら
さ
る
字
な
り
」（
五
ウ
）
と
い
う
記
述
か
ら
、

「
専
一
＝
相
通
し
な
い
↓
強
い
」「
専
一
で
な
い
＝
相
通
す
る
↓
弱
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。「
ひ
」
の
条
の
「
い
の
字
は
音
の
末
ひ
の
字
は
よ
み
の
末
に
か

く
へ
し
音
の
末
よ
り
よ
み
の
末
ハ
よ
は
し
」（
八
オ
）
と
い
う
記
述
の
「
音
の

語
末
」
よ
り
「
訓
の
語
末
」
の
方
が
「
弱
い
」
と
い
う
点
も
、
こ
れ
だ
け
で
は

理
解
し
が
た
い
が
、
右
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
和
語
の
語
末
は
、
活
用

語
尾
で
あ
っ
た
り
し
て
相
通
す
る
こ
と
が
比
較
的
多
い
の
に
対
し
、
字
音
の
末

尾
の
相
通
は
殆
ど
想
定
で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
更
に
、
第
二
節
に
示
し
た
よ
う
に
「
ゐ
」
の
条
で
は
右

の
「
専
一
に
て
つ
よ
き
」
の
ほ
か
に
「
専
一
に
し
て
お
も
き
」
が
あ
る
か
ら
、

「
専
一
（
＝
相
通
し
な
い
）
↓
重
い
」
と
い
う
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
分
か

り
、
反
対
の
「
相
通
す
る
↓
軽
い
」
と
い
う
結
び
つ
き
も
想
定
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
重
い
と
（
強
い
と
）
動
か
し
が
た
く
、
軽
い
と
（
弱
い
と
）
動
か
し
や

す
い
と
い
う
連
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
強
・
弱
」
と
「
重
・
軽
」
は
、

動
か
し
が
た
い
か
、
動
き
や
す
い
か
（「
専
一
」
か
そ
う
で
な
い
か
）
と
い
う

点
で
結
び
つ
く
。「
大
き
い
も
の
・
恐
れ
多
い
も
の
・
多
い
も
の
│
動
か
な
い

（
専
一
）
│
重
い
、
強
い
」「
小
さ
い
も
の
│
動
き
や
す
い
（
専
一
で
な
い
）
│

軽
い
、
弱
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
口
先
は
動
か
し
や
す
く
そ
こ
か
ら
の
発
音
は
軽
々
し
い
、
喉
の
奥
は

動
か
し
が
た
く
そ
こ
か
ら
の
発
音
は
重
々
し
い
、
な
ど
の
つ
な
が
り
を
想
定
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
重
・
軽
」「
強
・
弱
」
が
、
意
味
・
語
感
に

対
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
発
音
に
対
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と

い
っ
た
状
況
に
本
書
は
な
っ
て
い
る
が
、
意
味
・
語
感
も
発
音
も
、
と
も
に
、

動
か
し
が
た
い
か
、
動
か
し
や
す
い
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
通
性
が
見
出

さ
れ
、
そ
れ
が
「
重
・
軽
」「
強
・
弱
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
は
、「
大
・
御
・
多
」「
小
」
以
外
の
語
に
つ
い

て
、
意
味
・
語
感
が
重
い
か
軽
い
か
、
オ
音
を
発
音
し
た
と
き
に
重
い
音
か
軽

い
音
か
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
か
と
い
う
点
は
、
不
明
と
す
る
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し
か
な
い
。
更
に
、
結
局
、
右
の
よ
う
な
特
定
の
語
以
外
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い

と
い
う
こ
と
も
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
六
節
に
お
い
て
示

す
こ
と
に
す
る
。

五

　
〈
音
訓
〉
は
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
よ
う
に
、「
よ
み
」「
訓
」
で
あ
る
か
、

「
こ
ゑ
」「
音
」（
こ
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
音
読
み
の
意
）
で
あ
る
か
と
い
う
区

別
で
あ
る
。
訓
読
み
の
語
か
、
音
読
み
の
語
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
音
読

み
の
場
合
は
、
語
と
い
う
よ
り
漢
字
一
字
が
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

仮
名
遣
い
を
考
え
る
際
の
常
識
で
あ
る
、
和
語
の
仮
名
遣
い
か
、
字
音
仮
名
遣

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
〈
音
訓
〉
に
関
す
る
こ
の
二
つ
の
条
件
を
、

《
和
語
》《
字
音
》
と
示
す
こ
と
に
す
る
。

　
〈
位
置
〉
に
お
い
て
は
、「
か
し
ら
」「
上
」
と
表
さ
れ
る
《
語
頭
》、「
中
」

で
表
さ
れ
る
《
語
中
》、「
下
」「
末
」
で
表
さ
れ
る
《
語
末
》
の
、
ど
れ
に
当

た
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。「
中
下
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
り
、「
下
」
と
あ
っ
て
も
語
例
を
見
る
と
語
中
の
例
が
含
ま
れ
て
い
た

り
す
る
の
で
、
や
は
り
仮
名
遣
い
で
は
常
識
で
あ
る
、
語
頭
か
非
語
頭
（
語
中

語
尾
・
語
中
尾
）
を
問
題
に
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
中
」

で
語
中
の
み
を
、「
下
」
で
語
末
の
み
を
指
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。

　
「
中
」
が
単
独
で
使
わ
れ
る
原
理
は
一
つ
だ
け
あ
り
、
エ
音
の
仮
名
の
選
択

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
節
に
示
し
た
よ
う
に
、「
へ
」
の
条
に
は
、

「
ふ
に
か
よ
ふ
か
な
」「
辺
の
字
を
用
る
訓
」「
中
に
用
る
か
な
」
の
三
項
目
が

列
挙
さ
れ
る
。
説
明
部
分
に
は
、

○
中
に
用
る
か
な
と
ハ　

た
へ
な
り
妙　

か
へ
る
帰　

蟇か
へ
る　

か
へ
で　

是
等
の
ふ
に
か
よ
は
ぬ
か
な
に
も
中
に
ハ
へ
の
字
用
ゆ
へ
し
（
十
八
オ
）

と
あ
っ
て
、「
ふ
に
か
よ
は
ぬ
」
仮
名
で
あ
っ
て
も
「
中
」
は
「
へ
」
で
書
く

よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
部
分
は
、「
中
」
に
は
「
へ
」
の
字
を

用
ゆ
べ
し
、
す
な
わ
ち
、

エ　
《
語
中
》
↓
「
へ
」

と
い
う
仮
名
遣
い
規
則
で
あ
る
。
他
の
エ
の
仮
名
を
見
る
と
、「
え
」
の
条
で

は
、「
一
字
」
と
「
か
し
ら
」
が
あ
り
、
最
後
の
「
ゆ
の
字
に
か
よ
ふ
」
は
位

置
の
限
定
が
な
い
が
、
語
例
は
「
も
え
」「
そ
ひ
え
」「
き
え
」
等
の
ヤ
行
下
二

段
動
詞
ま
た
は
「
こ
ゝ
ろ
え
」
と
い
う
ア
行
下
二
段
動
詞
の
連
用
形
の
み
で
あ

り
、
全
て
《
語
末
》
で
あ
る
。「
ゑ
」
の
条
は
「
か
し
ら
」「
下
」「
一
字
」
の

三
項
目
で
や
は
り
《
語
中
》
は
な
い
。《
語
中
》
の
エ
は
全
て
「
へ
」
と
い
う
、

単
純
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
こ
の
単
純
化
が
優
先
さ
れ
「
た
へ
な
り
」
は

《
語
中
》
と
い
う
処
理
が
な
さ
れ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）。

　
「
下
」
に
関
わ
る
規
則
は
、
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
が
、
右
の
「
中
」
の
場

合
と
異
な
り
、「
こ
ゑ
の
下
」
の
よ
う
に
〈
音
訓
〉
と
の
複
合
に
よ
っ
て
規
則

を
構
成
す
る
か
、「
ゐ
」
の
条
の
「
わ
き
に
か
よ
は
ぬ
」
と
「
ゑ
」
の
条
の

「
ゆ
に
か
よ
は
ぬ
」
の
よ
う
に
、〈
相
通
〉
と
の
複
合
に
よ
っ
て
規
則
を
構
成
す

る
。（「
ゐ
」
の
方
で
は
「
わ
き
に
」
と
な
っ
て
い
て
全
く
相
通
の
な
い
こ
と
が

表
さ
れ
て
い
る
が
、「
ゑ
」
の
方
は
「
ゆ
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
語
例
を
見

る
と
、「
す
ゑ　

こ
す
ゑ　

ゆ
く
ゑ
行
末
の
略
な
り　

こ
ゑ
声　

い
ゑ
家
」（
二

十
オ
）
で
あ
る
か
ら
、「
ゆ
」
に
限
ら
ず
例
え
ば
「
ふ
」
に
も
「
か
よ
は
」
な
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い
。「
ゐ
」
と
同
じ
く
「
わ
き
に
か
よ
は
ぬ
」
で
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
は
あ
る
。「
え
」
と
の
区
別
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。）

　

な
お
、「
中
」
の
場
合
と
同
じ
く
、〈
位
置
〉
の
み
で
原
理
を
構
成
す
る
こ
と

が
、
ワ
音
の
場
合
に
も
あ
る
。「
わ
」
の
条
の
項
目
に
、

音こ
え

訓よ
み

共
に
上
に
か
く
へ
し
（
二
十
七
ウ
）

が
あ
り
、
説
明
部
分
で
は
「
…
と
ハ
音
ハ　

王わ
う　

黄わ
う　

…
訓
ハ　

わ
か
つ　

わ

た
つ
み　

わ
れ　

…
」（
同
）
と
あ
る
か
ら
、《
字
音
》《
和
語
》
の
区
別
に
関

係
な
く
、

ワ　
《
語
頭
》
↓
「
わ
」

と
い
う
規
則
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
と
思
え
る
が
、

既
に
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
規
則
に
反
す
る
表
記
も
実
際
に
は

あ
っ
）
12
（
た
の
で
あ
り
、
本
書
が
こ
の
規
則
を
明
示
す
る
の
も
理
解
で
き
な
い
こ
と

で
は
な
い
。

　
〈
意
味
〉
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
お
も
に
二
種
類
の

条
件
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
〜
の
字
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
も
の
で
、
そ

の
漢
字
で
書
か
れ
る
語
・
形
態
素
を
特
別
に
取
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
語

の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
「
ほ
」
の
条
の
「
大
の
字
…
付
た
る
」
の
説
明
の
と
こ

ろ
に
「
お
ほ
そ
ら
」
と
と
も
に
「
お
ほ
や
け
公
」（
九
ウ
）
が
挙
が
っ
て
い
た

り
、「
へ
」
の
条
の
「
辺
の
字
を
用
る
訓
」
の
例
語
と
し
て
「
い
に
し
へ　

か

た
へ　

ま
へ
」（
十
八
オ
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
等
を
見
る
と
、
漢
字
表
記
は

「
Ｘ
の
字
」
の
Ｘ
で
は
な
い
別
の
字
に
な
る
こ
と
が
あ
る
語
で
も
、
語
源
が
そ

の
語
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
場
合
も
含
む
こ
と
が
分
か
る
。
右
の
よ
う
な
漢
字

が
示
さ
れ
る
条
件
は
《
大
の
字
》《
小
の
字
》《
辺
の
字
》
の
よ
う
に
《
〜
の

字
》
と
い
う
か
た
ち
で
表
す
こ
と
に
す
る
。
も
う
一
つ
は
、「
一
字
の
（「
訓
・

よ
み
」
ま
た
は
「
音
・
こ
ゑ
」）」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
同
音
の
一
拍
の

語
・
字
音
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
に
は
、
例
え

ば
、「
ほ
」
の
条
に
「
初は
つ

穂ほ

」「
伊い

賀か

保ほ

」
等
、「
お
」
の
条
に
「
雄お

」「
尾お

」
等

お
よ
び
「
た
か
お
」「
勝
尾お

」
等
、「
え
」
の
条
に
「
枝え

」「
兄え

」
等
お
よ
び

「
む
め
か
え
」「
下
え
」「
き
の
え
木
兄
也
」
な
ど
が
例
語
と
し
て
あ
る
の
を
見

る
と
、
右
と
同
じ
く
、
単
独
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
複
合
語
・
熟
字
等
に
な
っ

た
も
の
も
含
む
こ
と
が
分
か
る
。（
こ
の
類
も
、
先
行
の
仮
名
遣
書
に
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
）
13
（
る
。）
こ
の
条
件
は
《
一
字
（
穂
・
保
…
）》《
一
字
（
雄
・
尾

…
）》《
一
字
（
枝
・
兄
…
）》
の
よ
う
に
《
一
字
〜
》
の
か
た
ち
で
表
す
こ
と

に
す
る
。
な
お
、「
は
」
の
条
に
は
、「
は
の
音
の
字
を
わ
と
よ
む
」
と
い
う
条

件
が
見
ら
れ
る
。「
〜
の
字
」
と
あ
る
が
、
特
定
の
語
・
字
を
取
り
上
げ
る
の

で
は
な
く
、
単
独
で
は
ハ
音
で
あ
る
漢
字
が
下
に
来
て
ワ
音
に
な
る
と
い
う
種

類
の
も
の
な
の
で
、「
一
字
の
」
の
方
と
同
様
と
見
て
《
一
字
（
ハ
音
字
）》
と

表
す
こ
と
に
す
る
（
語
と
見
る
べ
き
も
の
も
あ
る
が
字
と
し
て
ま
と
め
る
）。

例
語
に
は
「
琵び

琶ハ

」「
枇ひ

杷ハ

」「
一
把は

」「
夜よ

半は

」「
音お
と

羽は

」
な
ど
が
挙
が
っ
て
い

る
。

　
〈
文
法
〉
の
条
件
は
既
に
見
た
よ
う
に
一
項
目
だ
け
に
あ
る
が
、《
て
に
は
》

と
い
う
条
件
に
な
る
。

　
〈
発
音
〉
は
、
こ
れ
も
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、「
う
」「
ふ
」
の
条
に
の
み

条
件
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
訓
に
よ
む
字
の
あ
と
を
引
に
」
と
い
う

条
件
で
、
更
に
「
き
」「
く
」
に
通
ず
る
も
の
は
「
う
」
の
仮
名
、「
ひ
」「
ふ
」

に
通
ず
る
も
の
は
「
ふ
」
の
仮
名
で
書
く
と
い
う
規
則
に
な
っ
て
い
る
。
字
音
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の
場
合
は
、「
平
上
去
の
三
声
の
引
音
」
は
「
う
」、「
入
声
字
の
引
音
」
は

「
ふ
」
と
い
う
規
則
で
あ
る
（
こ
ち
ら
は
「
引
音
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い

る
）。
条
件
に
は
《
引
音
》
と
、《
平
上
去
声
》《
入
声
》
の
区
別
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

六

　

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
通
り
、
本
書
で
は
、
各
仮
名
の
条
に
、
ま
ず
（
四
つ

の
条
で
は
最
初
に
全
般
的
見
解
が
あ
る
が
既
に
第
四
節
に
ま
と
め
た
の
で
、
こ

こ
で
は
省
く
）
そ
の
仮
名
の
使
用
箇
所
を
列
挙
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
分
か
る

（
既
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
箇
所
に
は
こ
の
仮
名
を
書
け
と
い
う
こ
と
で
あ
る

か
ら
）
規
則
を
、
簡
潔
に
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
条
件
や
規
則

の
順
序
は
、
本
書
の
記
述
順
に
こ
だ
わ
ら
ず
対
照
的
な
も
の
が
並
ぶ
よ
う
に
適

宜
変
え
る
。
ま
た
直
接
の
言
及
が
な
い
場
合
で
も
、
条
件
が
語
例
か
ら
分
か
る

場
合
、
そ
れ
を
（　

）
内
に
示
す
こ
と
が
あ
る
。「
下
」
と
あ
っ
て
も
語
例
を

見
る
と
語
中
の
例
が
挙
が
っ
て
い
る
場
合
は
（《
語
中
》）《
語
末
》
の
よ
う
に

示
し
た
。

　
「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」

《
字
音
》
＋
《
語
頭
》
↓
「
ゐ
」

《
字
音
》
＋
《
語
末
》
↓
「
い
」

《
和
語
》 

＋
《
語
頭
》
↓
「
い
」

《
和
語
》　

＋  

《
語
中
》《
語
末
》　

＋
《
き
通
》
↓
「
い
」

（《
和
語
》）　 

（《
語
中
》《
語
末
》）　　
《
ふ
通
》
↓
「
ひ
」

《
和
語
》　

＋
（《
語
中
》）《
語
末
》
＋
《
×
通
》
↓
「
ゐ
」

《
和
語
》　

＋
（《
語
中
》）《
語
末
》　
（《
×
通
》） 

↓
「
ひ
」

《
和
語
》
＋
《
一
字
（
井
・
居
…
）》
↓
「
ゐ
」

《
字
音
》
＋
《
一
字
（
育
・
院
…
）》
↓
「
ゐ
」

　
「
お
」「
ほ
」「
を
」

《
字
音
》　　
　

＋
《
語
頭
》　

＋
《
軽
》　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
「
を
」

《
和
語
》《
字
音
》
＋
《
語
頭
》
＋
《
重
》（
特
に
《
大
・
御
の
字
》）
↓
「
お
」

《
和
語
》　　
　

＋
《
語
頭
》　

＋
《
軽
》　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
「
を
」

《
和
語
》　　
　

＋
《
語
中
》《
語
末
》
＋
《
重
》
↓
「
ほ
」

《
和
語
》　　
　

＋
《
語
中
》《
語
末
》
＋
《
軽
》
↓
「
を
」

《
和
語
》　　
　

＋
《
一
字
（
男
・
尾
…
）》
↓
「
お
」

《
和
語
》《
字
音
》
＋
《
一
字
（
穂
・
保
…
）》
↓
「
ほ
」

《
和
語
》　　
　

＋
《
小
の
字
》　　

↓
「
を
」

（《
和
語
》）　
《
大
・
御
・
多
の
字
》
＋
（《
語
中
》）《
語
末
》
＋
《
重
》
↓
「
ほ
」

（《
和
語
》）　
《
て
に
は
》
↓
「
を
」

　
「
え
」「
へ
」「
ゑ
」

《
字
音
》　

＋
《
語
頭
》
↓
「
え
」

《
和
語
》　

＋
《
語
頭
》
↓
「
ゑ
」

（《
和
語
》）　 

《
語
中
》 

↓
「
へ
」

（《
和
語
》）　
（《
語
末
》）　　
《
ふ
通
》　 

↓
「
へ
」

《
和
語
》　

＋
《
語
末
》　

＋
《
ゆ
通
》　 

↓
「
え
」
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《
和
語
》　

＋
《
語
末
》　

＋
《
×
ゆ
通
》
↓
「
ゑ
」

《
字
音
》
＋
《
一
字
（
恵
・
会
…
）》
↓
「
ゑ
」

《
和
語
》
＋
《
一
字
（
江
・
枝
…
）》
↓
「
え
」

《
和
語
》
＋
《
辺
の
字
》
↓
「
へ
」

　
「
う
」「
ふ
」

《
字
音
》　

＋
《
引
音
》　　
　
　
　

 

＋
《
平
上
去
声
》
↓
「
う
」

（《
字
音
》）　 

《
引
音
》
＋
《
語
末
》
＋
《
入
声
》　　

 

↓
「
ふ
」

《
和
語
》　

＋
《
引
音
》　　
　
　
　

 
＋
《
き
く
通
》
↓
「
う
」

《
和
語
》　

＋
《
引
音
》　　
　
　
　

 

＋
《
へ
ひ
通
》
↓
「
ふ
」

《
和
語
》　

＋
《
生
の
字
》
↓
「
ふ
」

　
「
は
」「
わ
」

《
字
音
》《
和
語
》
＋
《
語
頭
》　　

↓
「
わ
」

《
和
語
》　　
　
　

＋
《
語
中
》《
語
末
》
↓
「
は
」

《
字
音
》　　
　
　

＋
《
一
字
（
ハ
音
）》
↓
「
は
」

《
字
音
》《
和
語
》
＋
《
一
字
（
倭
・
和
・
輪
…
）》
↓
「
わ
」

《
和
語
》
＋
《
一
字
（
輪
）》　　
　

↓
「
わ
」

　

ま
ず
、
殆
ど
の
規
則
の
中
に
《
字
音
》《
和
語
》
と
い
う
〈
音
訓
〉
の
条
件

が
明
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
例
外
は
、
イ
《
ふ
通
》
↓
「
ひ
」、

オ
《
大
・
御
・
多
の
字
》
＋
〜
↓
「
ほ
」、
オ
《
て
に
は
》
↓
「
を
」、
エ
《
ふ

通
》
↓
「
へ
」、
エ
《
語
中
》
↓
「
へ
」、
ウ
の
《
入
声
》
↓
「
ふ
」
の
六
つ

（
右
に
は
（　

）
を
付
け
て
和
語
・
字
音
の
別
を
語
例
か
ら
判
断
し
て
示
し
た

も
の
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
イ
・
エ
の
《
ふ
通
》
は
活
用
語
尾
に
つ
い
て
の
こ

と
な
の
で
和
語
、
エ
の
「
中
」
と
い
う
位
置
は
和
語
に
し
か
な
く
、「
て
に
は
」

も
当
然
和
語
で
あ
る
。《
大
・
御
・
多
の
字
》
の
場
合
は
、
列
挙
部
分
に
は

「
お
も
き
こ
え
の
下
の
か
な
」
と
あ
り
（
説
明
部
分
は
「
お
も
き
か
な
は
」）、

こ
の
「
こ
え
」
は
字
音
で
は
な
く
広
く
音
を
指
す
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
〈
音

訓
〉
の
条
件
を
示
し
て
い
な
い
が
、
語
例
「
お
ほ
ひ
也
」「
お
ほ
そ
ら
」「
お
ほ

し
」「
お
ほ
ん
め
く
み
」「
お
ほ
か
み
」
等
か
ら
や
は
り
和
語
と
す
ぐ
分
か
る
し
、

「
中
」
の
エ
と
同
じ
く
、「
下
」
の
オ
も
和
語
に
し
か
な
い
。
ウ
も
「
入
声
字
」

と
い
う
表
現
か
ら
字
音
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
切
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
皆

《
和
語
》
か
《
字
音
》
で
あ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る
た
め
、〈
音
訓
〉
を
明
示
す

る
必
要
が
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
〈
音
訓
〉
に
更
に
加
え
ら
れ
る
条
件
を
見
る
と
、
大
き
く
分
け
て
二
種
類
が

あ
る
。〈
位
置
〉
が
明
示
さ
れ
る
も
の
と
、
明
示
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
明

示
さ
れ
な
い
方
は
、（
全
て
語
末
で
あ
る
「
う
」「
ふ
」
の
《
引
音
》
も
の
を
除

く
と
）
殆
ど
が
代
わ
り
に
〈
意
味
〉
の
条
件
（《
一
字
〜
》
ま
た
は
《
〜
の

字
》）
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。〈
意
味
〉
の
条
件
に
よ
る
原
理
は
、
そ
の
語
・
字

音
が
上
に
来
て
も
下
に
き
て
も
（
複
合
語
・
熟
字
の
後
項
に
な
っ
て
も
）
そ
の

部
分
は
こ
の
仮
名
で
書
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、〈
位
置
〉
の
特
定
は
で

き
な
い
、
ど
の
位
置
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
も

の
の
う
ち
、〈
文
法
〉
の
《
て
に
は
》
な
ら
位
置
は
自
ず
と
決
ま
っ
て
し
ま
う
。

〈
発
音
〉
の
「
う
」「
ふ
」
の
《
引
音
》
も
全
て
語
末
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

〈
位
置
〉
が
自
明
の
場
合
も
明
示
さ
れ
な
い
。
残
る
《
ふ
通
》
の
「
ひ
」
と
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「
へ
」
で
も
明
示
さ
れ
な
い
の
は
、〈
相
通
〉
の
う
ち
で
《
ふ
通
》
が
最
も
分
か

り
や
す
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
二
項
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
語
例
は
第
三
節
に
示
し
た
通
り
、
一
例
を
除
き
全
て
動
詞
の
語
末
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、〈
位
置
〉
の
な
い
原
理
は
、〈
意
味
〉
の
条
件
す
な
わ
ち
位
置

に
関
わ
ら
ず
そ
の
仮
名
で
あ
る
と
い
う
も
の
と
、
そ
の
他
の
条
件
に
よ
っ
て
位

置
が
自
明
の
も
の
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
仮
名
遣
書
と
し
て
当
然
で
あ
る
が

〈
音
訓
〉
と
同
じ
く
、〈
位
置
〉
は
常
に
考
慮
さ
れ
る
条
件
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
〈
意
味
〉
の
条
件
《
一
字
〜
》
と
《
〜
の
字
》
に
よ
る
規
則
は
、

複
数
の
語
に
関
わ
る
、
す
な
わ
ち
共
通
性
を
有
す
る
語
・
字
音
が
多
く
あ
る

（《
一
字
〜
》）
か
、
特
定
の
語
が
構
成
要
素
と
な
っ
た
語
が
多
く
あ
る
（《
〜
の

字
》）
と
い
う
点
で
、
複
数
に
わ
た
る
規
則
性
が
あ
る
（
そ
の
た
め
、
列
挙
さ

れ
説
明
も
加
え
ら
れ
る
）
と
は
言
え
る
が
、
結
局
は
一
語
ず
つ
一
字
ず
つ
覚
え

る
必
要
の
生
じ
る
も
の
で
あ
る
（《
〜
の
字
》
の
方
は
以
上
に
挙
げ
た
字
の
語

だ
け
で
あ
る
か
ら
数
は
少
な
い
が
）。〈
文
法
〉
も
助
詞
「
を
」
一
語
で
あ
る
が

同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
、〈
意
味
〉〈
文
法
〉
以
外
の
条
件
に
よ
る
規
則
を
、
字

音
と
和
語
を
分
け
る
な
ど
し
て
示
し
直
し
て
み
る
（
先
ほ
ど
は
、
直
接
の
記
述

は
な
く
語
例
か
ら
判
断
し
た
た
め
付
し
た
（　

）
も
、
こ
こ
で
は
簡
潔
に
示
す

た
め
省
く
）。

字
音

　

イ《
語
頭
》　　
　

 

↓
「
ゐ
」

　
　
　
《
語
末
》
↓
「
い
」

　

ウ
の
《
引
音
》

　
　
　
《
語
末
》
＋
《
平
上
去
声
》
↓
「
う
」

　
　
　
《
語
末
》
＋
《
入
声
》　　

 

↓
「
ふ
」

　

エ《
語
頭
》
↓
「
え
」

　

オ《
語
頭
》
＋
《
重
》
↓
「
お
」

《
語
頭
》
＋
《
軽
》
↓
「
を
」

和
語

　

ワ《
語
頭
》　　
　
　
　
　
　

↓
「
わ
」

　
　
　
《
語
中
》《
語
末
》
↓
「
は
」

　

イ《
語
頭
》　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
「
い
」

　
　
　
《
語
中
》《
語
末
》
＋
《
き
通
》
↓
「
い
」

　
　
　
《
語
中
》《
語
末
》
＋
《
ふ
通
》
↓
「
ひ
」

　
　
　
《
語
中
》《
語
末
》
＋
《
×
通
》
↓
「
ゐ
」

　
　
　
《
語
中
》《
語
末
》
＋
《
×
通
》
↓
「
ひ
」

　

ウ　
　
　
　
　

 
《
引
音
》
＋
《
き
く
通
》
↓
「
う
」
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《
引
音
》
＋
《
へ
ひ
通
》
↓
「
ふ
」

　

エ《
語
頭
》　　
　
　
　
　
　
　
　

↓
「
ゑ
」

　
　
　
《
語
中
》　　
　
　
　
　

↓
「
へ
」

　
　
　
　
　
　
《
語
末
》
＋
《
ふ
通
》　 

↓
「
へ
」

　
　
　
　
　
　
《
語
末
》
＋
《
ゆ
通
》　 

↓
「
え
」

　
　
　
　
　
　
《
語
末
》
＋
《
×
ゆ
通
》
↓
「
ゑ
」

　

オ《
語
頭
》　　
　
　
　
　
　

＋
《
重
》
↓
「
お
」

《
語
頭
》　　
　
　
　
　
　

＋
《
軽
》
↓
「
を
」

　
　
　
《
語
中
》《
語
末
》
＋
《
重
》
↓
「
ほ
」

　
　
　
《
語
中
》《
語
末
》
＋
《
軽
》
↓
「
を
」

　

こ
れ
を
見
る
と
、
ま
ず
〈
音
訓
〉
と
〈
位
置
〉
の
判
別
の
み
で
仮
名
が
決

ま
っ
て
し
ま
う
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
字
音
の
、
語
頭

「
ゐ
」
語
末
「
い
」、
語
頭
「
え
」、
和
語
の
、
語
頭
「
わ
」
語
中
語
末
「
は
」、

語
頭
「
い
」、
語
頭
「
ゑ
」
語
中
「
へ
」
な
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ほ

か
に
、
右
に
は
省
い
た
「
一
字
の
〜
」「
〜
の
字
」
と
い
う
規
則
が
あ
る
か
ら
、

実
際
に
は
、「
井
」「
居
」「
猪
」
や
「
江
」「
枝
」「
得
」
な
ど
か
ら
和
語
の
語

頭
「
ゐ
」
や
語
頭
「
え
」
が
書
か
れ
る
場
合
が
で
て
き
た
り
、
字
音
の
「
恵
」

「
会
」「
衛
」
な
ど
か
ら
字
音
の
語
頭
「
ゑ
」
が
で
て
き
た
り
は
す
る
が
、
基
本

的
に
は
か
な
り
単
純
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
は
、

一
説
は
ぬ
る
音
に
ゐ
の
字
を
か
く
院ゐ
ん

隠ゐ
ん

印ゐ
ん

な
と
の
類
也
と
い
へ
り
さ
れ
と

そ
れ
に
か
き
ら
す
音
の
上
は
皆
ゐ
の
字
を
か
く
へ
し
（
六
ウ
）

と
い
う
記
述
な
ど
に
も
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
字
音
の
語
頭
は
全

て
「
ゐ
」
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
規
則
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
仮
名
遣
い

や
伝
統
的
な
仮
名
遣
い
（
定
家
仮
名
遣
い
や
、
そ
の
後
の
定
家
流
の
仮
名
遣
い

な
ど
）
で
は
、
右
の
よ
う
に
字
音
の
語
頭
が
「
ゐ
」
に
限
定
さ
れ
た
り
、
和
語

の
語
頭
が
「
ゑ
」
に
限
定
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
仮
名
遣
い
の
単
純
化

は
、
先
行
の
仮
名
遣
書
か
ら
も
窺
わ
れ
る
傾
向
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
単
純
化

は
そ
れ
を
一
層
す
す
め
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
〈
音
訓
〉
と
〈
位
置
〉
の
条
件
だ
け
で
は
、
一
つ
の
仮
名
に
定
ま
ら
な
い
場

合
も
当
然
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
持
ち
出
さ
れ
る
条
件
が
〈
相
通
〉
と

〈
軽
重
〉
で
あ
る
。「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
と
「
え
」「
へ
」「
ゑ
」
の
よ
う
に
〈
相

通
〉
の
条
件
が
設
定
で
き
る
箇
所
は
〈
相
通
〉
の
条
件
に
よ
っ
て
仮
名
が
決
ま

り
、「
お
」「
ほ
」「
を
」
の
よ
う
に
〈
相
通
〉
の
条
件
が
設
定
で
き
な
い
箇
所

は
〈
軽
重
〉
の
条
件
に
よ
っ
て
仮
名
が
決
ま
る
。〈
軽
重
〉
よ
り
も
〈
相
通
〉

の
方
が
優
先
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、〈
軽
重
〉
は
、
他
の
条
件
で
は
区
別
で
き
な
い
場
合
に
持
ち

出
さ
れ
る
条
件
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
お
」「
ほ
」「
を
」
に
関
し
て
は
右

に
示
し
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
が
、「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
に
つ
い
て
も
、
右
に

は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
条
の
最
初
に
全
般
的
特
徴
の
記
述

が
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
納
得
で
き
る
。
こ
の
三
つ
の
書
き
分
け
は
、

右
に
見
る
通
り
、（「
一
字
の
〜
」
の
類
の
例
外
は
あ
る
が
）
和
語
の
語
中
語
末
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以
外
は
〈
音
訓
〉〈
位
置
〉
の
条
件
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
和
語
の
語
中
・
語
末

は
、「
き
」
に
「
か
よ
ふ
」
も
の
は
「
い
」（
五
オ
）、「
ふ
」
に
「
か
よ
ふ
」
も

の
は
「
ひ
」（
八
オ
）、「
か
よ
は
ぬ
」
も
の
は
「
ゐ
」（
七
オ
）
と
な
る
こ
と
、

右
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
最
後
の
「
か
よ
は
ぬ
」
も
の
の
中
に
「
ひ
」
で

書
く
も
の
（
七
ウ
・
八
オ
）
も
あ
る
。
右
に
二
つ
の
《
×
通
》（「
ひ
」
の
方
は

語
例
か
ら
の
判
断
な
の
で
本
来
は
先
に
示
し
た
よ
う
に
（　

）
に
入
れ
る
べ
き

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
）
が
あ
っ
て
二
つ
の
仮
名
「
ゐ
」
と
「
ひ
」
が
あ
る
と
い

う
点
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
を
更
に
書
き
分
け
る
た
め
に
〈
軽
重
〉
の

条
件
が
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
語
例
を
見
る
と
、「
ゐ
」
は
「
く
ら
ゐ
」

「
く
れ
な
ゐ
」「
に
ゐ
ま
く
ら
」「
つ
ゐ
に
」「
さ
け
を
し
ゐ
る
」
等
で
あ
り
、

「
ひ
」
は
「
あ
ふ
ひ
」「
う
く
ひ
す
」「
く
ひ
な
」「
よ
ろ
ひ
」「
恋コ
ヒ

」「
あ
た
ひ
」

「
た
ま
し
ひ
」
等
で
あ
る
。
単
純
化
に
徹
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
ひ
」
は
《
ふ

通
》
に
用
い
ら
れ
る
仮
名
で
あ
る
か
ら
、《
×
通
》
は
「
ゐ
」
に
限
定
で
き
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
慣
用
的
に
「
ひ
」
で
書
か
れ
て
き
た
語
を

「
ゐ
」
で
書
く
よ
う
な
主
張
は
現
実
的
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
慣
用
表
記
の

区
別
を
説
明
す
る
た
め
に
以
前
か
ら
仮
名
遣
書
に
見
ら
れ
た
〈
軽
重
〉
が
持
ち

出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。（「
ゐ
」
に
関
し
て
は
、
三
条
西
実
条
『
仮
名
遣
近

道
』（
寛
永
二
年
奥
書
）
に
「
お
も
き
事
に
遣
ふ
也
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。）

「
ゐ
」
は
（
当
時
と
し
て
は
）
活
用
に
関
わ
ら
な
い
仮
名
で
あ
っ
た
。

　
「
お
」「
ほ
」「
を
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、〈
音
訓
〉〈
位
置
〉
更
に

〈
相
通
〉
で
は
説
明
で
き
な
い
、
語
頭
の
「
お
」
と
「
を
」
の
書
き
分
け
、
語

中
語
末
の
「
ほ
」
と
「
を
」
の
書
き
分
け
の
説
明
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
語

頭
の
「
お
」
と
「
を
」
の
区
別
は
、
本
来
の
定
家
仮
名
遣
い
は
別
と
し
て
、

ず
っ
と
〈
意
味
〉
を
根
拠
に
し
て
き
た
も
の
、
す
な
わ
ち
語
ご
と
に
覚
え
る
し

か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
先
行
の
仮
名
遣
書
に
見
ら
れ
る
、「
小
」

の
字
は
「
を
」、「
大
」
の
字
は
「
お
」
と
い
う
規
則
を
受
け
継
ぎ
、
本
書
で
は

「
御
」「
多
」
に
ま
で
広
げ
て
は
い
る
が
、
共
通
性
を
見
出
せ
る
の
は
こ
れ
く
ら

い
ま
で
で
あ
り
、
法
則
的
な
も
の
を
呈
示
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
先
に
連
想
を

推
測
し
た
よ
う
に
、「
ゐ
」「
ひ
」
の
相
通
し
な
い
・
す
る
、「
お
」「
を
」
の

大
・
小
が
、
強
・
弱
、
重
・
軽
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
既
に

用
い
ら
れ
て
い
た
軽
重
の
考
え
方
を
、
本
書
で
も
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

語
中
語
末
の
「
ほ
」「
を
」
も
、
や
は
り
〈
相
通
〉
を
条
件
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
「
小
」
と
「
軽
」
が
う
ま
く
結
び
つ
き
、

更
に
、「
お
」
が
、
第
二
節
に
示
し
た
条
の
最
後
の
「
○
凡
お
く
の
お
の
字
下

に
か
く
へ
か
ら
す
中
に
も
か
ゝ
ず
」
と
い
う
記
述
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
語
中

語
末
に
は
用
い
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
ほ
」
を
「
重
」
と
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
と
「
お
」「
ほ
」「
を
」
に
は
、〈
音

訓
〉〈
位
置
〉〈
相
通
〉
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
部
分
が
あ
っ
た
た
め
、〈
軽

重
〉
に
よ
る
区
別
が
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
だ
か
ら
こ
そ

〈
軽
重
〉
の
記
述
は
「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
と
「
お
」「
ほ
」「
を
」
に
だ
け
見
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、「
う
」「
ふ
」
の
語
末
は
、「
平
上
去
の
三
声
」
か
「
入
声
字
」
か
に

よ
っ
て
「
う
」
と
「
ふ
」
を
書
き
分
け
る
。
こ
の
区
別
は
、（『
仮
名
文
字
遣
』

で
は
な
く
）『
後
普
光
園
院
御
抄
』
な
ど
こ
の
種
の
仮
名
遣
書
で
説
か
れ
て
き

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
）
14
（
り
伝
統
的
な
規
則
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
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表
記
の
実
態
を
見
る
と
、こ
れ
も
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
字
音
「
う
」

和
語
「
ふ
」
と
い
う
単
純
化
さ
れ
た
書
き
分
け
が
行
わ
れ
て
い
）
15
（
る
。
実
用
性
か

ら
す
れ
ば
単
純
な
方
が
よ
い
が
、
既
に
触
れ
た
通
り
安
田
（
一
九
九
四
）
の
指

摘
す
る
「
故
実
仮
名
遣
」
を
も
示
す
と
い
う
本
書
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
こ
の

種
の
伝
統
に
は
従
う
の
で
あ
ろ
う
し
、
入
声
字
が
分
か
れ
ば
規
則
的
に
書
き
分

け
ら
れ
る
と
い
う
点
を
見
れ
ば
、
本
書
の
姿
勢
に
反
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
も

言
え
る
。

　

規
則
に
例
外
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
採
用
し
な
い
と
い
う
態
度
も

顕
著
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
先
行
の
仮
名
遣
書
に
お
い
て
は
、
は
ね
る
音
の

漢
字
の
訓
は
「
ほ
」
で
書
く
と
い
う
規
則
が
諸
書
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
規
則

に
つ
い
て
本
書
で
は
、

一
説
に
音
を
は
ぬ
る
字
に
ほ
の
字
を
か
く
と
い
へ
と
も
そ
れ
ハ
か
き
る
べ

か
ら
す
操み
さ
ほ

氷こ
ほ
り

滞
と
ゝ
こ
ほ
る

通と
ほ
る

な
と
の
類
ハ
は
ぬ
る
音
に
あ
ら
さ
れ
と
も
ほ
の

字
を
用
ゆ
（
十
オ
・
ウ
）

と
述
べ
、
こ
の
規
則
を
採
用
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
態
度
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

活
用
が
主
と
な
る
〈
相
通
〉
や
、〈
位
置
〉
は
見
て
す
ぐ
に
確
実
に
分
か
る
条

件
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
や
は
り
優
先
的
に
使
わ
れ
る
条
件
と
な
る
。「
ふ
」
に

「
か
よ
ふ
」
の
は
「
へ
」
と
い
う
規
則
か
ら
は
、
例
外
に
見
え
る
（
実
際
に
は
、

《
ふ
通
》
↓
「
へ
」
と
は
す
る
も
の
の
、「
へ
」
は
《
ふ
通
》
に
限
る
と
は
述
べ

て
い
な
い
か
ら
、
例
外
で
は
な
い
が
、〈
相
通
〉
と
関
わ
る
仮
名
は
〈
相
通
〉

箇
所
に
限
ら
れ
る
意
識
が
生
じ
や
す
い
た
め
で
あ
ろ
う
）《
語
中
》
↓
「
へ
」

の
規
則
を
記
す
と
こ
ろ
に
、

是
等
の
ふ
に
か
よ
は
ぬ
か
な
も
中
に
ハ
へ
の
字
用
ゆ
へ
し
（
十
八
オ
）

と
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
世
初
期
の
作
品
類
の
表
記
の
実
態
を
見
る
と
、
語
中
・
語
末

の
仮
名
遣
い
に
は
か
な
り
共
通
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
語
頭
の
表
記
、

特
に
「
お
」「
を
」
の
仮
名
遣
い
は
、
も
ち
ろ
ん
「
お
も
ふ
」
の
よ
う
に
頻
出

す
る
語
の
表
記
は
共
通
だ
が
、
本
に
よ
っ
て
「
お
」
で
書
い
た
り
「
を
」
で
書

い
た
り
と
い
う
語
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
語
頭
は
活
用
の
よ
う
な
法
則
的
な
説

明
が
で
き
ず
、
意
味
に
よ
る
区
別
を
す
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
書
で
は

こ
の
点
を
法
則
的
に
し
よ
う
と
し
て
か
〈
軽
重
〉
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
一
語

一
語
の
問
題
と
せ
ず
、
法
則
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
態
度
の
表
れ
と
見
ら
れ
る

が
、〈
音
訓
〉〈
位
置
〉〈
相
通
〉
の
よ
う
な
明
確
さ
は
な
い
こ
と
、
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
か
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
お
」
の
条
の
説
明
部
分
の
項
目
「
の
と
よ
り
い
つ
る
お
も
き
よ
み
こ
ゑ
の
上

の
字
と
ハ
」
の
と
こ
ろ
に
、「
お
ほ
や
け　

お
ほ
し
多　

お
ふ
る
生　

お
ほ
か

み
狼　

…　

翁お
う　

応お
う

」（
十
五
オ
）
な
ど
を
挙
げ
、
ま
た
「
大
の
字
御
の
字
付

け
た
る
も
じ
ハ　

お
ほ
い
な
り　

お
ほ
よ
そ　

お
ほ
き
み　

…　

お
ほ
ん
べ
」

な
ど
を
挙
げ
た
後
に
、

此
外
ハ
上
に
あ
る
か
な
に
ハ
中
の
を
お
く
の
お
通
用
し
て
も
く
る
し
か
ら

ず
必
か
ゝ
は
る
へ
か
ら
ず
と
或
先
達
の
人
い
へ
る
由
聞
伝
え
侍
へ
る
ま
こ

と
に
理
さ
も
あ
る
へ
き
事
也
し
か
る
に
先
輩
の
人
中
の
を
お
く
の
お
わ
か

ち
用
る
事
か
ゝ
は
り
て
其
こ
と
わ
り
あ
き
ら
か
な
ら
ず
ま
き
ら
ハ
し
く
て

後
人
の
ま
よ
ひ
と
な
る
大
や
う
右
に
い
へ
る
こ
と
わ
り
を
以
お
し
て
し
る

へ
し
こ
と
は
り
な
き
に
し
ゐ
て
定
む
る
ハ
ひ
か
事
な
る
へ
し
（
十
六
オ
・

ウ
）
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と
記
す
の
で
あ
る
。「
こ
と
わ
り
」
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、「
こ
と
わ
り
」
の

な
い
場
合
に
強
い
て
規
則
を
設
け
る
こ
と
を
よ
く
な
い
こ
と
と
し
、
間
違
え
て

は
い
け
な
い
覚
え
る
べ
き
語
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
は
「
お
」「
を
」
ど

ち
ら
で
も
よ
い
と
許
容
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
本
書
の
大
き
な
特
徴
と
言
え
よ

う
。

　

右
の
語
頭
の
「
お
」「
を
」
は
、〈
軽
重
〉
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
り
、
何
回
か
繰
り
返
し
て
「
お
」「
ほ
」
は
重
く
「
を
」
は
軽
い
こ
と

を
述
べ
て
い
る
の
に
、
特
定
語
・
字
音
以
外
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
軽
重
の
重
要
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
結
局
は
一
部
の
語
だ
け
覚

え
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
許
容
は
、「
え
」「
ゑ
」
の
条
に
も
見
ら
れ
る
。「
え
」
の
説
明

部
分
の
項
目
「
音
の
か
し
ら
と
ハ
」
と
、「
ゑ
」
の
列
挙
部
分
の
終
わ
り
に
、

但
音
の
上
ハ
大
や
う
え
ゑ
通
用
す
へ
し
（
十
九
オ
）

上
に
か
く
に
ハ
音
も
訓
も
大
や
う　

え
ゑ
通
用
す
へ
し
（
十
九
ウ
・
二
十

オ
）

と
記
し
、
語
頭
の
エ
も
「
え
」「
ゑ
」
ど
ち
ら
で
も
よ
い
旨
を
述
べ
る
。
こ
こ

も
、
ど
ち
ら
か
に
限
定
す
る
条
件
が
見
出
せ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た

こ
の
「
え
」「
ゑ
」
で
は
〈
軽
重
〉
を
持
ち
出
す
こ
と
も
し
て
い
な
い
。

　

更
に
、
既
に
触
れ
た
が
「
い
」・「
ひ
」・「
ゐ
」
で
は
そ
れ
ぞ
れ
軽
・
最
軽
・

重
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
三
つ
の
区
別
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
先
に

引
用
し
た
よ
う
に
、「
音
の
末
」
が
「
い
」
で
、「
よ
み
の
末
」
が
「
ひ
」
で
あ

る
こ
と
と
、「
音
の
末
」
よ
り
「
よ
み
の
末
」
が
「
よ
は
し
」
と
い
う
こ
と
と

が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
仮
名
の
書
き
分
け
に
お
い
て
は
、「
音
」
が

「
い
」
で
、「
よ
み
」
が
「
ひ
」
と
い
う
原
理
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
軽
・
最
軽

の
区
別
は
不
要
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、〈
軽
重
〉
は
、
冒
頭
に
「
三
要
」
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
、

「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」
と
「
を
」
の
条
の
最
初
に
述
べ
ら
れ
、
説
明
部
分
に
も
何

度
か
繰
り
返
さ
れ
る
条
件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
名
の
決
定
に
当
た
っ

て
は
、
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
い
。
伝
統
的
な
説
明
を
採
用
し
た
も
の
の
、
他

の
条
件
の
よ
う
な
明
確
さ
に
欠
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
他
の
条
件
を
示
す
項
目

名
が
簡
潔
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
軽
重
〉
の
関
わ
る
項
目
名
は
、
単
に
「
お
も

き
」「
か
ろ
き
」
等
で
済
ま
せ
ず
、「
大
の
字
御
の
字
多
の
字
付
た
る
お
も
き
こ

え
」
と
か
「
の
と
よ
り
い
つ
る
お
も
き
よ
み
こ
ゑ
の
上
の
字
こ
と
に
大
の
字
と

御
の
字
の
付
た
る
字　

是
も
お
も
き
か
な
な
り
」
の
よ
う
に
他
と
比
べ
て
冗
長

に
な
っ
て
い
る
点
が
目
立
つ
の
も
、
明
確
で
は
な
い
た
め
に
代
表
的
な
語
を
掲

げ
て
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

　

本
書
の
仮
名
遣
い
規
則
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、「
よ
み
（
訓
）」
か
「
こ
ゑ
（
音
）」
か
と
い
う
和
語
と
字
音
の
区
別

が
重
要
で
あ
る
。
更
に
、
位
置
を
限
定
す
る
も
の
と
、
特
定
の
種
類
の
語
・
字

音
群
を
限
定
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

特
定
語
を
示
す
も
の
に
は
、「
一
字
の
（「
よ
み
」
ま
た
は
「
こ
ゑ
」）」
と
し

て
共
通
性
（
同
音
）
を
有
す
る
種
々
の
一
拍
語
・
一
拍
字
音
を
覚
え
さ
せ
る
も

の
と
、「
Ｘ
の
字
」
と
し
て
漢
字
「
Ｘ
」
で
書
か
れ
る
語
お
よ
び
そ
の
複
合
語

（
語
源
関
連
を
含
む
）
を
識
別
さ
せ
る
も
の
と
が
あ
る
。
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位
置
を
限
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
節
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ま
と

め
る
と
、

　

字
音
の
場
合

語
頭
ワ
は
「
わ
」

語
頭
イ
は
「
ゐ
」　　

語
末
イ
は
「
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　

 
語
末
の
引
き
音
は
、
平
上
去
声
「
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

入
声
「
ふ
」

語
頭
エ
は
「
え
」

語
頭
オ
は
、
重
「
お
」

　
　
　
　
　

軽
「
を
」

　

和
語
の
場
合

語
頭
ワ
は
「
わ
」　　

語
中
・
語
末
ワ
は
「
は
」

語
頭
イ
は
「
い
」　　

語
中
・
語
末
イ
は
、「
き
」
に
通
う
「
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
ふ
」
に
通
う
「
ひ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
わ
ぬ
「
ゐ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
以
外
に
「
ひ
」
の
語
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　

 

語
中
・
語
末
の
「
引
音
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
き
・
く
」
に
通
う
「
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
へ
・
ひ
」
に
通
う
「
ふ
」

語
頭
エ
は
「
ゑ
」　　

語
中
エ
は
「
へ
」

 

語
末
エ
は
、「
ふ
」
に
通
う
「
へ
」　

 

　
　
　
　
　
「
ゆ
」
に
通
う
「
え
」　

 

　
　
　
　
　
「
ゆ
」
に
通
わ
ぬ
「
ゑ
」

語
頭
オ
は
、
重
「
お
」　　

語
中
・
語
末
オ
は
、
重
「
ほ
」

　
　
　
　
　

軽
「
を
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　

軽
「
を
」

と
な
る
。
た
だ
し
、
先
ほ
ど
分
け
た
特
定
の
語
・
字
音
は
右
の
規
則
と
異
な
る

仮
名
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　

冒
頭
の
「
三
要
」
や
、「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」「
を
」
な
ど
の
最
初
の
全
般
的
特

徴
の
記
述
以
外
は
、
仮
名
の
使
用
箇
所
を
特
に
系
統
立
て
る
こ
と
も
な
く
列
挙

し
、
そ
の
項
目
ご
と
に
説
明
を
す
る
と
い
う
、
一
見
雑
然
と
し
た
記
述
が
続
く

が
、
主
張
さ
れ
て
い
る
規
則
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
、
当
時
と
し

て
は
か
な
り
単
純
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
反
対
に
、
右
の
四
つ
の

条
の
最
初
の
記
述
は
、
軽
重
を
用
い
て
各
仮
名
の
特
徴
を
端
的
に
述
べ
て
い
る

よ
う
に
一
見
思
え
る
が
、
実
は
軽
重
は
仮
名
の
書
き
分
け
に
、（
特
に
「
い
」

「
ひ
」「
ゐ
」
に
関
し
て
は
）
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
軽
重
が
重
要
と
な
る
は
ず

の
オ
音
の
仮
名
遣
い
も
、
語
頭
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
語

中
・
語
末
は
「
大
・
御
・
多
」
関
係
と
単
独
ホ
音
字
（
穂
・
保
な
ど
）
関
係
を

「
ほ
」
と
心
得
れ
ば
、
あ
と
は
特
徴
的
な
語
を
覚
え
れ
ば
事
足
り
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
、
一
見
、
軽
重
が
重
要
に
見
え
る
も
の
の
（
そ
の
よ
う
な
記
述
が

目
立
つ
も
の
の
）
実
は
あ
ま
り
注
意
を
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

　

一
方
、
音
訓
の
別
は
、
当
時
仮
名
遣
い
に
注
意
を
払
お
う
と
す
る
人
に
と
っ

て
は
自
明
の
知
識
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
し
、
位
置
は
語
の
区
切
り
が
分
か
れ

ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
比
べ
る
と
、
活
用
・
相
通
は
あ
る
程
度
の
知

識
が
必
要
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
開
合
、
軽
重
と
と
も
に
相
通
が
「
三
要
」

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
見
て
す
ぐ
分
か
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
学
ば
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
軽
重
に
比
べ

て
分
か
り
や
す
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、「
い
」「
ひ
」「
ゐ
」、「
え
」

「
へ
」「
ゑ
」
の
書
き
分
け
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
五
十
音
図
等
も
示
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
る
規
則
は
納
得
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
。

　

ま
た
、
相
通
も
そ
う
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
〜
の
字
」
と
し
て

特
定
の
語
を
取
り
上
げ
る
場
合
は
語
源
的
に
関
係
あ
り
と
す
る
も
の
も
含
め
る

し
、「
す
ゑ
」
の
後
に
「
ゆ
く
ゑ
」
と
し
て
「
行
末
の
略
な
り
」
な
ど
と
す
る

記
述
が
散
見
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
著
者
の
学
問
と
の
関
連
が
窺
わ
れ
る
。
仮
名

遣
書
の
伝
統
で
も
あ
る
が
、
な
る
べ
く
関
連
性
を
見
出
し
て
法
則
的
な
こ
と
に

結
び
付
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

今
回
は
、
以
上
の
よ
う
に
本
書
の
仮
名
遣
い
規
則
を
ま
と
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
た
め
、
形
式
・
構
成
等
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
記
述
す
る
に
と
ど
め

た
。
先
行
の
仮
名
遣
書
の
影
響
や
形
式
・
構
成
に
ど
の
よ
う
な
独
自
性
・
利
点

が
あ
る
）
16
（
か
等
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
個
々
の

語
の
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
点
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

も
別
の
機
会
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
今
回
仮
名
遣
い
規
則
を
探
っ
た
と

こ
ろ
、
他
に
比
べ
て
単
純
化
・
法
則
化
の
進
ん
だ
部
分
が
見
ら
れ
る
点
、
軽
重

の
記
述
は
目
立
つ
も
の
の
実
は
あ
ま
り
書
き
分
け
に
関
与
し
な
い
点
、
理
由
付

け
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
無
理
な
主
張
を
し
な
い
点
な
ど
の
特
徴
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
こ
と
が
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た

理
由
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注
1　

亀
田
（
一
九
三
四
）
は
、「「
仮
名
遣
問
答
抄
」（
寛
保
元
年
刊
）
は
本
書
（
こ
の
書

で
は
「
或
書
」
と
し
て
書
名
を
明
示
し
て
ゐ
な
い
）
は
当
時
の
仮
名
遣
書
中
、
最
も

秀
で
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
世
人
の
た
め
に
そ
の
書
の
非
の
あ
る
と
こ
ろ
を
指
摘
す

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
所
々
に
本
書
の
説
を
引
い
て
こ
れ
に
反
駁
を
加
へ
て
ゐ
る
。

本
書
は
、
又
、
文
雄
の
「
和
字
大
観
抄
」（
別
項
）
に
も
相
当
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
」
と
記
す
。
ま
た
木
枝
（
一
九
九
三
）
に
も
、「
本
書
が
当
時
刊
行

の
仮
名
遣
書
と
し
て
有
力
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
服
部
誾
笑
が
そ

の
著
「
仮
名
遣
問
答
抄
」
で
、
本
書
の
説
を
反
駁
論
破
す
る
に
当
り
「
秀
た
る
書
」

と
指
し
て
ゐ
る
の
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
。

2　

久
保
田
（
一
九
八
六
）
に
お
い
て
、『
醒
睡
笑
』
の
寛
永
版
で
「
い
へ
」
と
な
っ
て

い
る
箇
所
が
、
仮
名
遣
い
規
範
意
識
の
強
い
万
治
版
で
「
い
ゑ
」
に
改
変
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
当
時
の
他
の
作
品
の
板
本
に
も
幾
つ
か
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
報
告

し
た
。
久
保
田
（
二
〇
〇
一
）
の
調
査
で
も
、『
東
海
道
名
所
記
』
に
見
ら
れ
る
「
家
」

の
仮
名
遣
い
は
4
例
と
も
が
「
い
ゑ
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
「
い
ゑ
」

は
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
表
記
で
あ
る
。

3　

久
保
田
（
二
〇
〇
一
）
で
は
、
他
文
献
の
調
査
を
行
っ
た
先
行
研
究
お
い
て
「
言

へ
」
と
の
区
別
に
よ
る
か
と
い
う
推
測
が
あ
り
、
そ
れ
が
当
て
は
ま
る
か
と
考
え
た
。

し
か
し
『
和
字
解
』
の
記
述
か
ら
、
語
末
で
「
か
よ
は
ぬ
」
も
の
は
「
ゑ
」
と
い
う

意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
、
江
戸
時
代
初
期
の
文
献
に
関
し
て
は
、
よ
い
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、「
ゐ
」
に
つ
い
て
は
、
一
条
兼
良
『
仮
名
遣
近
道
』
に
「
一
方
に
い

ひ
つ
め
て
あ
ま
た
に
か
よ
は
ぬ
字
は
み
な
中
の
ゐ
也
」
と
あ
り
、
牡
丹
花
肖
柏
『
仮

名
仕
近
道
之
事
』（
明
暦
三
年
刊
）
に
「
ひ
ゝ
き
あ
ま
た
に
か
よ
は
す
た
ゝ
ひ
と
り
品

に
よ
む
は
中
の
ゐ
な
る
へ
し
く
れ
な
ゐ
く
れ
な
ふ
と
も
よ
ま
さ
る
に
依
て
中
の
ゐ
を

書
な
る
へ
し
」
と
あ
る
な
ど
、
先
行
の
仮
名
遣
書
に
、
通
わ
な
い
こ
と
を
根
拠
に

「
ゐ
」
表
記
を
指
示
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
島
田
（
一
九
六
六
）
は
、

「「
一
方
に
い
ひ
つ
め
て
」
は
語
形
が
一
つ
の
み
な
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
」「
く
れ
な

ゐ
こ
れ
な
ふ
と
活
用
し
な
い
か
ら
「
ゐ
」
を
書
く
と
ま
で
は
従
前
の
諸
書
に
言
わ
な

か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
活
用
し
な
い
こ
と
を
根
拠
に
す
る
傾
向
が
強

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。「
ゑ
」
に
つ
い
て
は
、
三
条
西
実
条
『
仮
名
遣
近

道
』（
寛
永
二
年
奥
書
）
に
「
お
も
き
は
ゑ
也
か
ろ
き
は
え
也
」「
お
く
の
ゑ
は
下
の
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ひ
ゝ
か
ぬ
時
な
れ
や
こ
ゑ
す
ゑ
行
ゑ
ひ
や
う
ゑ
さ
ゑ
も
ん
」
な
ど
の
記
述
は
あ
る
が
、

『
和
字
解
』
の
「
此
類
皆
ゆ
に
か
よ
は
ぬ
か
な
也
ゑ
の
字
を
か
く
へ
し
」
と
い
う
記
述

の
方
が
は
る
か
に
分
か
り
や
す
い
と
言
え
る
。

4　

島
田
（
一
九
六
六
）
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
、
二
条
良
基
『
後
普
光
園
院
御
抄
』、

蜷
川
智
蘊
『
仮
名
仕
』、
一
条
兼
良
『
仮
名
遣
近
道
』、
牡
丹
花
肖
柏
『
仮
名
仕
近
道

之
事
』、
三
条
西
実
隆
『
仮
名
遣
極
意
』『
仮
名
遣
捷
径
集
』『
仮
名
遣
九
折
』
を
、
こ

の
よ
う
に
示
す
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
今
野
（
一
九
九
六
ｂ
）
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
著
者
・
成
立
年
代
等
、
確
定
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
便
宜
的
に

従
来
の
示
し
方
を
し
て
お
く
。

5　
『
和
字
解
』
の
刊
年
に
つ
い
て
、
各
種
辞
典
は
、『
日
本
文
学
大
辞
典
』（
亀
田
次

郎
）
は
「
元
禄
十
二
年
の
自
序
が
あ
る
。
同
年
出
版
か
」、『
国
語
学
研
究
事
典
』（
蜂

谷
清
人
）
は
「
元
文
六
年
（
一
七
四
一
）
刊
行
」、『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
遠
藤

和
夫
）
は
「
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
刊
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
が
、『
国
語
学
研
究
事
典
』（『
日
本
語
学
研
究
事
典
』
も
全
く
同
じ
内
容
）
と
『
日

本
古
典
文
学
大
辞
典
』
の
刊
年
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
と
言
え
る
。

6　

初
版
で
は
「
あ
う
み
と
は
あ
ハ
う
み
也
あ
ハ
う
み
と
は
水
う
み
の
事
也
遠
江
も
と

を
た
う
み
と
か
く
へ
し
遠
江
と
ハ
と
を
つ
あ
ハ
う
み
也
」（
二
十
三
ウ
）
と
し
た
後
、

「
つ
あ
の
か
へ
し
ハ
た
也
あ
ハ
の
返
し
ハ
あ
也
と
を
つ
あ
は
う
み
と
い
ふ
へ
き
を
か
へ

し
音
に
よ
り
て
と
を
た
う
み
と
云
」（
二
十
四
オ
）
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
は
元
文

二
年
版
も
同
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
遠
江
も
と
を
た
う
み
」
と
す
る
点
や
、

「
あ
ハ
の
返
し
は
あ
也
」
と
あ
っ
て
「
近
江
」
の
場
合
も
「
あ
は
↓
あ
」
と
な
れ
ば

「
あ
う
み
」
と
な
る
説
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
元
文
二
年
版
の
「
あ
ふ

み
」
は
合
わ
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
は
「
あ
ふ
み
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
れ
に
合
わ
せ
て
変
え
た
も
の
か
。
な
お
、
以
下
、
本
書
を
引
用
す
る
際
、
平
仮
名

で
は
あ
る
が
「
ハ
」
の
形
の
字
体
の
も
の
を
こ
の
よ
う
に
「
ハ
」
で
表
す
こ
と
に
す

る
。「
…
ハ
は
ひ
ふ
へ
ほ
の
」「
…
ハ
は
の
字
を
」
な
ど
の
場
合
の
読
み
や
す
さ
を
考

慮
し
た
た
め
で
あ
る
。

7　

木
枝
（
一
九
三
三
）
は
、「
延
享
五
年
正
月
、
大
阪
藤
屋
藤
兵
衛
の
刊
行
で
あ
る
」

と
し
、
本
来
の
本
書
で
は
な
い
、
体
裁
の
異
な
る
延
享
五
年
版
の
記
述
を
『
和
字
解
』

の
内
容
と
し
て
載
せ
て
い
る
。

8　

こ
の
あ
と
に
は
、「
東
冬
の
字
皆
と
う
と
か
く
た
う
と
ハ
か
ゝ
ず
」「
蕭
蒸
ハ
皆
せ

う
也
」「
此
六
韻
に
俗
し
た
る
平
字
…
右
六
韻
の
下
な
る
上
声
去
声
に
属
し
た
る
字
は

皆
開
く
か
な
也
」
な
ど
の
説
明
続
き
、
最
後
に
「
訓
の
開
合
の
事
」
が
あ
る
。
な
お
、

「
開
合
の
事
」
に
続
く
「
拾
遺
」
に
は
、「
上
に
書
さ
る
か
な
の
事
」
等
の
い
わ
ゆ
る

仮
名
文
字
遣
い
に
関
わ
る
条
、「
む
の
字
用
ゆ
る
か
な
の
事
」（「
梅
」
の
「
む
め
」

「
う
め
」
等
）、「
ふ
」
を
ム
と
よ
む
こ
と
等
と
さ
れ
る
仮
名
遣
い
に
関
す
る
「
へ
の
字

を
用
る
か
な
の
事
」「
ふ
の
字
用
る
か
な
の
事
」
の
二
条
、「
通
用
の
仮カ

字ナ

」（「
瓢
」

の
「
へ
う
」「
ひ
よ
う
」
等
）
の
条
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

9　

こ
れ
以
下
の
用
語
は
、
島
田
（
一
九
六
六
）
に
「
意
味
」「
文
法
」「
発
音
」
と
あ

る
の
に
従
っ
た
。

10　

こ
こ
で
は
、「
重
い
所
」「
軽
い
所
」
の
よ
う
に
「
所
」
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

「
お
も
き
」「
か
ろ
き
」
等
の
下
は
、「
い
」
で
は
「
こ
ゑ
」、「
ゐ
」
で
は
「
音
」、「
ひ
」

で
は
「
所
」、「
ほ
」
で
は
「
こ
え
」、「
お
」
で
は
「
よ
み
こ
え
」、「
を
」
で
は
全
般

特
徴
で
は
「
所
」
で
列
挙
部
は
「
よ
み
こ
ゑ
」
と
な
る
。
仮
名
遣
い
が
異
な
る
も
の

を
別
語
と
し
て
扱
え
ば
、「
所
」
は
二
つ
あ
る
も
の
の
、
殆
ど
全
て
異
な
る
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
。（
更
に
「
ほ
」
の
条
の
説
明
部
分
の
最
初
に
は
「
お
も
き
か
な
」

（
九
オ
）、「
を
」
の
上
の
列
挙
部
分
に
は
「
是
も
か
ろ
き
か
な
な
り
」（
十
四
オ
）
と

あ
る
。）
た
だ
し
、「
ほ
」
の
条
で
は
、
列
挙
部
分
で
は
既
に
示
し
た
よ
う
に
「
お
も

き
こ
え
」（
九
オ
）
で
あ
る
が
、
説
明
部
分
の
最
後
の
ま
と
め
の
と
こ
ろ
で
は
「
…
の

類
お
も
き
こ
ゑ
の
か
な
に
皆
ほ
の
字
か
く
へ
し
」（
九
ウ
）
と
あ
る
の
で
、「
こ
え
」

と
「
こ
ゑ
」
は
同
じ
語
と
し
て
見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
（
仮
名
遣
い
書
で
こ
の
よ
う

な
揺
れ
が
見
ら
れ
る
の
は
不
審
で
は
あ
る
が
、
他
の
語
に
も
見
ら
れ
る
）。
ま
た
、

「
を
」
の
条
に
お
い
て
も
、
列
挙
部
分
「
よ
み
こ
え
」、
説
明
部
分
「
読よ

み

音
」
と
な
っ

て
い
る
が
、こ
れ
も
当
然
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
こ
ゑ
（
こ
え
）」

「
音
」「
よ
み
こ
ゑ
（
よ
み
こ
え
・
読
音
）」「
所
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
よ
み

こ
ゑ
」
は
、「
を
」
の
条
に
お
い
て
、「
…
を
み
な
へ
し　

を
そ
し　

…　

の
類
也
」

（
十
四
ウ
）
と
訓
読
み
の
語
を
挙
げ
た
後
に
、「
音
は　

億を
く　

音を
ん

の
類
也
皆
形
体
な
く

し
て
か
ろ
き
こ
ゑ
也
」（
十
五
オ
）
と
あ
り
、「
お
」
の
条
に
お
い
て
、「
の
ど
よ
り
い

つ
る
お
も
き
よ
み
こ
ゑ
の
上
の
字
と
は
」、「
よ
み
の
か
し
ら
に
も
」「
音
の
か
し
ら
に
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も
」（
十
八
ウ
）、「
お
も
き
音
に
は
お
く
の
お
の
字
か
く
へ
し
」（
十
九
オ
）
と
あ
る

こ
と
か
ら
、「
よ
み
」
＝
訓
読
み
と
、「
こ
ゑ
」
＝
音
読
み
の
、
両
方
を
指
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
独
の
「
こ
ゑ
（
こ
え
）」「
音
」
に
「
お
も
き
」

「
か
ろ
き
」
等
の
語
が
上
に
付
い
た
場
合
も
音
読
み
の
意
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
は
な
い
。「
お
」
の
条
に
「
よ
み
」
で
も
「
音
」（
＝
音
読
み
）
で
も
「
お
も
き
音

は
お
く
の
お
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
「
音
」
に
は
訓
読
み
の
場
合
も
含
ま
れ

る
。
ま
た
、
条
の
最
初
で
全
般
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
い
」
の
「
こ
え
か
る

く
し
て
」
や
、「
ゐ
」
の
「
お
も
き
音
に
用
ゆ
」
の
、「
こ
え
」「
音
」
に
は
、
や
は
り

音
読
み
・
訓
読
み
両
方
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
す
ぐ
続
い
て
「
よ

み
の
か
し
ら
」「
こ
ゑ
の
下
」
や
「
一
字
の
訓
」「
音
の
上
」
な
ど
が
列
挙
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
に
お
け
る
「
こ
ゑ
（
こ
え
）」

「
音
」
は
と
も
に
、
音
読
み
の
意
で
も
、
単
に
音
の
意
で
も
用
い
ら
れ
る
（
現
在

「
音お

ん

」
と
い
う
語
が
、
こ
の
両
方
の
意
で
用
い
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。「
よ
み
こ

ゑ
」
と
な
っ
た
り
、「
よ
み
」
と
並
列
し
て
使
わ
れ
る
「
こ
ゑ
」
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、

音
読
み
の
意
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
点
も
、
現
在
、「
音
訓
」
と
い
う
語
や
、「
訓
で

は
…
音
で
は
…
」
と
な
れ
ば
、
単
な
る
音
で
は
な
く
音
読
み
の
意
に
限
定
さ
れ
る
の

と
全
く
同
じ
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
お
も
き
（
か
ろ
き
）
こ
ゑ
（
こ
え
・

音
）」
と
い
う
場
合
は
、
音
読
み
の
意
と
は
な
ら
ず
に
「
重
い
（
軽
い
）
音
」
の
意
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
、「
音
」
と
す
る
と
紛

ら
わ
し
い
の
で
、「
所
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
多
い
こ
と
も
考
慮
し
て
、「（
重
い
）

所
」
と
し
て
示
し
た
。
な
お
、『
国
語
学
研
究
事
典
』（『
日
本
語
学
研
究
事
典
』）
は
、

軽
重
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
軽
・
重
な
ど
発
音
の
高
低
・
強
弱
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
と
す
る
が
、
こ
の
点
の
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
。

11　

先
行
す
る
仮
名
遣
書
に
重
し
・
軽
し
の
説
明
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
木

枝
（
一
九
三
三
）
や
島
田
（
一
九
六
六
）
な
ど
に
も
指
摘
が
あ
る
が
、
本
書
の
よ
う

に
三
段
階
が
あ
る
の
は
珍
し
い
か
。

12　

遠
藤
（
二
〇
一
〇
）
に
種
々
の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
坂
梨
（
一
九
九

三
）
に
は
、『
堀
川
波
鼓
』
八
行
三
十
丁
本
に
見
ら
れ
る
「
は
す
る
ゝ
」「
は
る
い
」

な
ど
が
指
摘
さ
れ
興
味
深
い
。

13　

井
野
口
（
一
九
八
三
）
に
は
、
先
行
の
仮
名
遣
書
に
見
ら
れ
る
、
本
字
「
輪
」
等

の
記
述
の
踏
襲
に
関
す
る
指
摘
が
あ
る
。

14　

安
田
（
一
九
九
四
）
に
は
、「
よ
み
フ　

こ
ゑ
ウ
」
か
ら
「
入
声
フ
」
へ
の
変
化
等
、

こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

15　

例
え
ば
『
曽
根
崎
心
中
』
の
表
記
は
坂
梨
（
一
九
八
六
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

井
野
口
（
一
九
八
三
）
に
は
「
合
」
の
「
か
う
」
表
記
が
西
鶴
本
の
表
記
に
合
致
す

る
こ
と
の
指
摘
が
あ
る
。

16　
「
連
歌
師
の
か
な
づ
か
い
書
」
群
の
規
則
提
示
形
式
に
つ
い
て
、
今
野
（
一
九
九
六

ａ
）
は
「『
仮
名
文
字
遣
』
の
あ
る
意
味
で
の
限
界
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」

と
す
る
。『
和
字
解
』
の
形
式
が
例
え
ば
そ
れ
ら
を
も
超
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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