
野
郎
評
判
記
「
姿
記
評
林
』

に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

三
六

野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』

　
　
　
　
　
漢
字
の
用
法
の
多
様
化

に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記藤

　
　
井

涼
　
　
子

は
じ
め
に

１
　
調
査
の
目
的

　
漢
字
、
漢
語
が
現
代
日
本
語
の
語
彙
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た

の
か
、
こ
の
点
を
国
語
史
の
な
か
で
考
え
る
時
に
、
近
世
に
お
い
て
は
、
「
漢

語
の
通
俗
化
」
と
同
時
に
、
表
記
す
る
漢
字
も
又
、
従
来
に
な
い
自
由
奔
放
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

で
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
一
」
う
し
た
漢
字
の
用
法
の
多
様
化
の
実
態
と
そ
れ
が
以
後
の
表

記
、
語
彙
に
与
え
る
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、
和
語
の
音
象
徴
語
の
漢

字
表
記
を
と
り
あ
げ
る
。
和
語
音
象
徴
語
の
場
合
、
そ
れ
を
漢
字
表
記
す
る
習

憤
が
な
い
た
め
に
、
既
存
の
漢
字
、
漢
語
を
表
記
に
利
用
す
る
に
し
て
も
、
独

自
の
工
夫
が
必
要
で
あ
り
、
漢
字
使
用
の
多
彩
な
面
が
見
ら
れ
る
と
予
想
す
る

た
め
で
あ
る
。

２
　
資
料

　
資
料
と
し
て
、
元
禄
十
三
（
１
７
０
０
）
年
刊
行
、
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評

林
』
を
と
り
あ
げ
る
。
野
郎
歌
舞
伎
の
役
者
、
各
人
に
っ
い
て
の
評
判
を
漢
字

仮
名
ま
じ
り
で
記
し
、
さ
ら
に
、
役
者
名
を
詠
み
こ
ん
だ
狂
詩
を
姿
絵
に
添
え

た
も
の
で
、
野
郎
評
判
記
の
な
か
で
は
、
末
期
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
評
判
記
、
狂
詩
に
俗
語
の
漢
字
表
記
が
多
く
あ
る
こ
と
は
、
す
で

　
　
　
　
　
　

に
指
摘
さ
れ
る
。
内
容
自
体
が
娯
楽
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
表
現
に
関

し
て
も
役
者
名
を
詠
み
込
む
等
、
言
語
遊
戯
的
な
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
る
。

　
資
料
の
構
成
は
、
漢
文
序
、
和
文
序
（
漢
字
仮
名
混
じ
り
）
、
漢
和
聯
句
、

本
文
（
漢
字
仮
名
混
じ
り
の
評
判
、
狂
詩
）
、
賦
、
詩
、
敗
文
か
ら
成
る
。
今

回
は
本
文
と
末
尾
の
漢
詩
二
首
を
調
査
の
対
象
と
し
た
。



　
　
　
　
　
一
　
音
象
徴
語
の
型
の
分
布

　
和
文
序
、
評
判
に
用
い
ら
れ
る
和
語
音
象
徴
語
の
う
ち
、
漢
字
表
記
さ
れ
る

も
の
は
延
べ
四
語
、
狂
詩
の
部
分
に
用
い
ら
れ
る
音
象
徴
語
は
延
べ
四
六
語
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
名
詞
、
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
を
対
象
と
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
音
象
徴
語
に
は
次
の
よ
う
な
型
が
あ
る
。
使
用
度
数
二
以
上
の
も

の
は
（
　
）
内
に
示
す
。

一
拍

三
拍

四
拍

Ａ
Ａ
Ａ

Ａ
Ｂ

Ａ
つ

Ａ
ん

Ａ
Ｂ
り

Ａ
つ
Ｂ

Ａ
ん
Ｂ

Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ

Ａ
つ
Ｂ
り

ち
３

、
　
　
　
、

カ
カ

が
は

く
わ
っ

ひ
ょ
っ

し
ゃ
ん

野
郎
評
判
記

ち
ょ

ち
らそ

つ

）２（ む
ず

ど

っ
　
　
ち

よ
つ

は

つ

こ
ろ
り
５
　
ほ
ろ
り

に
っ
こ

ど
ん
ぶ

う
か
う
か
岬
　
ぐ
る
ぐ
る
似
ざ
は
ざ
は
　
ぞ
く
ぞ
く

ち
ら
ち
ら
　
て
い
て
い
　
に
こ
に
こ
　
び
く
び
く
　
き
ょ

ろ
き
ょ
ろ
　
ぐ
は
ら
ぐ
は
ら
　
ち
ょ
い
ち
ょ
い

う
っ
か
り
側
　
さ
っ
は
り
　
ど
っ
か
り
　
ひ
ょ
っ
こ
り

　
　
『
姿
記
評
林
』
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

　
　
　
Ａ
ん
Ａ
ん

　
　
　
Ａ
つ
Ａ
つ

　
　
　
Ａ
Ａ
ん
Ａ

　
一
拍
の
Ａ
っ
型
、

Ｂ
Ａ
Ｂ
型
、

Ｂ
り
型
は

て
、

然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
っ
Ｂ
り
型
が
比
較
的
多
い
。
Ａ

　
　
　
Ａ
っ
Ｂ
り
型
は
近
世
に
入
っ
て
そ
の
増
加
が
著
し
く
、
特
に
Ａ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
「
当
代
的
な
擬
声
語
副
詞
」
と
い
わ
れ
る
。
資
料
の
性
格
か
ら
考
え

音
象
徴
語
の
な
か
で
も
、
こ
う
い
っ
た
新
し
い
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
当

び
っ
く
り
　
ぼ
っ
と
り

か
ん
か
ん

ひ
よ
っ
ひ
よ
っ

ざ
ざ
ん
ざ

四
拍
の
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
型
、

　
　
　
　
　
　
漢
字
用
法
別
に
み
た
音
象
徴
語

　
こ
れ
ら
の
和
語
音
象
徴
語
の
漢
字
の
字
数
別
、
用
法
別
に
示
し
た
も
の
が
表

１
で
あ
る
。

表
１
　
「
姿
記
評
林
」
の
音
象
徴
語
　
用
法
、
字
数
別
漢
字
表
記

四

字

三
　
字

二
　
字

一

字

二
　
ろ
　
り

て
い
て
い

そ
く
そ
く

ひ
ょ
っ
ひ
ょ
っ

〈
わ
っ

孤
露
離

丁
丁

鍍
鋏

ノ
　
、

潤

ほ
　
ろ
　
り

か
　
か

か
ん
か
ん

誰
露
離

ｎ
ｕ
口
十
〃
十
〃

「
「

濃

音

さ
つ
ば
　
り

む
　
す

が
　
は

そ
っ

奴
破
離

無
下

岸
波

卒

借

ど
っ
か
ｏ

ひ
ょ
っ
二
り

ひ
ょ
っ

勃
然

噴
許

偶
起

標

そ
っ

奴

三
七



野
郎
評
判
記
，
姿
記
評
林
』

に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

う
　
か
　
う
　
か

１
１
劃

浮
石
浮
石

あ
ら
あ
ら
　
　
う
か
う
か

ち
ら

）削
志
惹

散
散
浮
浮
側

散

借義

ど
っ
出

ぐ
わ
ら
ぐ
わ
ら

音

瓦
落
瓦
落

○
し
ゃ
ん

借

清

ぐ
　
る
　
ぐ
　
る

ざ
　
ざ
ん
ざ

献
慨
腱
牒
郷
鮒

ぴ
っ
く
り
　
　
に
っ
こ

萬
輪
萬
輪
閉

奴
奴
奴

拘
　
　
眼

）卸
欝
欝

ち
上
っ
と一

寸

二
ろ
り
自

義

（

こ
ろ
り轟

側

借

ち
と
　
　
　
ち
ょ
と
／
ち
と

少
似
　
些

割
閉
う
つ
幽

字

ど
ん
ぷ

国

丼

　
注
－
　
一
能
一
能
（
ち
ょ
い
ち
ょ
い
の
「
一
」
は
借
義
用
法

　
注
２
　
猿
呂
猿
呂
（
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
）
の
「
呂
」
は
借
音
用
法

　
表
記
に
用
い
る
漢
字
の
字
数
は
、
一
、
二
字
の
も
の
が
多
く
、
四
字
の
も
の

は
字
数
制
限
の
ゆ
る
や
か
な
箇
所
、
序
文
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

　
個
々
の
表
記
の
事
情
は
様
々
で
あ
る
が
、
全
体
を
概
観
し
て
、
音
象
徴
語
の

漢
字
表
記
に
は
「
漢
字
の
字
音
に
よ
る
直
接
的
表
記
が
最
も
簡
便
で
あ
る
」
と

　
　
　
＠

言
わ
れ
る
が
、
「
楓
破
理
（
さ
っ
ぱ
り
）
」
の
よ
う
な
そ
の
典
型
例
は
意
外
に
少

な
く
、
む
し
ろ
、
「
一
能
一
能
（
ち
ょ
い
ち
ょ
い
）
」
「
勃
然
（
ぽ
っ
と
り
）
」
な

ど
、
複
数
の
用
法
を
組
み
合
わ
せ
た
表
記
が
目
に
つ
く
。
以
下
、
各
用
法
別
に

三
八

そ
の
特
徴
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
三
　
借
義
用
法
の
特
徴

　
借
義
用
法
に
お
い
て
は
、
漢
字
、
漢
字
連
続
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ

る
音
象
徴
語
は
、
意
義
の
点
で
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
も
つ
。
こ
の
意
義
の
有

契
性
と
い
う
点
か
ら
（
１
）
訳
語
型
、
（
２
）
連
想
型
、
二
つ
の
型
に
分
け
て

考
察
す
る
。

三
・
１
借
義
用
法
　
訳
語
型

　
　
帳
然
（
に
こ
に
こ
）
、
悔
悔
（
び
く
び
く
）
、
楓
楓
楓
（
ざ
ざ
ん
ざ
）
１

　
訳
語
型
と
は
、
そ
の
漢
字
連
続
が
漢
語
と
し
て
の
典
拠
を
も
ち
、
そ
う
し
た

本
来
の
意
味
用
法
に
ほ
ぽ
一
致
す
る
和
語
を
表
記
す
る
も
の
を
い
う
。
例
１

「
帳
然
」
（
に
こ
に
こ
）
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

　
例
－
　
野
夫
披
帳
然
君
章
（
や
ぽ
は
ひ
ろ
げ
て
に
こ
に
こ
き
み
の
た
ま
づ

さ
）
　
「
帳
」
は
『
集
韻
』
に
「
帳
、
笑
鬼
」
と
あ
り
、
「
帳
然
」
は
『
荘
子
．

達
生
－
に
「
斉
垣
公
帳
然
而
笑
」
と
あ
り
、
大
笑
い
の
様
を
表
す
語
で
あ
る
。

漢
語
本
来
の
用
法
と
「
に
こ
に
こ
」
で
は
、
や
や
意
味
が
異
な
る
面
も
あ
る
が
、

例
２
，
３
の
よ
う
に
既
に
中
古
末
の
辞
書
に
見
ら
れ
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
理

解
に
基
づ
い
た
表
記
で
あ
る
。

　
例
２
　
帳
然
　
ニ
コ
コ
笑
詞
也
ニ
コ
コ
ン
ズ
　
完
爾
　
同
（
色
葉
字
類
抄

　
前
田
本
　
畳
字
門
）



　
例
３
　
曝
然
　
ニ
コ
コ
ニ
（
類
聚
名
義
抄
　
観
智
院
本
　
僧
下
　
九
二
）

こ
の
他
に
「
悔
悔
（
び
く
び
く
）
」
「
奴
奴
（
ざ
は
ざ
は
）
」
等
も
訳
語
型
の
表

記
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
中
に
は
訳
語
型
の
表
記
を
利
用
し
な
が
ら
も
音
象
徴
語
の
側
の
意

味
が
変
化
し
た
た
め
、
両
者
の
っ
な
が
り
が
分
か
り
に
く
く
な
る
も
の
が
あ
る
。

そ
の
例
と
し
て
「
奴
奴
奴
（
ざ
ざ
ん
ざ
）
」
を
と
り
あ
げ
る
。
漢
字
音
「
サ
ツ
」

を
利
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
は
借
音
義
表
記
と
な
る
が
、
こ
こ
で

は
、
意
味
の
っ
な
が
り
に
っ
い
て
の
み
考
察
す
る
。

例
５
　
嶋
原
が
よ
ひ
の
家
質
を
流
し
道
頓
掘
ぐ
る
ひ
し
て
御
城
米
か
り
て
切
近

　
　
く
く
ら
い
の
大
尽
の
御
名
は
一
挺
切
の
念
仏
大
尽
あ
る
ひ
は
お
江
戸
な
ら

　
　
ば
本
郷
の
風
大
尽
あ
る
ひ
は
神
田
鍋
町
の
丸
太
大
尽
と
い
ふ
な
ら
ん
か
、

　
　
さ
れ
ば
大
和
川
の
大
尽
衆
の
御
名
は
川
村
殿
と
お
ぼ
し
め
せ
　
し
か
し
此

　
　
君
の
評
第
一
う
つ
く
し
う
し
て
行
末
た
の
も
し
　
な
り
ふ
り
は
き
り
き
っ

　
　
て
の
一

　
　
大
和
川
桐
之
助
　
　
　
　
（
傍
点
は
役
者
名
に
あ
た
る
漢
字
を
示
す
）

　
　
　
　
無
欠
事
此
勘
当
箱
（
だ
い
じ
な
ゐ
こ
の
か
ん
ど
う
ば
こ
）

　
　
　
　
和
巻
舌
奴
破
理
休
（
ま
き
じ
た
を
や
は
ら
げ
て
さ
っ
は
り
と
し
た
と

　
　
　
　
こ
）

　
　
　
　
彼
川
悟
上
奴
奴
奴
（
か
の
か
わ
の
せ
ん
し
ゃ
う
ざ
ざ
ん
ざ
に
）

　
　
　
　
桐
紋
黄
物
朝
日
霜
（
き
り
の
も
ん
の
き
な
も
の
あ
さ
ひ
に
し
も
）

　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
「
姿
記
評
林
』
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

　
漢
字
連
続
「
奴
奴
奴
」
が
漢
語
と
し
て
使
わ
れ
た
例
は
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ

せ
な
い
が
、
「
奴
奴
」
は
漢
語
と
し
て
は
、
風
の
吹
く
音
や
様
子
、
水
の
流
れ

る
音
を
表
し
、
日
本
で
も
「
雷
渡
空
如
地
　
軌
奴
風
満
房
」
（
性
霊
集
　
納
涼

房
雲
雷
）
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
資
料
に
お
け
る
「
楓
奴
」
も
同
様
で

あ
り
、
訳
語
型
の
表
記
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
例
５
は
こ
う
し
た
漢
語
「
興
楓
」
の
使
わ
れ
か
た
と
は
や
や
異
な

る
。
川
の
水
音
を
表
す
面
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
「
悟
上
」
と
は
っ
な
が
ら
な
い
。

そ
こ
で
音
象
徴
語
「
ざ
ざ
ん
ざ
」
の
語
史
を
な
が
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と

が
わ
か
る
。

例
６
　
ざ
ざ
ん
ざ
は
ま
松
の
を
と
は
ざ
ざ
ん
ざ
　
か
ぜ
で
こ
の
は
の
ち
る
も
を

　
　
も
し
ろ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
狂
言
・
ぬ
け
が
ら
）

例
６
は
小
歌
の
歌
詞
で
、
「
ざ
ざ
ん
ざ
」
は
「
奴
奴
（
さ
っ
さ
っ
）
」
の
転
、
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
風
が
吹
く
音
の
形
容
、
と
注
を
っ
け
ら
れ
る
。
こ
の
小
歌
が
「
此
比
上
方
よ

り
さ
さ
ん
ざ
と
申
小
歌
、
時
花
き
た
り
」
（
好
色
一
代
男
　
三
・
五
）
と
酒
宴

で
流
行
す
る
う
ち
に
、
次
例
７
の
よ
う
に
飲
み
騒
ぐ
様
を
表
す
よ
う
に
な
る
。

例
７
　
今
其
和
郎
達
と
奥
で
酒
盛
り
ざ
ざ
ん
ざ
や
っ
て
で
ご
ざ
ん
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
　
十
）

　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
例
５
「
靱
奴
奴
（
ざ
ざ
ん
ざ
）
」
は
、
役
者
名
に

か
け
て
水
の
音
を
表
す
側
面
も
あ
り
、
漢
語
本
来
の
意
義
を
借
り
る
と
も
言
え

る
の
だ
が
、
そ
の
一
面
で
大
和
川
桐
之
助
が
舞
台
で
演
じ
る
、
あ
る
い
は
彼
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
，
姿
記
評
林
－
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

ひ
い
き
と
す
る
大
尽
衆
の
遊
楽
の
様
を
表
す
と
も
言
え
る
。
漢
語
本
来
の
意
義

に
基
づ
い
て
、
和
語
音
象
徴
語
独
自
の
意
義
を
も
表
す
表
記
で
、
訳
語
型
を
利

用
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
・
２
　
借
義
用
法
　
連
想
型

－
自
（
こ
ろ
り
）
、
猿
呂
猿
呂
（
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
）
、
嘉
（
こ
ろ
り
）
１

　
音
象
徴
語
と
、
そ
れ
を
表
記
す
る
漢
字
、
漢
字
連
続
の
あ
い
だ
に
、
連
想
が

は
た
ら
く
も
の
を
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
。
連
想
の
形
式
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

類
似
性
に
よ
る
も
の
と
近
接
性
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

　
意
義
の
類
似
性
に
よ
る
連
想
と
は
、
二
語
が
互
い
に
類
似
し
た
意
味
特
徴
を

持
つ
場
合
に
生
じ
る
連
想
で
、
二
寸
（
ち
ょ
っ
と
）
」
「
空
（
う
っ
か
り
）
」

「
自
（
こ
ろ
り
）
」
な
ど
が
そ
う
し
た
連
想
に
よ
る
表
記
の
例
で
あ
る
。

　
「
ち
ょ
っ
と
」
の
意
味
用
法
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
時
問
、
数
量
、
程
度
な

ど
の
少
な
い
状
態
を
表
す
こ
と
が
、
そ
の
語
義
の
中
心
で
あ
る
。
一
方
、
「
一

寸
」
は
長
さ
の
単
位
で
あ
り
、
一
尺
の
十
分
の
一
と
い
う
短
い
長
さ
を
表
す
。

っ
ま
り
、
両
者
は
具
象
と
抽
象
と
い
う
関
係
に
あ
る
が
、
対
象
と
す
る
数
量
、

程
度
の
少
な
さ
と
い
う
点
で
は
類
似
し
た
意
味
特
徴
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て

連
想
が
生
じ
、
表
記
が
成
立
す
る
。

　
「
う
っ
か
り
」
は
、
荘
然
自
失
の
様
、
不
注
意
な
様
な
ど
、
何
ら
か
の
理
由

で
正
気
や
注
意
が
失
わ
れ
た
精
神
状
態
を
表
す
。
「
空
」
は
，
説
文
』
に
「
空
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

藪
也
、
瓜
穴
工
聲
」
、
，
集
韻
－
に
「
虚
也
」
と
あ
り
、
中
身
が
な
い
状
態
を
表

す
。
両
者
は
何
か
が
無
い
状
態
を
表
す
と
い
う
点
で
類
似
し
た
意
味
特
徴
を
も

ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
連
想
が
生
じ
、
表
記
が
成
立
す
る
。

　
こ
う
し
た
中
に
、
両
者
の
意
義
は
確
か
に
共
通
す
る
が
、
使
わ
れ
る
文
体
や

場
面
の
相
違
が
か
な
り
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
次
に
そ
の
例
を
示
す
。

　
例
８
　
鐵
甲
還
薄
塾
還
厚
（
テ
ツ
カ
ウ
ハ
カ
ヘ
ッ
テ
ウ
ス
ク
ゲ
イ
ハ
カ
ヘ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ア
ツ
シ
）

　
　
七
愛
七
頒
左
不
究
（
ナ
ナ
タ
ビ
ヘ
ン
ジ
　
ワ
カ
レ
テ
ド
ウ
モ
キ
ハ
マ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ
）

　
　
今
日
此
君
舞
馳
時
（
コ
ン
ニ
チ
コ
ノ
キ
ミ
ミ
ダ
レ
ヲ
マ
フ
ト
キ
）

　
　
狸
狸
自
得
離
禽
獣
（
セ
ウ
▲
＼
モ
コ
ロ
リ
　
キ
ン
ジ
ウ
ヲ
ハ
ナ
ル
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ェ
タ
リ
）

　
元
禄
十
年
、
水
木
辰
之
助
が
演
じ
た
「
七
化
狂
詩
」
の
う
ち
、
狸
狸
へ
の
早

変
わ
り
を
ほ
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
句
の
「
自
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
句
は
「
礼
記
・
曲
礼
－
の
「
霧
鵡
能
言
　
不
離
飛
鳥
　
狸
狸
態
言
　
不
離

禽
獣
」
を
も
じ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
白
」
の
本
来
の
字
義
は
自
分
を
さ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
用
法
は
多
岐

に
わ
た
り
、
中
に
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
「
お
の
づ
か
ら
」
と
訓
読
さ
れ
る
も
の

が
あ
る
。

　
例
９
　
以
此
任
天
下
若
徒
　
謂
不
勝
而
自
勝
　
不
任
而
自
任
也



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
列
子
　
黄
帝
二
）

例
９
が
そ
の
例
で
「
勝
と
う
な
ど
と
は
思
わ
な
い
で
、
自
然
に
勝
っ
て
し
ま
い
、

よ
く
し
よ
う
な
ど
と
は
お
も
わ
な
い
で
自
然
に
で
き
て
し
ま
う
」
と
い
う
意
味

　
　
¢

で
あ
る
。
こ
こ
に
「
自
」
の
字
義
と
し
て
、
「
他
か
ら
の
力
な
し
に
、
ひ
と
り

で
に
そ
う
な
る
様
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
の
例
は
近
世
の
人
々
が
漢
文
を
学
ぶ
際
に
、
や
は
り
こ
の
よ
う
に
「
自
」

を
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

例
１
０
自
ミ
ツ
カ
ラ
、
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ
両
意
ナ
リ
。
畢
寛
ハ
両
義
ト
モ
ニ
一
義

　
　
ナ
リ
。
ワ
キ
カ
ラ
ハ
カ
マ
ハ
ス
其
物
ナ
リ
ニ
ト
云
ユ
ヘ
ニ
、
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ

　
　
モ
元
来
ミ
ツ
カ
ラ
ヨ
リ
出
ナ
リ
（
訓
謬
字
蒙
　
五
）

そ
し
て
、
例
８
「
狸
狸
自
得
離
禽
獣
」
の
「
自
」
も
、
舞
が
あ
ま
り
に
も
す
ば

ら
し
い
た
め
、
自
然
に
、
狸
狸
も
禽
獣
の
域
を
こ
え
た
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
と

い
う
意
味
で
、
例
９
・
１
０
と
同
様
の
字
義
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

　
一
方
、
音
象
徴
語
「
こ
ろ
り
」
は
、
（
一
）
玉
状
、
円
筒
状
の
も
の
が
転
が

っ
た
り
、
倒
れ
た
り
す
る
様
子
　
　
（
二
）
突
然
に
、
ま
た
た
や
す
く
そ
の
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
な
る
様
子
　
と
現
代
語
で
は
説
明
さ
れ
る
が
、
近
世
の
用
例
を
見
て
も
そ
れ

は
変
わ
ら
ず
、
例
９
「
狸
狸
も
こ
ろ
り
」
は
（
二
）
の
意
義
か
ら
理
解
で
き
る
。

　
「
自
」
と
「
こ
ろ
り
」
両
語
の
意
義
を
比
較
す
る
と
、
「
あ
る
状
態
へ
の
変
化

が
容
易
に
起
こ
る
様
子
を
表
す
」
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
類
似
性
に
基
づ
く

連
想
が
両
者
を
つ
な
ぐ
表
記
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

　
し
か
し
、
近
世
の
「
こ
ろ
り
」
の
用
例
を
見
る
と
、
「
こ
ろ
り
と
い
く
」
で

急
に
人
が
死
ぬ
様
を
表
す
も
の
、
「
こ
ろ
り
と
す
る
」
で
、
簡
単
に
異
性
を
好

き
に
な
っ
て
し
ま
う
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
も
の
、
こ
う
し
た
例
が
多
い
。
他
に
、

病
名
と
し
て
の
「
こ
ろ
り
」
、
百
文
の
金
を
表
す
符
丁
と
し
て
の
「
こ
ろ
り
」

も
あ
る
。
本
来
、
音
象
徴
語
は
俗
的
な
語
感
を
も
つ
語
で
あ
る
が
、
「
こ
ろ
り
」

の
用
例
を
見
る
と
、
さ
ら
に
そ
の
傾
向
は
強
い
。
「
自
」
と
「
こ
ろ
り
」
、
意
義

は
類
似
し
な
が
ら
も
、
与
え
る
語
感
は
か
な
り
異
な
る
。
ま
た
、
同
語
異
表
記

「
嘉
」
「
孤
露
離
」
と
比
べ
た
時
に
、
こ
の
よ
う
な
語
感
の
相
違
が
生
み
出
す
面

白
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
類
似
性
に
よ
る
連
想
に
基
づ
く
表
記
の
場
合
は
、
以
後
の
漢
文
漢
籍
を
も
じ

っ
た
酒
落
本
類
も
同
様
で
あ
る
が
、
漢
字
、
漢
語
の
も
つ
堅
い
語
感
と
和
語
の

語
感
と
の
落
差
が
積
極
的
に
表
記
に
生
か
さ
れ
る
と
い
う
面
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。　

意
義
の
近
接
性
に
よ
る
連
想
と
は
、
全
体
と
部
分
、
対
象
と
そ
の
属
性
と
い

う
よ
う
に
、
近
接
し
た
意
味
特
徴
を
両
語
が
も
っ
場
合
に
生
じ
る
連
想
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
萬
輪
萬
輪
（
ぐ
る
ぐ
る
）
」
「
猿
呂
猿
呂
（
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
）
」
「
嘉

（
こ
ろ
り
）
」
が
そ
う
で
あ
り
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。

例
１
１
　
一
座
仕
成
は
な
し
御
晦
は
猿
呂
猿
呂
（
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
）

例
１
２
　
木
野
夫
嘉
三
指
澱
（
き
や
ぼ
も
こ
ろ
り
み
つ
ゆ
び
を
や
は
ら
ぐ
）

　
「
萬
輪
萬
輪
」
「
猿
呂
猿
呂
」
は
四
字
漢
語
と
し
て
の
典
拠
が
見
い
だ
さ
れ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
－
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

音
象
徴
語
を
表
記
す
る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
漢
字
連
続
で
あ
る
可
能
性
が
強

い
が
、
輪
が
ぐ
る
ぐ
る
回
る
、
猿
が
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
見
る
と
い
う
よ
う
に
、

「
輪
」
「
猿
」
の
属
性
と
し
て
連
想
さ
れ
る
状
態
が
「
ぐ
る
ぐ
る
」
「
き
ょ
ろ
き

ょ
ろ
」
で
あ
り
、
漢
字
連
続
の
表
す
事
物
と
そ
の
属
性
と
い
う
関
係
が
こ
こ
に

認
め
ら
れ
る
。

　
「
琵
」
は
『
説
文
』
に
「
衆
石
鬼
、
瓜
三
石
」
と
あ
り
、
多
く
の
石
が
重
な

っ
た
状
態
」
あ
る
い
は
「
多
く
の
石
」
そ
の
も
の
を
表
す
。
そ
し
て
「
こ
ろ

り
」
は
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
球
形
、
円
筒
状
の
物
が
こ
ろ
が
る
様
子
を
表

す
点
を
（
一
）
義
に
も
っ
。
こ
れ
も
ま
た
近
接
性
に
基
づ
い
た
違
想
に
よ
っ
て
、

表
記
が
成
立
し
、
更
に
「
こ
ろ
り
」
の
（
二
）
義
で
用
い
る
例
で
あ
る
。

　
近
接
性
に
よ
る
連
想
に
基
づ
い
た
表
記
の
場
合
、
そ
の
連
想
の
必
然
性
は

個
々
の
語
に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
必
然
性
の
低
い
も
の
に
は
、

意
表
を
つ
い
た
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が
書
き
手
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
で

は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
そ
の
結
果
生
じ
る
表
記
の
不
安
定
性
は
、
「
猿
呂

猿
呂
」
の
よ
う
に
部
分
的
に
語
形
を
示
す
工
夫
で
補
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記
、
借
義
用
法
に
お
け
る
二
つ
の
型
、
訳
語
型
、
連
想

型
を
見
て
き
た
。

　
訳
語
型
も
又
類
似
性
の
高
い
連
想
型
の
表
記
と
言
え
る
が
、
特
に
、
本
来
の

漢
字
漢
語
の
意
味
用
法
を
尊
重
す
る
表
記
で
あ
り
、
伝
統
的
な
漢
字
の
用
法
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
一

　
連
想
型
の
場
合
、
類
似
性
に
基
づ
く
も
の
は
、
漢
字
、
漢
語
と
和
語
と
の
相

違
を
積
極
的
に
表
記
に
生
か
し
、
そ
の
落
差
を
お
も
し
ろ
が
る
傾
向
が
あ
る
。

又
、
近
接
性
に
基
づ
く
も
の
は
、
漢
字
漢
語
の
用
法
に
関
わ
ら
ず
全
く
自
由
奔

放
に
漢
字
を
用
い
、
そ
の
奇
抜
さ
こ
そ
が
表
現
の
意
図
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
借
義
用
法
に
お
け
る
漢
字
、
漢
語
の
意
義
の
生
か
し
方
に
、
こ
の
よ
う
な
三

つ
の
傾
向
が
あ
り
、
近
世
に
お
け
る
漢
字
表
記
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
以
下
の
考
察
を
す
す
め
る
。

四
　
借
音
用
法
の
特
徴

借
音
用
法
の
う
ち
、
漢
字
連
続
二
字
の
も
の
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
中
に
は
漢

字
連
続
全
体
が
借
音
用
法
に
よ
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
最
初

に
、
漢
字
連
続
全
体
が
借
音
用
法
に
よ
る
も
の
を
見
て
み
た
い
。

四
・
１
　
全
体
的
な
借
音
用
法

　
－
丁
丁
（
て
い
て
い
）
、
鉄
鍍
（
ぞ
く
ぞ
く
）
、
ノ
、
（
ひ
ょ
っ
ひ
ょ
っ
）
－

　
「
丁
丁
」
、
「
鉄
鉄
」
は
共
に
漢
語
と
し
て
の
典
拠
を
も
つ
が
、
そ
う
し
た
意

味
用
法
と
は
全
く
別
で
あ
り
、
漢
字
の
音
形
態
の
み
を
利
用
し
た
表
記
で
あ
る
。

　
「
丁
丁
」
は
『
詩
経
　
小
雅
』
に
「
伐
木
丁
丁
鳥
鳴
哩
曝
」
と
あ
り
、
木
を

切
る
音
を
あ
ら
わ
す
漢
語
象
声
詞
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
杭
を
う
つ
音
、
碁
を

う
っ
音
、
馬
の
轡
の
音
な
ど
も
表
す
。

　
日
本
で
は
、
お
そ
ら
く
『
詩
経
』
の
学
習
を
と
お
し
て
、
そ
の
意
味
用
法
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ピ
ク

つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
「
丁
丁
　
伐
木
－
　
詩
経
」
（
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ウ
タ
ウ

類
節
用
集
巻
八
下
）
と
あ
り
、
ま
た
「
丁
丁
　
ハ
チ
ハ
チ
囲
碁
之
芭
」
（
音
言

字
考
節
用
集
巻
八
）
の
よ
う
に
借
義
用
法
を
の
せ
る
辞
書
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
資
料
で
は
次
の
例
１
３
の
よ
う
に
、
子
供
に
対
し
て
、
自
分
の

頭
を
打
っ
て
み
せ
る
と
き
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
漢
字
、
漢
語
の

意
味
と
は
全
く
別
の
用
法
で
あ
る
。

例
肥
「
「
三
口
禿
丁
丁
一
カ
ン
カ
ン
ミ
ツ
ク
チ
ツ
ブ
リ
テ
イ
く
ヨ
一

　
も
う
一
例
の
「
鋏
鍍
」
は
、
漢
語
と
し
て
は
、
目
立
つ
様
、
抜
き
ん
で
た
様

を
表
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
に
、
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
に
落
ち

着
き
を
失
う
様
子
を
「
ぞ
く
ぞ
く
」
と
言
い
、
そ
の
表
記
に
利
用
さ
れ
る
。

例
１
４
　
恭
御
＝
言
心
鍍
鍍
（
か
た
じ
け
な
き
ご
い
ち
ご
ん
に
こ
こ
ろ
ぞ
く

く
）　

又
、
こ
の
語
は
、
今
回
は
調
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
末
尾
の
「
遊
宮
川

賦
」
に
も
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

　
　
　
イ
マ
タ
ヤ
マ
コ
コ
ロ
セ
ィ
サ
ウ
ト
モ
ソ
テ
カ
ノ
ハ
ン
ト
　
　
コ
コ
ロ
ノ
ク
ノ
ク
ト
ノ
テ
イ
ナ
レ
ス
ソ
タ
カ
ノ
テ
ハ
ソ
コ
ク
タ
リ

例
１
５
　
未
レ
息
心
懐
槍
以
感
護
　
意
鍍
鎌
而
不
往
階
除
而
下
降

　
　
　
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ノ
オ
モ
ヒ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
ウ
ク
ハ
ン
ク
ハ
ン
ト
シ
テ
　
　
　
　
ミ
チ
イ
イ
ト
ナ
ガ
ク
ト
ホ
シ

そ
の
意
味
は
例
１
４
と
同
様
で
あ
る
が
、
「
情
緩
緩
而
」
　
「
路
蓬
進
修
週
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ル
ヤ
カ
ニ

「
鵬
モ
蘇
ウ
麟
ト
」
等
の
漢
語
と
共
に
用
い
ら
れ
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
和
語
の
音

モ
ノ
サ
ミ
シ
ク
シ
テ

象
徴
語
の
表
記
と
は
気
付
き
に
く
い
。

　
借
音
用
法
の
中
で
も
、
表
記
す
べ
き
音
象
徴
語
が
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
型
と
い
う
語
基

反
復
式
の
場
合
は
、
外
見
的
に
は
漢
語
と
共
通
し
た
語
構
成
を
も
つ
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

り
、
既
存
の
漢
語
を
利
用
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
又
、
そ
れ
と
同
時
に
漢

文
の
色
彩
の
強
い
文
章
に
、
こ
う
し
た
和
語
の
漢
字
表
記
を
盛
り
込
む
面
白
さ

も
表
現
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
ノ
、
（
ひ
ょ
っ
ひ
ょ
っ
）
」
は
使
用
さ
れ
る
場
面
と
い
う
点
で
特
徴

的
で
あ
る
。
漢
語
と
し
て
の
用
例
は
ま
だ
見
出
し
得
て
い
な
い
が
「
ノ
」
は
字

音
「
ヘ
ツ
」
右
か
ら
左
に
曲
が
る
意
を
表
し
、
「
、
」
は
字
音
「
フ
ツ
」
、
左
か

ら
右
に
曲
が
る
意
を
表
す
。

　
日
本
に
お
い
て
は
近
世
初
の
笑
話
集
『
醒
睡
笑
』
巻
之
三
、
十
一
に
「
師
匠

が
返
答
に
『
ノ
、
夕
夕
、
人
が
多
い
に
無
用
、
』
と
い
ふ
」
と
、
「
人
」
と
い
う

字
を
分
解
し
て
「
ノ
、
」
と
示
し
た
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
が
こ
う

し
た
話
に
登
場
す
る
こ
と
は
、
こ
の
字
形
に
多
少
と
も
関
心
が
も
た
れ
て
い
た

こ
と
、
両
字
の
字
音
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
い

く
っ
か
の
同
時
期
の
節
用
集
に
も
収
録
さ
れ
る
。

　
こ
の
資
料
で
は
、
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

例
比
彼
竹
林
帥
ノ
義
一
か
の
ち
く
り
ん
の
す
い
も
ひ
ょ
一
く
と
と
び
で

て
）　

音
象
徴
語
「
ひ
ょ
っ
ひ
ょ
っ
」
は
「
詞
を
ひ
ょ
っ
ひ
ょ
っ
と
云
は
い
で
よ
い

ぞ
」
（
周
易
抄
）
と
い
う
例
が
あ
る
。
そ
の
意
味
用
法
は
「
ひ
ょ
っ
と
」
「
ひ
ょ

っ
こ
り
」
な
ど
と
共
通
す
る
が
、
物
や
人
が
不
意
に
、
思
い
が
け
ず
、
次
々
に

現
れ
る
様
子
を
表
す
。
例
１
６
の
「
竹
林
帥
」
は
竹
林
七
賢
を
さ
し
、
「
ひ
ょ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

ひ
ょ
っ
」
は
、
そ
れ
が
不
意
に
、
身
軽
に
、
次
々
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
漢
字
違
続
「
ノ
、
」
は
、
こ
の
二
例
と
も
か
な
り
滑
稽
な
場
面
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
漢
語
と
し
て
の
典
拠
を
求
め
、
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
あ
る
い

は
、
こ
れ
も
非
常
に
日
本
的
な
使
い
方
か
と
考
え
る
。

　
こ
の
他
の
同
字
反
復
の
表
記
例
に
は
「
「
「
（
か
ん
か
ん
）
」
「
加
加
（
か

か
）
」
が
あ
り
、
一
種
の
は
や
し
こ
と
ば
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の

意
味
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

四
・
２
　
部
分
的
な
借
音
用
法

　
－
勃
然
（
ぽ
っ
と
り
）
、
侶
起
（
ひ
ょ
っ
こ
り
）
、
無
下
（
む
ず
）
１

　
部
分
的
な
借
音
用
法
の
例
と
し
て
「
勃
然
（
ぽ
っ
と
り
）
」
「
侶
起
（
ひ
ょ
っ

こ
り
）
」
「
瞳
許
（
ど
っ
か
り
）
」
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
借
音

用
法
と
他
用
法
を
く
み
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
勃
」
は
『
説
文
－
に
「
勃
排
也
　
瓜
力
字
聲
」
と
あ
り
、
何
か
を
お
し
の

け
て
現
れ
る
義
、
そ
こ
か
ら
、
急
に
事
が
生
じ
る
様
を
表
す
。
「
勃
然
」
も
又

「
有
聖
人
勃
然
而
起
乃
討
強
暴
平
乱
世
」
（
准
南
子
　
兵
略
訓
）
の
よ
う
に
同
様

で
あ
る
。

例
１
７
　
現
に
も
舞
憂
の
面
影
、
神
ぞ
牡
丹
を
あ
ざ
む
く
勃
然
（
ぽ
っ
と
り
と
し

　
　
た
し
な
し

　
例
１
７
が
こ
こ
で
の
用
例
で
あ
る
が
、
「
ぽ
っ
と
り
」
は
ふ
く
よ
か
な
容
姿
の

愛
ら
し
さ
を
表
し
、
そ
の
表
記
の
し
く
み
は
「
勃
」
の
字
音
「
ボ
ツ
」
を
借
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

「
然
」
は
こ
の
漢
字
連
続
が
状
態
を
表
す
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、

借
音
用
法
「
勃
」
と
借
義
（
た
だ
し
、
文
法
的
な
意
味
を
借
り
る
）
用
法

「
然
」
を
く
み
あ
わ
せ
た
も
の
と
言
え
る
。

例
蝸
山
散
散
侶
嚢
山
一
や
ま
か
ら
ち
ら
く
ひ
ょ
っ
こ
り
こ
ひ
の
や
ま
一

例
１
９
　
辰
巳
噴
許
乾
楓
靱
（
た
っ
み
に
ど
っ
か
り
い
ぬ
い
に
ざ
は
ざ
は
）

　
例
１
８
は
久
し
ぶ
り
に
目
に
し
た
役
者
に
対
す
る
詩
で
あ
り
、
音
象
徴
語
「
ひ

ょ
っ
こ
り
」
は
「
不
意
に
出
合
う
、
現
れ
る
様
」
を
表
す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
表
記
に
あ
て
ら
れ
る
「
侶
起
」
は
漢
語
と
し
て
の
用
法
は
見
っ
か
ら
ず
、

「
偶
」
の
字
義
と
も
無
関
係
な
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
そ
の
字
音
「
ヒ
ッ
．
ヒ
ョ

ク
」
を
借
り
、
「
起
」
の
意
義
「
お
き
る
、
お
こ
る
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
も

の
が
生
じ
る
」
を
借
り
た
も
の
、
借
音
用
法
と
借
義
用
法
を
く
み
あ
わ
せ
た
表

記
で
あ
る
。
又
、
例
１
９
は
そ
の
文
脈
が
理
解
し
に
く
い
が
、
表
記
の
し
く
み
は

「
瞳
」
の
字
音
「
ド
ウ
」
を
借
り
、
「
か
り
」
は
、
漢
字
「
許
」
が
「
そ
の
人
の

も
と
に
、
と
こ
ろ
に
」
と
い
う
意
味
の
接
尾
語
、
「
が
り
」
を
表
す
こ
と
か
ら
、

そ
の
音
形
態
を
借
り
て
表
記
す
る
。
借
音
用
法
と
一
種
の
借
訓
用
法
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
こ
の
三
語
は
、
Ａ
っ
Ｂ
り
型
の
音
象
徴
語
を
、
借
音
用
法
に
複
数
の
用
法
を

組
み
合
わ
せ
て
表
記
す
る
点
で
共
通
す
る
。
本
資
料
に
お
い
て
は
三
例
の
み
で

あ
る
が
、
同
種
の
表
記
が
、
同
時
期
の
野
郎
評
判
記
、
「
漢
詩
文
調
の
俳
講
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

流
行
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
世
話
字
集
」
に
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
世
話
字



集
の
一
つ
、
『
反
故
集
』
に
お
け
る
Ａ
っ
Ｂ
り
型
の
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記
を

次
に
示
す
。
傍
線
は
『
姿
記
評
林
』
と
共
通
す
る
表
記
を
示
す
。

¢
為
麓
（
ば
っ
た
り
）
為
突
（
ど
っ
た
り
）
為
窟
（
く
っ
し
り
）
為
愚
（
ぐ
っ

し
り
）
為
侵
（
ひ
っ
た
り
）
為
密
（
び
っ
た
り
）
瞳
許
（
ど
っ
か
り
）
吃
許

（
き
っ
か
り
）
銀
許
（
ぎ
ん
が
り
）
透
許
（
す
っ
か
り
）
偶
起
（
ひ
よ
っ
こ
り
）

¢
屈
通
利
（
く
っ
つ
り
）
忽
屈
理
（
こ
っ
く
り
）
忽
法
理
（
こ
っ
ぽ
り
）
奴
波

理
（
さ
っ
ぱ
り
）
真
味
理
（
し
ん
み
り
）
得
理
（
と
っ
く
り
）
熱
存
理
（
ね
っ

そ
り
）
麓
知
（
は
っ
し
り
）
襲
屈
理
（
ほ
っ
く
り
）
質
曲
輪
（
し
っ
く
り
）
旦

慈
一
た
ん
ま
り
）
　
波
線
部
は
借
義
用
法

◎
埴
破
一
は
ん
な
り
）
樟
約
（
に
ん
ま
り
）
撫
（
ほ
っ
て
り
）
襲
憤
（
む
っ
か

り
）
蔓
延
（
の
っ
し
り
）
湛
浮
（
た
ん
ぶ
り
）

語
群
ア
は
先
の
三
例
と
同
様
に
、
借
音
用
法
と
他
用
法
を
組
み
合
わ
せ
た
表
記

で
、
為
－
一
－
た
り
、
－
し
り
）
型
、
－
起
一
－
こ
り
）
型
、
１
許
（
－
こ

り
）
型
が
あ
る
。
語
群
イ
は
一
字
一
音
式
の
借
音
用
法
、
語
群
ウ
は
借
義
用
法

で
あ
る
。
多
様
な
用
法
が
と
ら
れ
る
が
、
語
群
ア
が
占
め
る
部
分
は
か
な
り
大

き
い
。

　
Ａ
っ
Ｂ
り
型
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
新
し
い
型
の
音
象
徴
語
と
言
わ
れ
る
が
、

そ
の
表
記
に
は
「
靱
破
離
」
の
よ
う
に
、
一
字
；
日
式
の
表
記
法
が
簡
便
で
あ

り
多
く
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
表
記
が
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
な
っ

て
き
た
時
、
「
１
然
」
「
１
許
」
「
－
型
」
の
表
記
は
造
語
が
簡
単
で
あ
り
、
漢

　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

語
風
の
外
見
を
持
つ
点
で
新
鮮
で
あ
り
、
一
字
一
音
式
の
表
記
に
比
べ
て
、
少

な
い
字
数
で
す
み
有
利
な
た
め
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
。
又
、
一
」
う
し
た
表
記
は
同
時
期
の
節
用
集
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
、
本

資
料
に
お
け
る
特
徴
的
な
表
記
と
し
て
、
近
世
の
表
記
全
体
の
中
で
考
え
る
必

要
が
あ
る
。

　
本
資
料
に
は
成
立
過
程
が
不
明
な
表
記
も
多
い
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
「
無

下
（
む
ず
）
を
と
り
あ
げ
る
。

例
２
０
　
無
下
引
組
人
目
關
（
む
ず
と
ひ
っ
く
ま
ん
と
す
れ
ば
ひ
と
め
の
せ
き
）

音
象
徴
語
「
む
ず
」
は
「
力
を
こ
め
て
何
か
を
強
く
す
る
様
」
を
表
し
、
動
詞

「
組
む
」
と
共
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
例
２
０
も
そ
う
で
あ
る
。
一
」
う
し

た
表
記
が
一
般
的
な
も
の
か
ど
う
か
、
や
や
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、

　
　
　
ノ
　
　
ニ
テ
　
　
ニ
　
　
　
　
　
ト
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陰
ト
ー

「
先
座
主
御
前
参
御
手
無
須
ト
摘
　
」
（
平
松
家
本
平
家
物
語
巻
二
）
、
「
無
手

良
ト
ク
ム
　
　
隻
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
カ
ヒ
モ
医
ス
ト
ツ
カ
ム

十
組
　
擢
・
組
」
（
運
歩
色
葉
集
）
、
「
高
紐
元
乎
榑
」
（
温
故
知
新
集
）
の

よ
う
に
、
借
音
用
法
「
無
須
」
「
無
手
」
が
見
ら
れ
る
が
、
「
十
」
「
擢
」
の
よ

う
に
表
記
の
し
く
み
が
理
解
し
に
く
い
も
の
も
あ
る
。
「
無
下
」
は
、
『
続
無
名

抄
』
世
話
字
尽
に
「
無
下
取
（
む
げ
に
）
」
と
並
ん
で
「
無
下
（
む
ず
）
」
が
見

ら
れ
る
が
、
一
例
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
と
の
っ
な
が
り
は
不
明
で
あ
る
。

　
こ
の
表
記
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
に
、
漢
語
「
無
下
」
と
の
関

わ
り
が
あ
る
。
「
無
下
」
は
「
冷
酷
、
無
情
に
事
を
行
う
様
」
を
表
す
が
、
例

２
０
も
そ
う
し
た
意
味
で
理
解
可
能
で
あ
る
。
又
、
漢
字
「
下
」
が
役
者
名
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
「
姿
記
評
林
』
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

字
に
あ
た
る
こ
と
も
関
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
漢
語
の
意
味
を
利
用
し
た
臨
時

的
な
表
記
の
可
能
性
が
高
い
が
、
更
に
調
査
し
考
え
て
み
た
い
。

　
以
上
、
借
音
用
法
の
漢
字
表
記
を
い
く
っ
か
と
り
あ
げ
た
。
「
丁
丁
（
て
い

て
い
）
」
「
鉄
鉄
（
ぞ
く
ぞ
く
）
」
の
よ
う
に
、
漢
語
と
し
て
の
典
拠
は
あ
る
も

の
の
、
そ
れ
を
離
れ
て
全
く
自
由
に
用
い
る
も
の
、
「
ノ
、
（
ひ
ょ
っ
ひ
ょ

っ
）
」
の
よ
う
に
か
な
り
滑
稽
な
表
現
と
し
て
用
い
る
も
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
単
に
漢
字
、
漢
語
の
意
味
用
法
を
離
れ
た
自
由
奔
放
な
表
記
を
作

り
だ
す
の
で
は
な
く
、
「
勃
然
（
ぽ
っ
と
り
）
」
「
侶
起
（
ひ
ょ
っ
こ
り
）
」
の
よ

う
に
、
漢
語
の
語
構
成
に
な
ら
い
そ
の
造
語
力
、
語
感
を
利
用
す
る
も
の
も
、

こ
の
資
料
に
お
け
る
表
記
の
一
特
徴
で
あ
る
。

五
　
他
資
料
と
の
比
較

　
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
姿
記
評
林
－
の
漢
字
表
記
が
近
世
の
漢
字

表
記
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
、
他
資
料
と
比
較
す
る
こ
と
で

考
え
て
み
た
い
。

　
表
２
　
「
雨
夜
三
不
機
嫌
」
の
音
象
徴
語
　
用
法
、
字
数
別
漢
字
表
記

音

四
　
字

ひ
ょ
二
ひ
ょ
二

瓢
乎
瓢
乎

に
ょ
ろ
に
ょ
ろ

如
鷺
如
鴛

し
や
ら
リ
し
や
ら
り

左
来
左
来

三
　
字

二
　
ろ

ひ
ょ
っ
く
り

瓢
屈
理

ぐ
に
ゃ
り

愚
弱
離

む
つ
く
　
り

無
屈
離

さ
つ
ば
　
り

づ
で
ん
で
ん

頭
価
傾

二
　
字

ぐ
つ
し
り

為
愚

ど
つ
し
り

為
突

阻
つ
二
り

襲
起

ば
っ
と
り

為
勃

ぺ
っ
た
り

為
別

字

く
オ
つ潤

ど
つ

噴

雌
。

女

四
六

借

く
は
つ
く
は
つ
活
　
々

惇
澄
ド
卒

訓
借

す
つ
む
り
透
切

ぐ
は
ら
ぐ
は
ら

義
音
借

瓦
落
瓦
落

ぐ
は
た
り
瓦
堕
離

だ
ら
り
堕
落

二
ろ
ｏ
殺

ち
ら
り
　
　
ち
ら
り
閃
電
閃
電

義
借

字
国

ど
ふ
ど
ム
丼
丼

と
ん
と
丼

　
傍
線
は
「
姿
記
評
林
」
と
共
通
す
る
表
記
を
示
す
。

　
狂
詩
を
伴
う
役
者
評
判
記
の
最
も
初
期
の
も
の
で
あ
る
『
野
郎
虫
－
（
ニ
ハ

六
〇
？
）
『
剥
野
老
』
（
一
六
六
二
）
に
は
狂
詩
中
に
音
象
徴
語
が
よ
み
こ
ま
れ

る
こ
と
は
な
い
が
、
，
姿
記
評
林
』
に
先
立
つ
，
雨
夜
三
杯
機
嫌
』
（
一
六
九

三
）
『
蓑
張
草
」
（
ニ
ハ
九
一
）
に
は
同
様
の
表
記
が
多
く
見
ら
れ
る
。
表
２
は

『
雨
夜
三
杯
機
嫌
」
の
狂
詩
中
の
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記
を
、
字
数
、
用
法
別

に
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
表
１
と
比
べ
て
、
一
字
一
音
式
、
「
為
－
」
型
の
借

音
用
法
な
ど
、
更
に
多
様
で
あ
る
が
、
共
通
す
る
も
の
も
多
い
。
役
者
評
判
記



の
前
期
と
後
期
で
は
そ
の
狂
詩
の
表
現
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て

　
　
＠

い
る
が
、
一
」
う
し
た
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記
は
、
役
者
評
判
記
の
中
で
は
、
後

期
に
特
有
の
も
の
と
言
え
る
。

　
一
」
う
し
た
表
記
が
前
代
の
表
記
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
室
町
期
の
節

用
集
に
し
て
も
音
象
徴
語
自
体
が
収
録
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
十
分
に
比
較

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
借
義
用
法
、
訳
語
型
の
よ
う
に
伝
統
的
な
表
記

も
一
部
に
認
め
ら
れ
る
。

　
一
方
、
同
時
期
の
表
記
と
は
ど
う
関
わ
る
の
か
、
近
世
前
期
の
節
用
集
で
あ

る
『
節
用
集
大
全
』
（
一
六
八
○
）
『
合
類
節
用
集
』
（
：
ハ
八
○
）
『
音
言
字
考

節
用
集
』
（
一
七
一
七
）
、
先
に
と
り
あ
げ
た
世
話
字
集
『
反
故
集
』
と
比
較
し

た
も
の
が
次
の
表
３
で
あ
る
。

　
表
３
　
近
世
前
期
の
節
用
集
、
世
話
字
集
に
見
ら
れ
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

　
二
　
　
ろ
　
　
り
孤
露
離
・
自
・
轟

ほ
　
ろ
　
り
誰
露
離

さ
つ
ば
　
り
奴
破
離

て
い
て
い
丁
丁

ぞ
く
そ
く
鉄
鎌

類
合

ホ
ロ
リ
ト
ナ
ク
襲
露
喘

ヒ
ヒ
ク
・
タ
ウ
ク
ウ
（
丁
々
）

全
大

言
書

紛
籔
榊
泣

ハ
チ
ハ
チ
（
丁
々
）

故
反

サ
ツ
ハ
　
リ
楓
破
離

ホ
ト
く
（
丁
々
）

野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』

に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

ひ
よ
っ
ひ
よ
っ
ノ
　
、

む
ず
無
下

が
は
岸
波

ぽ
っ
と
り
勃
然

ど
っ
か
り
瞳
許

類
合

ヒ
ョ
ツ
ヒ
ョ
ノ
、

ム
．
ス
ト
　
　
ム
ズ
ト
ク
ム
無
手
・
擢
組

カ
ツ
ハ
ト
．
カ
ハ
ト
岸
波

全
大

ひ
ょ
っ
ひ
ょ
ノ
入

む
ず
と
無
手

か
は
と
を
く
る
可
波
起

言
書

ヒ
ョ
ツ
ヒ
ョ
ノ
、

ム
ズ
ト
ク
ム
擢
掴

カ
ツ
ハ
ト
タ
フ
ル
岸
破
倒

故
反

ヒ
ョ
ツ
ヒ
ョ
ノ
、

敵
撚

ド
仏
マ
マ
ザ
瞳
許

ひ
よ
っ
こ
り
偏
起

く
わ
っ
闇

そ
つ
卒
・
楓

ひ
よ
っ
俣

　
う
　
か
　
う
　
か
浮
石
浮
石
・
浮
浮

ち
ら
ち
ら
散
散

類
合

ク
ハ
ツ
ト
チ
ル
潤
散

ソ
ツ
ト
卒
度

ヒ
ョ
ン
ト
僚

ウ
カ
〈
浮
々

チ
ロ
く
・
チ
ラ
く
散
々

全
大

そ
っ
と
卒
度

ひ
よ
っ
と
停

言
書

判
貯

貼
ツ
ト

ウ
カ
ウ
カ
・
ウ
ツ
ラ
く
虚
々

故
反

ヒ
ョ
フ
コ
リ
偶
起

ヒ
ョ
ツ
僚

ウ
カ
く
浮
々

チ
ラ
く
閃
々

四
七



野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
－

に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

ち
ら
散

ち
ょ
い
　
ち
ょ
い
一
能
一
能

ぐ
わ
ら
　
ぐ
わ
ら
瓦
落
瓦
落

雌
ｏ

し
ゃ
ん
清

ぐ
　
る
　
ぐ
　
る
萬
輪
萬
輪

類
合

チ
ョ
イ
一
能

全
大

言
書

チ
ラ
ト
罪

グ
ハ
ラ
　
／
＼
瓦
落
々
々

ド
ツ
ト
、
同
、
同
喋
、
ｏ
、
瞳

シ
ヤ
ン
ト
酒
々

故
反

チ
ョ
イ
　
／
＼
一
能
々
々

グ
ワ
ラ
　
ー
＼
瓦
落
々
々

ド
ツ
ト
ワ
ラ
フ
○
咲

グ
ル
く
循
環

号
よ
ろ
　
う
よ
ろ
猿
呂
猿
呂

ざ
ざ
ん
ざ
楓
楓
楓

ぴ
く
ぴ
く
惟
惟

に
二
に
二
帳
然

蝋
姉

ち
ょ
っ
と
一
寸

類
合

蝋
蛇
妙

ピ
ク
く
・
ピ
ク
メ
ク
措
搦

ニ
コ
く
・
帳
然
・
　
ニ
コ
く
シ
テ
　
莞
爾

サ
ツ
く
（
楓
々
）

チ
ヤ
ツ
ト
一
寸

全
大

ぴ
く
め
く
措
搦

サ
ツ
く
（
奴
々
）

言
書

キ
ョ
ロ
　
／
＼
虚
努
々
々

郷
郷
鮒
ザ
ザ
ノ
ザ

ニ
コ
く
・
ニ
ッ
コ
莞
彌
・
微
笑
　
　
カ
ラ
く
　
（
眠
然
）

サ
ツ
く
（
楓
々
）

故
反

キ
ョ
ロ
ツ
ク
虚
努
附

卿
ぺ
抑

ビ
ク
く
措
搦

ニ
コ
く
眠
然

蝋
ぺ

チ
ャ
ツ
ト
一
寸

四
八

ぴ
っ
く
り
惟

に
っ
二
曝

ち
と
少
・
些

ち
ょ
と
些

う
つ
か
り
僅
・
空

ど
ん
ぷ
丼

類
合

ニ
ツ
コ
同
和
・
院
介

チ
ト
同
　
岡
　
同
少
・
些
・
亜
・
並

ウ
ツ
カ
リ
盧

全
大

に
っ
二
と
わ
ら
ふ
莞
彌
笑

ち
と
ぽ
か
り
屑
計

ち
と
く
些
々

言
書

ビ
ッ
ク
リ
恨

ニ
コ
／
＼
ニ
ツ
コ
莞
彌
・
微
笑

チ
ト
些

モ
ソ
ツ
ト
（
些
）

ド
ン
プ
リ
丼

故
反

ビ
ッ
ク
リ
悔

脆
コ
ネ

ウ
ツ
カ
リ
ヒ
よ
ン
暗
天
楮

ド
ン
プ
リ
丼

注
１
、
参
照
し
た
節
用
集
、
世
話
字
集
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
合
類
『
合
類
節
用
集
』
、
大
全
『
節
用
集
大
全
』

　
　
　
　
　
書
言
『
音
言
字
考
節
用
集
』
、
反
故
『
反
故
集
』

注
２
、
空
欄
は
そ
の
語
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
（
）
は
異
語
同
表
記
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｑ

　
こ
れ
ら
の
節
用
集
は
、
百
科
全
書
的
な
性
格
が
強
い
と
言
わ
れ
る
が
、
「
楓

楓
」
を
、
節
用
集
は
漢
語
「
サ
ツ
サ
ツ
」
と
し
て
収
録
し
、
世
話
字
集
の
場
合

は
和
語
音
象
徴
語
「
ざ
は
ざ
は
」
の
表
記
に
あ
て
る
、
又
「
莞
爾
　
ニ
コ
ニ
コ

ニ
ッ
コ
　
文
選
註
　
少
笑
鬼
」
「
帳
然
　
カ
ラ
カ
ラ
　
匂
瑞
　
大
笑
鬼
」
（
音
言

字
考
節
用
集
）
の
よ
う
に
漢
文
の
出
典
の
注
を
付
け
る
な
ど
、
世
話
字
集
と
比

較
し
て
、
漢
文
に
典
拠
が
あ
り
そ
の
用
法
に
忠
実
な
も
の
を
重
視
し
、
取
り
上

げ
る
傾
向
が
確
か
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
編
集
方
針
に
よ
っ
て
、
「
岸
波
倒
ガ
ッ
ハ
ト
タ
フ
ル
俗
語
」
「
瓦



落
々
々
　
グ
ハ
ラ
グ
ハ
ラ
　
俗
字
」
「
虚
労
々
々
　
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
　
僅
俗
ノ

常
談
」
（
書
言
字
考
節
用
集
）
の
よ
う
に
、
こ
の
資
料
に
見
ら
れ
る
い
く
つ
か

の
表
記
は
俗
的
な
表
記
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
又
、

四
節
で
見
た
「
勃
然
（
ぽ
っ
と
り
）
」
「
瞳
許
（
ど
っ
か
り
）
」
は
収
録
さ
れ
ず
、

同
種
の
表
記
も
収
録
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
更
に
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、

今
後
、
こ
う
し
た
表
記
の
性
格
を
考
察
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
か
と
考

え
る
。

お
わ
り
に

　
限
ら
れ
た
部
分
で
は
あ
る
が
、
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記
の
実
態
を
借
義
用
法

と
借
音
用
法
に
分
け
て
見
て
き
た
。
次
の
三
点
が
そ
の
特
徴
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
。

　
第
一
に
、
表
語
文
字
で
あ
る
漢
字
の
特
性
を
十
分
に
生
か
し
、
複
数
の
用
法

を
組
み
合
わ
せ
た
表
記
が
と
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
借
義
用
法
に
お
い
て
は
、
漢
字
、
漢
語
本
来
の
意
味
用
法
と
の
関

わ
り
と
い
う
点
で
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

ア
　
忠
実
に
漢
字
・
漢
語
の
意
味
用
法
を
生
か
す
。
一
訳
語
型
一
鞭
然
（
に
こ

　
に
こ
）

イ
　
和
語
と
漢
字
・
漢
語
、
両
者
の
相
違
を
表
現
に
生
か
す
一
連
想
型
　
類
似

　
性
一
自
（
こ
ろ
り
）

　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

ウ
　
漢
字
・
漢
語
の
意
味
、
用
法
に
関
わ
ら
ず
、
自
由
に
用
い
る
。
一
連
想
型

　
近
接
性
一
猿
呂
猿
呂
（
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
）

ア
が
伝
統
的
な
用
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
イ
、
ウ
は
新
し
く
工
夫
さ
れ
た
表
記

の
性
格
が
強
い
。

　
連
想
型
の
表
記
は
、
音
象
徴
語
に
限
ら
ず
、
、
「
召
（
や
い
）
」
「
求
（
せ
む
）
」

の
よ
う
に
、
他
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
又
、
連
想
自
体
は
、
談
林
俳
譜
の
句
の

展
開
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
、
表
記
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
表
現
の
特
徴

で
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、
こ
う
し
た
点
で
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
資
料
の
内
容
、
対
象
と
し
た
語
、
そ
れ
ぞ
れ
が
俗
的
な
性
格
を
持

っ
も
の
で
あ
る
が
、
表
記
自
体
も
節
用
集
の
注
記
か
ら
推
測
し
て
俗
的
な
性
格

が
強
く
、
臨
時
的
な
も
の
も
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
漢
字
表
記
さ
れ
な
い
音
象
徴
語
と
い
う
こ
と

で
、
こ
の
時
期
の
漢
字
の
用
法
の
な
か
で
は
、
か
な
り
突
出
し
た
、
新
し
い
部

分
を
見
て
き
た
。
実
際
、
非
常
に
自
由
に
漢
字
が
使
い
こ
な
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
表
記
を
作
り
出
す
背
後
に
は
、
漢
字
、
漢
語
に
対
す
る

深
い
知
識
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
今
後
は
音
象
徴
語
以
外
の
部
分
と
あ
わ
せ
て
、
漢
字
表
記
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
ま
た
、
伝
統
的
な
表
記
と
の
関
わ
り
、
そ
れ
以

後
の
表
記
に
与
え
る
影
響
な
ど
、
多
く
の
問
題
が
残
る
。
そ
れ
ら
を
調
査
、
考

察
し
た
う
え
で
一
」
う
し
た
表
記
、
多
様
な
漢
字
の
用
法
の
意
味
に
つ
い
て
改
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』

て
考
え
て
み
た
い
。

に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記

注
¢
　
鈴
木
丹
士
郎
「
近
世
語
彙
の
概
説
」
「
講
座
日
本
語
の
語
彙
５
近
世
の
語
彙
』
（
明

　
治
書
院
）

　
　
山
田
忠
雄
「
評
判
記
に
学
ん
だ
も
の
」
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
３
月
報
－
（
岩
波
書

　
店
）

　
　
加
藤
定
彦
「
俳
諸
と
世
話
字
」
『
第
二
期
近
世
文
学
資
料
類
従
　
古
俳
諸
編
四
七
－

　
（
勉
誠
社
）

　
桜
井
光
昭
「
続
無
名
抄
『
世
話
字
尽
』
の
擬
声
語
と
擬
声
語
の
性
格
」
（
早
稲
田

　
大
学
語
学
教
育
研
究
所
紀
要
２
０
）

＠
　
山
田
俊
雄
「
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記
－
熱
田
本
平
家
物
語
を
中
心
と
し
た
覚
え
書

　
－
」
（
『
成
城
大
学
文
芸
学
部
短
期
大
学
部
　
創
立
十
周
年
記
念
論
文
集
』
）

　
　
北
原
保
雄
『
大
蔵
虎
明
本
　
墾
言
集
の
研
究
　
本
文
編
　
中
』
Ｐ
，
５
４
（
表
現

　
杜
）

＠
　
池
上
嘉
彦
『
意
味
論
』
Ｐ
　
２
３
６
（
大
修
館
書
店
）

¢
　
『
新
釈
漢
文
大
系
２
２
列
子
』
Ｐ
，
１
１
６
（
明
治
書
院
）

＠
浅
野
鶴
子
　
金
田
一
春
彦
『
擬
音
語
、
擬
態
語
辞
典
」
（
角
川
書
店
）

＠
加
藤
定
彦
　
注
２
に
同
じ

＠
　
宮
崎
修
多
「
野
郎
評
判
記
初
期
の
型
に
つ
い
て
」
「
国
語
国
文
　
六
〇
巻
、
ｎ
号
」

＠
　
『
国
語
学
研
究
辞
典
』
「
和
漢
音
釈
書
言
字
考
節
用
集
」
の
項
（
明
治
書
院
）

資
料
と
し
た
文
献
は
っ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
雨
夜
三
杯
機
嫌
」
「
姿
記
評
林
」
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
一
、
二
』
（
岩
波
書
店
）
、

　
「
性
霊
集
」
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
三
教
指
帰
、
性
霊
集
－
（
岩
波
書
店
）
、
『
大
蔵

　
虎
明
本
墾
言
集
の
研
究
　
本
文
篇
　
中
－
（
表
現
社
）
、
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
『
日
本

五
〇

古
典
文
学
大
系
　
浄
瑠
璃
集
」
、
「
訓
課
字
蒙
」
『
荻
生
狙
来
全
集
五
』
（
河
出
書
房
新

社
）
、
『
醒
睡
笑
上
」
（
岩
波
文
庫
）
、
山
内
潤
三
『
平
松
家
本
平
家
物
語
の
研
究
』

（
清
文
堂
）
、
『
大
宋
重
修
廣
韻
』
（
中
文
出
版
社
）
、
『
集
韻
』
（
中
文
出
版
社
）
、
『
説

文
解
字
注
』
（
墾
文
印
書
舘
）
、
「
新
釈
漢
文
大
系
、
列
子
－
（
明
治
書
院
）
、
中
田
祝

夫
、
峰
岸
明
『
色
葉
字
類
抄
研
究
並
び
に
総
合
索
引
－
、
正
宗
敦
夫
『
類
聚
名
義
少
－
、

中
田
祝
夫
、
根
上
剛
史
『
中
世
古
辞
書
四
種
研
究
な
ら
び
に
総
合
索
引
』
、
中
田
祝

夫
『
古
本
節
用
集
六
種
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
、
中
田
祝
夫
・
小
林
祥
次
郎
『
書

言
字
考
節
用
集
研
究
並
び
に
総
合
索
引
」
、
同
『
合
類
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
－
、

中
田
祝
夫
『
恵
空
編
節
用
集
大
全
研
究
並
び
に
索
引
』
（
風
問
書
房
）
、
，
第
二
期
近

世
文
学
資
料
類
従
古
俳
諸
編
四
七
　
続
無
名
抄
他
－
（
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
）
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