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高
等
学
校
の
教
室
で
古
文
を
教
え
て
い
る
と
き
、
生
徒
が
よ
く

口
に
す
る
言
葉
が
あ
る
。

「
内
容
が
理
解
で
き
れ
ば
い
い
の
な
ら
、
現
代
語
訳
で
読
め
ば

よ
い
。
わ
ざ
わ
ざ
難
し
い
言
い
回
し
を
し
た
原
典
で
読
む
必
要
は

こ
の
発
言
に
対
し
て
は
「
原
典
で
な
く
て
は
理
解
で
き
な
い
も

の
が
あ
る
か
ら
、
原
典
で
読
む
の
だ
」
と
答
え
る
の
で
よ
い
と
考

え
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
端
は
、
教
室
で
扱
わ
れ
る
古
文
教
材

の
多
く
が
、
ほ
と
ん
ど
仮
名
文
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で

は
、
古
文
の
本
文
の
特
性
を
扱
い
な
が
ら
、
読
解
と
は
別
の
側
面

の
指
導
の
あ
り
方
に
言
及
し
、
古
文
本
文
の
表
記
の
仕
方
に
つ
い

て
も
言
及
す
る
。

な
い
」

は
じ
め
に

（例一）

ま
ず
、
「
枕
草
子
」
初
段
を
引
く
。

古
文
の
語
彙
の
特
性

『
源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
平
安
時
代
の
仮
名
文
を
念
頭
に
お
い
て

論
を
進
め
て
い
く
。
古
文
教
材
と
な
る
作
品
は
、
鎌
倉
時
代
・
室

町
時
代
そ
し
て
江
戸
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
作
品
が
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
」
と
い
っ
た
作
品
の
後
裔
で

あ
り
、
教
室
で
古
文
を
扱
っ
て
い
く
さ
い
の
基
盤
と
な
る
の
は

『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
平
安
時
代
の
作
品
と
考

（
］
）
 

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

春
は
あ
け
ぽ
の
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
、
山
ぎ

は
少
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。

本
論
で
は
議
論
の
基
本
的
な
対
象
と
し
て
、
『
枕
草
子
』

古
文
教
育
の
一
側
面
と
古
文
本
文
の
表
記
の
仕
方
に
つ
い
て

福
田

孝

や
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く
、
や
ま
ぎ
は
す
こ
し
あ
か
り
て
、
む
ら
さ
き
だ
ち
た
る
＜

い
と
つ
きひ

づ
き
し
。
昼
に
な
り
て
、
ぬ
る
＜
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
、
火

桶
の
火
も
白
き
灰
が
ち
に
な
り
て
わ
ろ
し
。

て
わ
ろ
し
。

『
枕
草
子
」
初
段
に
漢
語
は
一
語
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

（
例
二
）

は
る
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ

を
書
き
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

び
も
て
い
け
ば
、

ひ
を
け
の
ひ
も
し
ろ
き
は
い
が
ち
に
な
り

和
語
は
仮
名
で
書
き
出
す
、
と
い
う
制
約
を
設
け
て
こ
の
初
段

る
も
、

い
と
つ
き
づ
き
し
。
ひ
る
に
な
り
て
、
ぬ
る
く
ゆ
る

と
さ
む
き
に
、

ひ
な
ど
い
そ
ぎ
お
こ
し
て
、
す
み
も
て
わ
た

も
あ
ら
ず
、
し
も
の
い
と
し
ろ
き
も
、
ま
た
さ
ら
で
も
、

し、

ふ
ゆ
は
つ
と
め
て
。
ゆ
き
の
ふ
り
た
る
は
、

い
ふ
べ
き
に

か
に
う
ち
光
り
て
行
く
も
を
か
し
。
雨
な
ど
降
る
も
を
か
し
。

は

秋
は
夕
暮
れ
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
端
い
と
近
う
な
り
た

か

ら

す

ね

ど

こ

ろ

る
に
、
烏
の
寝
所
へ
行
く
と
て
、
三
つ
四
つ
、
二
つ
三
つ
な

か
り

ど
飛
び
急
ぐ
さ
へ
あ
は
れ
な
り
。
ま
い
て
雁
な
ど
の
連
ね
た

る
が
、
い
と
小
さ
く
見
ゆ
る
は
、
い
と
を
か
し
。
日
人
り
果

ね

て
て
、
風
の
音
、
虫
の
音
な
ど
、
は
た
言
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

に
、
火
な
ど
急
ぎ
お
こ
し
て
、
炭
も
て
渡
る
も
、

と
、
む
し
の
ね
な
ど
、
は
た
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

ら
ず
、
霜
の
い
と
白
き
も
、
ま
た
さ
ら
で
も
、

い
と
寒
き

み
ゆ
る
は
、

い
と
を
か
し
。

ひ
い
り
は
て
て
、
か
ぜ
の
お

冬
は
つ
と
め
て
。
雪
の
降
り
た
る
は
、
言
ふ
べ
き
に
も
あ

り
。
ま
い
て
か
り
な
ど
の
つ
ら
ね
た
る
が
、

い
と
ち
ひ
さ
く

つ
よ
っ
‘

ふ
た
つ
み
つ
な
ど
と
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ
は
れ
な

か
う
な
り
た
る
に
、
か
ら
す
の
ね
ど
こ
ろ
へ
ゆ
く
と
て
、

み

あ
き
は
ゆ
ふ
ぐ
れ
。
ゆ
ふ
ひ
の
さ
し
て
や
ま
の
は
い
と
ち

し
。
あ
め
な
ど
ふ
る
も
を
か
し
。

と
つ
ふ
た
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
ひ
か
り
て
い
く
も
を
か

ほ
、
ほ
た
る
の
お
ほ
く
と
び
ち
が
ひ
た
る
。
ま
た
、
た
だ
ひ

多
く
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。
ま
た
、
た
だ
―
つ
二
つ
な
ど
、
ほ
の

な
つ
は
よ
る
。

つ
き
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
。

夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
。
や
み
も
な
ほ
、
蛍
の

も
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。

や
み
も
な
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と
い
う
事
実
は
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「源
氏
物
語
』
や

「枕
草
子
』
は
、
現
存
す
る
鎌
倉
期
な
ど
の

古
い
写
本
を
見
る
か
ぎ
り
、
和
紙
に
筆
で
墨
に
よ
っ
て
書
き
つ
け

ら
れ
、
多
く
は
草
仮
名
（
変
体
仮
名
）
と
呼
ば
れ
る
仮
名
を
用
い

て
書
き
写
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
の
使
用
は
極
端
に
少
な
い
。
教
科

書
に
載
る
場
合
に
は
、
例
一
の
よ
う
な
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
表

記
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
岩
波
害
店
の
古
典
文
学
大
系
や
小

学
館
の
日
本
古
典
全
集
と
い
っ
た
、
古
典
の
研
究
者
が
翻
刻
し
て

現
代
日
本
人
向
け
に
読
み
や
す
く
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
に
し
て
句

読
点
や
鍵
括
弧
と
い
っ
た
補
助
記
号
を
付
し
た
も
の
に
依
拠
し
て

文
の
本
文
は
現
代
日
本
語
と
同
じ
書
記
様
式
に
し
た
が
っ
て
書
か

れ
て
お
り
、
異
な
る
の
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
よ
る
こ
と
だ
け
だ

抵
抗
感
な
し
に
占
文
本
文
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
て
よ
い
の
か
も

知
れ
な
い
。
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た

『枕
草
子
l

初
段
は
和
語
ば
か

り
で
あ
っ
て
漢
語
に
由
来
す
る
語
は

一
語
も
使
わ
れ
て
い
な
い
、

例

一
の
よ
う
な
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
活
字
本
文
の
ほ
う
が
、

は
和
語
で
の
叙
述
で
通
さ
れ
て
い
る

（
「
儲
け
の
君
」
は
「
儲
君
」

と
思
い
が
ち
で
あ
る
。

一
般
に
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
の
特
徴
を
言
う
さ
い
、
仮
名
で

書
か
れ
て
い
る
と
い
う
表
記
の
面
か
ら
が
多
い
。
「
仮
名
文
」
と

い
う
呼
称
が
そ
の
事
情
を
明
示
す
る
。
こ
れ
は
表
記
体
か
ら
見
た

場
合
で
あ
る
が
、
平
安
期
の
作
品
の
文
章
を
、
現
代
日
本
語
の

字
音
語
）
と
和
語
す
な
わ
ち
大
和
言
葉
と
、
大
き
く
二
つ
に
語
彙

の
出
自
を
求
め
る
な
ら
ば
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
は
多
く
和
語
に

よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
教
科
書
で
よ
く
扱
わ
れ
る
、
『
源
氏
物

語
』
冒
頭
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
か
ら
「
こ
の
君
を
ば
、
私

「
女
御
」
「
更
衣
」「
下
臆
」
「
上
達
部
」
「
楊
貴
妃
」
「
大
納
言
」

「
俵
式
」
「
御
覧
ず
」「

こ
「
右
大
臣
」
と
い

っ
た
、
官
職
や
固
有

名
あ
る
い
は
漢
語
に
由
来
す
る
日
常
語
の
使
用
に
限
定
さ
れ
、
他

の
和
語
化
で
あ
る
）
。
漢
文
訓
読
調
の
言
い
回
し
が
多
い
と
言
わ

れ
て
い
る
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
も
、
冒
頭
か
ら
「
世
界
の

男
、
貴
な
る
も
い
や
し
き
も
、
…
…
音
に
聞
き
、
愛
で
て
惑
ふ
」

ま
で
で
は
、
「
三
寸
」
「
帳
」
「
猛
」
「世
界
」
の
四
語
が
数
え
ら
れ

い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
科
書
本
文
の
た
め
、
生
徒
は
古

も
の
に
思
ほ
し
か
し
づ
き
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
」
ま
で
で
は
、

彙
（
語
種
）
の
違
い
も
あ
る
。
漢
語
に
類
す
る
も
の

（
い
わ
ゆ
る

そ
れ
と
比
す
る
と
き
、
大
き
く
異
な
る
の
は
使
用
し
て
い
る
語

れ
は
当
時
の
和
文
と
し
て
通
例
の
こ
と
で
あ
る
。
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和
歌
に
お
い
て
漢
語
が
「
法
師
」
「
檀
越
」
「
婆
羅
門
」
と
い

っ
た

語
が
わ
ず
か
し
か
用
い
ら
れ
な
い

（
巻
十
六
に
集
中
的
に
）

(
3
)
 

同
様
、
漢
語
は
完
全
に
忌
避
さ
れ
て
い
る
。

の
と

小
西
甚
一
は
、

『古
今
和
歌
集
j

に
つ
い
て
「
和
歌
と
漢
詩
と

を
対
等
に
す
る
た
め
採
ら
れ
た
具
体
的
な
手
段
の
ひ
と
つ
が
平
仮

名
に
よ
る
表
記
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
が
和
語
だ
け
に
よ
る
表
現

で
あ

っ
た
」
と
述
べ
、

「土
左
日
記
』

『竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』

に
つ
い
て
「
和
歌
ほ
ど
の
「
雅
」
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
か
ら
、

し
、
作
中
人
物
の
こ
と
ば
に
は
俗
語
め
い
た
言
い
か
た
も
ま
じ
る
。

し
か
し
、
大
部
分
は
和
語
で
書
か
れ
て
お
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
和
語
と
漢
語
と
の
使
用
状
況
を
数
値
で
示
す
と
、
表

1
や
表
2
表
3
の
よ
う
に
な
る
。
表
1
が
古
文
の
文
学
作
品
に
つ

い
て
、
表
2
表
3
が
現
代
語
の
語
彙
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
の
も

(
5
)
 

の
で
あ
る
。
表
1
で
は
引
用
元
に
あ
る
と
お
り
「
ど
の
作
品
に
お

い
て
も
、

異
な
り
語
数
と
延
べ
語
数
を
比
較
す
る
と
、
漢
語
の
比

率
は
異
な
り
語
数
の
方
が
高
い
。
逆
に
い
う
と
、
和
語
の
比
率
は

漢
語
ら
し
い
感
じ
を
伴
わ
な
く
な

っ
た
少
数
の
漢
語
が
出
て
く
る

官
職
名
や
固
有
名
詞
な
ど
の
ほ
か
、
日
常
的
に
使
わ
れ
て
あ
ま
り

る
だ
け
で
あ
る
。
平
安
期
で
は
和
歌
に
お
い
て
も
、
「
万
葉
集
j

本
語
に
お
け
る
漠
語
へ
の
依
存
度
は
明
ら
か
で
あ
る
。

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
表
に
見
ら
れ
る
数
値
と
比
す
と
き
、
現
代
日

と
が
大
略
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
古
文
に
お
け
る
調
査
は
文

い
る
ジ
ャ
ン
ル
が
異
な
る
調
査
結
果
を
示
し
た
の
は
、
現
代
日
本

の
」
で
あ
る
。
ま
た
、
文
章
史
的
に
は
院
政
期
以
降
に
漢
文
訓
読

文
体
や
和
漢
混
滑
文
体
の
発
達
に
よ
り
漢
語
が
占
め
る
割
合
が
増

い
て
漢
語
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
示
し

て
い
る
。
現
代
日
本
語
に
お
い
て
は
、
雑
誌
に
お
い
て
も
新
聞
に

お
い
て
も
外
来
語
と
混
種
語
で
は
、
異
な
り
比
率
に
比
し
て
、
延

べ
比
率
は
大
き
く
下
が
る
。
対
し
て
、
和
語
と
漢
語
と
は
、
異
な

り
比
率
は
ほ
ぽ
同
じ
数
値
に
は
な
る
も
の
の
、
延
べ
比
率
は
逆
転

し
て
雑
誌
で
は
和
語
が
高
い
数
値
を
示
す
の
に
対
し
て
新
聞
で
は

漢
語
が
高
い
数
値
を
示
す
。
調
査
年
に
違
い
が
あ
り
、
使
わ
れ
て

語
に
お
い
て
漢
語
の
使
用
頻
度
が
四
割
か
ら
五
割
越
え
で
あ
る
こ

学
作
品
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

や
は
り
ジ
ャ
ン
ル

の
相
違
が
あ
る
の
で
、
単
純
な
比
較
は
避
け
な
く
て
は
い
け
な
い

え
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、

『徒
然
草
」
『
方
丈
記
j

「大
鏡
」
に
お

す
る
和
語
が
多
く
あ
り
、
そ
の
使
用
頻
度
が
高
い
こ
と
を
示
す
も

延
べ
語
数
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
碁
本
語
彙
に
関
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表 1

語種別統計・異なり語数

旦
紫 源氏 枕 蜻蛉 後撰 土佐 古今 伊勢 竹取 万葉 計

2104 9936 4413 3切'9 1916 926 1989 1586 1203 6478 19677 

276 1020 640 235 6 44 4 89 88 20 3264 

88 465 193 84 I 14 1 17 21 7 936 

2468 11421 5246 3598 1923 984 1994 1692 1312 6505 23877 

語種別統計・異なり比率

紫 源氏 枕 蜻蛉 後撰 土佐 古今 伊勢 竹取 万葉 計

85.3 87.0 84.1 911 99.6 94.l 99.7 93.7 91.7 99.6 82.4 

11.2 8.9 12.2 6.5 0.3 4.5 0.2 5.3 6.7 0.3 13.7 

3.6 4.1 3.7 2.3 0.1 1.4 0.1 10 1.6 0.1 3.9 幻
語種別統計・延べ語数

己汀言旦：~I~[〗 ±11~〗〗［戸喜
語種別統計・延べ比率

ロ更1:1 〗;I 門~I 〗・:I 蜻:ll 後9 土~:I 古i:I 伊ti 竹~I 万1:1 〗：
表2

「現代雑誌九十種類の用語用字jの

語種の分布（異なり比率）

和語 36.7 

漢語 47.5 

外来語 9.8 

混種語 6.0 

「現代雑誌九十種類の用語用字』の

語種の分布（延べ比率）

和語 53.9 

漢語 41.3 

外来語 2.9 

混種語 1.9 

表3

毎日新聞 1994-2002の

合計語種比率（異なり比率）

和語

漢語

外来語

混種語

毎日新聞 1994-2002の
合計語種比率（延べ比率）

和語

漢語

外来語

混種語

39.81 

44.46 

8.55 

7.19 

39.37 

54.09 

5.03 

1.51 
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不
明
瞭
に
な
る
傾
向
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
神
西
は
別
の
「
翻
訳

な
、
美
し
い
時
代
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
最
高
潮
を
平
安
の

し
て
名
を
馳
せ
、

も
し
て
い
た
神
西
清
は
、

日
本
語
の
特
性
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
言
及

日
本
語
の
文
章
の
質
に
つ
い
て
「
散

文
の
運
命
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い

る
、
「
現
代
口
語
」
は
「
堕
落
」
「
衰
弱
」
し
て
い
る
、
理
由
の
一

端
と
し
て
「
漢
語
」

の
お
び
た
だ
し
い
流
入
が
あ
る
、
と
。

方
、
「
そ
の
昔
わ
が
散
文
も
、
粘
着
力
に
富
み
、
音
楽
性
に
豊
か

初
中
期
に
見
い
だ
し
、
あ
の
頃
の
小
説
作
品
を
、
言
い
よ
う
の
な

い
懐
か
し
さ
と
、
不
思
議
な
驚
き
の
念
を
も
っ
て
、
回
顧
す
る
の

で
あ
る
。
竹
取
に
は
じ
ま
り
源
氏
に
終
わ
る

一
聯
の
仮
名
が
き
物

(
6
)
 

語
が
そ
れ
で
あ
る
」
、
と
。
神
西
清
は
漢
語
が
流
入
す
る
以
前
の
、

和
語
で
書
か
れ
た
散
文
を
称
揚
す
る
。
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で

な
か
ろ
う
が
、
神
西
の
よ
う
な
観
点
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
神
西
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
「
粘
着
力
」
と
は
、
「
主
人
公
の
追

放
」
と
い
う
漢
語
の
言
い
方
だ
と
、
「
主
人
公
」
が
「
追
放
」
し

た
の
か
、
一
主
人
公
」
が
「
追
放
」
さ
れ
た
の
か
が
は
っ
き
り
し

な
い
よ
う
に
、
単
語
と
単
語
と
の
係
り
受
け
の
関
係
・
格
関
係
が

小
説
家
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
文
学
や
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
翻
訳
家
と

こ
の
小
松
の
指
摘
か
ら
は
、
連
綿
や
墨
継
ぎ
を
用
い
て
表
語

性
・
表
句
性
を
獲
得
し
て
い
る
写
本
本
文
を
、
活
字
で
翻
刻
す
る

と
き
、
古
典
文
学
研
究
者
は
ど
の
よ
う
に
翻
刻
す
れ
ば
よ
い
の

し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

な
さ
れ
、
加
え
て
字
間
を
開
け
て
書
く
「
分
か
ち
書
き
」
が
発
達

遅
疑
の
説
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、

フ
ラ
ン
ス
文
学
作
品
の
和
文

翻
訳
に
つ
い
て
、
漢
語
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
和
文
訳
を
示
し

な
が
ら
「
用
言
形
に
書
き
直
す
こ
と
は
：
．．
．．
 
到
底
望
む
べ
く
も
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
神
西
が
言
い
た
い
こ
と
が

近
年
、
写
本
な
ど
に
見
ら
れ
る
仮
名
文
の
書
記
に
つ
い
て
小
松

(
7
)
 

英
雄
の
指
摘
が
あ
る
。
小
松
は
、
「
音
仮
名
に
よ
っ
て
日
本
語
を

表
記
す
る
と
、
語
句
の
切
れ
目
が
見
分
け
に
く
く
な
っ
て
し
ま

う
」
欠
陥
が
あ
り
（
活
字
の
例
だ
が
、
例
二
の

『枕
草
子
』
初
段

の
本
文
が
参
考
と
な
る
）
、
そ
の
欠
陥
を
克
服
し
、
効
率
的
な
読

み
取
り
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
草
仮
名
を
用
い
た
仮
名
文
に
お

い
て
は
、
「
墨
継
ぎ
」
や
「
語
の
綴
り
」
す
な
わ
ち
「
連
綿
」
が

古
典
本
文
の
活
字
化

示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
。
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し
か
し
現
状
の
活
字
本
文
で
読
む
さ
い
に
は
古
文
の
語
彙
や
言

い
回
し
に
慣
れ
て
い
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
ど
こ
で
区
切
っ
て
読

む
の
が
妥
当
か
は
分
か
り
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
古
文
が
敬
遠
さ

で
読
む
さ
い
に
は
問
題
な
く
語
旬
の
区
切
り
を
把
握
で
き
る
。

ま
と
ま
り
と
の
あ
い
だ
に
字
間
が
空
け
て
示
さ
れ
て
お
り
、
写
本

は
つ
せ
に
釦
引
つ
る
こ
と
に

1
1
1
1

゜

ひ
と
の
い
へ
に
ひ
さ
し
く
や
ど
叫
寸

ti

0

0

 

へ
て
の
ち
に
い
た
り
け
れ
は
か
の
あ
る
し

。

び
が
d
さ
た
か
に
な
ん

i
i
t
i

は

る
を
」
と
、
語
句
の
ま
と
ま
り
が
連
綿
で
示
さ
れ
、
ま
と
ま
り
と

符
が
墨
継
ぎ
を
、
傍
線
が
連
綿
（
筆
続
き
）
を
示
す
）
。

見
て
み
る
と
、
「
か
く
」
「
は
か
な
く
て
」
「
の
み
」
「
い
ま
す
か
め

及
し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
な
提
示
の
仕
方
を
試
み
て
い
る

(
O

い
。
底
本
と
し
て
よ
く
使
用
さ
れ
る
尊
経
閣
本
の
複
製
を
実
際
に

注
(
7
)
で
言
及
し
た
春
日
政
治
は
、
高
野
切
本
文
が
連
綿
と
墨

い
る
の
で
あ
る
。

典
の
活
字
本
文
の
あ
り
方
は
生
徒
や
古
典
読
者
に
対
し
て
強
い
て

と
理
解
し
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
を
、
現
状
の
古

た
論
を
知
ら
な
い
。

と
表
記
さ
れ
た
英
文
を
、
ど
う
に
か
努
力
し
て
区
切
っ
て
読
ん
で
、

に
提
供
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
問
題
が
派
生
し
て
く
る
は
ず
で

あ
る
。
小
松
の
主
張
す
る
、
仮
名
文
の
構
文
原
理
の
こ
と
と
も
関

わ
り
、
小
松
が
言
う
よ
う
に
仮
名
文
の
文
が
現
代
日
本
語
で
用
い

る
句
読
点
で
は
律
し
き
れ
な
い
と
い
う
主
張
と
関
わ
る
の
で
事
は

単
純
で
な
い
が
、
寡
聞
に
し
て
稿
者
は
こ
う
し
た
こ
と
に
言
及
し

た
と
え
ば
、
「
磁
刈
り
」
と
し
て
知
ら
れ
る

下大
和
物
語
l

第

―
四
八
段
中
に
、
「
か
く
は
か
な
く
て
の
み
い
ま
す
か
め
る
を
」

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
に
は
置
き
換
え
に
く

い
箇
所
な
の
で
、
こ
の
よ
う
に
仮
名
だ
け
で
示
さ
れ
る
場
合
が
多

M
y
m
o
t
h
e
r
w
e
n
t
t
o
t
h
e
s
c
h
o
o
l
t
o
s
e
e
m
y
h
o
m
e
r
o
o
m
 

か
•
ど
の
よ
う
に
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
活
字
本
文
と
し
て
読
者

teacher. 

M
y
 mo
t
h
e
r
 w
e
n
t
 to t
h
e
 s
c
h
o
o
l
 to s
e
e
 m
y
 h
o
m
e
r
o
o
m
 

teacher・ 

継
ぎ
で
意
味
の
補
足
を
し
や
す
く
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言

別
言
す
る
な
ら
ば
、

れ
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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思
う
。

存
す
る
と
言
っ
て
も
妨
な
い
ほ
ど
」
で
あ
る
と
見
て
大
勢
は
誤
っ

い
な
い
。
春
日
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
気
付
い
て
い
て
、
こ
の
不

一

致
に
つ
い
て
、

「多
少
不
自
然
な
断
続
が
な
い
で
は
な
い
が
、
こ

の
程
度
の
筆
続
き
、
墨
継
ぎ
が
行
は
れ
て
ゐ
れ
ば
、

も
あ
る
が
、

や
は
り
春
日
が
言
う
と
お
り
「

一
種
の
分
別
書
方
が

て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
活
字
化
す
る
の
に
こ
う
し
た
春

日
の
よ
う
な
や
り
方
も
あ
り
得
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と

ま
た
、
古
文
本
文
を
活
字
に
し
て
提
供
す
る
さ
い
に
読
解
に
支

障
が
生
じ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
の
が
、
島
津
久
基

る
。
こ
の
よ
う
な
不
一
致
を
以
て
小
松
の
指
摘
を
否
定
す
る
向
き

書
方
が
存
す
る
と
言

っ
て
も
妨
な
い
ほ
ど
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

一
種
の
分
別

必
ず
し
も
語
旬
の
句
切
れ
と
、
墨
継
ぎ
や
連
綿
と
が
一
致
し
て

は
な
そ
む
か
し
の
か
に
、

ほ
ひ
け
る

つ
ら
ゆ
き

0

0
 

ひ

lil
い
さ
こ
ヽ
ろ
も
し
ら
す
ふ
る
さ
と
は

り
け
る

5
以

い
ひ
い
た
し
た
り

の
け

れ

は

そ

こ

に

氾

寸

ば
な
を
、
り
て
よ
め
る

あ
る
こ
と
を
配
慮
し
て
漢
字
を
あ
ま
り
宛
て
な
い
よ
う
に
し
て
い

と
え
ば
、
旧
岩
波
文
庫
の
本
文
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

み
つ
ぽ
ね

か
た
|
‘

御
局
は
桐
壺
な
り
。
敷
多
の
御
方
々
を
過
ぎ
さ
せ
給
ひ

ひ

ま

お

ん

ま
へ
わ
た

つ
、
‘
隙
な
き
御
前
渡
り
に
、
人
の
御
心
を
盛
く
し
給
ふ

げ

こ

と

わ

り

も
、
｛
貫
に
理
と
見
え
た
り
。
参
う
上
り
給
ふ
に
も
、
餘
り
う

ち
頻
る
折
々
は
、
打
橋
、
渡
殿
、
此
鹿
彼
臆
の
道
に
、
怪
し

わ

ざ

き

ぬ

す
そ

た

き
業
を
し
つ
ヽ
、
御
送
り
迎
へ
の
人
の
衣
の
裾
、
堪
へ
難

ま
さ

な

う
、
正
無
き
事
ど
も
あ
り
。
又
或
時
は
、
え
さ
ら
ぬ
馬
道
の

-P
を
鎖
し
龍
め
、
此
方
彼
方
、
心
を
合
は
せ
て
、
は
し
た
な

め
煩
は
せ
給
ふ
時
も
多
か
り
。

そ
の
「
は
し
が
き
」
に
「
段
落
の
た
て
方
、
漢
字
の
宛
て
方
、

一
に
味
設
の
便
を
主
と
し
た
。
漢
字
の
如
き
特
に
留
意
し
て
、
宛

つ
べ
き
は
な
る
べ
く
宛
て
た
が
、
併
し
無
理
に
は
宛
て
ぬ
や
う
に

し
た
」
と
あ
る
が
、
現
代
で
行
な
わ
れ
て
い
る
諸
注
釈
の
本
文
よ

り
は
漢
字
が
よ
ほ
ど
多
く
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
和
語
で

の

「源
氏
物
語
」
の
本
文
は
漢
字
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
た

に
よ
る
『
源
氏
物
語
」

の
本
文
の
提
示
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
島
津
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る。 す
る
や
り
方
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
の
例
二
の
文
章
の
よ
う
に
な

は
、
扱
う
本
文
を
工
夫
し
て
生
徒
に
示
す
と
、

や
す
く
例
示
で
き
る
。
和
語
を
平
仮
名
で
、
漢
語
を
漢
字
で
表
記

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
な
、
和
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
様
相

一
見
し
て
分
か
り

し
か
し
、
例
二
は
読
み
に
く
い
。
古
文
へ
の
拒
否
反
応
を
一
層

生
徒
に
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
現
代
日
本
語
が
漢

教
科
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
助
詞
・
助
動
詞
・
接
頭
語
・
接
尾

語
は
、
主
に
な
る
単
語
に
つ
け
て
書
き
、
そ
れ
以
外
は
単
語
ご
と

(
9
)
 

に
区
切
る
」
と
い
う
原
則
に
よ
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
（
そ

れ
で
は
や
は
り
表
語
性
が
不
足
し
て
、
読
み
取
り
が
し
に
く
い
と

考
え
る
ば
あ
い
に
は
、
語
単
位
で
分
か
ち
書
き
を
す
る
や
り
方
も

あ
り
う
る
だ
ろ
う
）
。

を
分
か
ち
書
き
で
示
す
と
や
は
り
煩
雑
に
過
ぎ
る
の
で
、
現
代
の

四
実
際
の
授
業
で
の
扱
い

り
文
と
し
て
提
供
す
る
の
が
よ
い
の
か
は
も
う
少
し
配
慮
で
き
る

よ
う
に
活
字
と
し
て
翻
刻
す
る
の
が
よ
い
の
か
・
漢
字
仮
名
交
じ

小
松
や
春
日
の
指
摘
を
も
と
に
し

つ
つ
、
写
本
本
文
を
、
ど
の

や
す
く
提
供
し
た
い
と
考
え
た
島
津
な
り
の
所
為
で
あ
っ
た
と
理

る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
読
み
に
く
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
補
助

本
の
様
相
に
近
い
も
の
を
、
活
字
で
で
き
る
だ
け
再
現
し
て
見
せ

で
あ
る
。

る
現
代
の
注
釈
よ
り
は
語
旬
の
区
切
り
が
は
っ
き
り
し
て
実
は
読

み
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
古
典
の
本
文
を
活
字
と
し
て
分
か
り

解
で
き
る
。

ょ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
状
は
、
翻
刻
や
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
校
訂

本
文
を
提
供
す
る
研
究
者
の
嗜
好
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。

字
仮
名
交
じ
り
文
で
漢
字
を
交
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
の
認
識
が

(
8
)
 

し
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
と
違
い
、
語
の
認
識
が
し
づ
ら
い
た
め

第
三
節
で
の
小
松
や
春
日
の
指
摘
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
平

安
期
の
仮
名
文
に
よ
る
作
品
を
、
そ
れ
が
和
語
を
主
体
に
し
て
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
生
徒
に
拒
否
反
応
を
持
た

せ
な
い
で
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
分
か
ち
書
き
を
用
い
て
或
程

度
の
表
語
性
を
持
た
せ
た
う
え
で
、
和
語
は
仮
名
で
、
漢
語
は
漢

字
で
表
記
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
写

記
号
は
や
は
り
用
い
る
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
し
、
語
と
助
詞
と
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に
も
あ
ら
ず
、
し
も
の
い
と
し
ろ
き
も
、
ま
た
さ
ら
で

ふ
ゆ
は
つ
と
め
て
。
ゆ
き
の
ふ
り
た
る
は
、

い
ふ
べ
き

こ
の
ち
ご
、

〈さ
だ
め
て
お
ど
ろ
か
さ
む
ず
ら
む
〉
と

た
り
。

あ
ら
ず
。

に
、
す
で
に
し
い
だ
し
た
る
さ
ま
に
て
、

ひ
し
め
き
あ
ひ

て
、
か
ぜ
の
お
と
、
む
し
の
ね
な
ど
、
は
た

い
ふ
べ
き
に

に
よ
り
て
、
ね
た
る
よ
し
に
て
、

い
で
く
る
を
ま
ち
け
る

と
ち
ひ
さ
く
み
ゆ
る
は
、

い
と
を
か
し
。
ひ
い
り
は
て

ざ
ら
む
も
、
わ
ろ
か
り
な
む
〉
と
お
も
ひ
て
、

か
た
か
た

あ
は
れ
な
り
。
ま
い
て
か
り
な
ど
の

つ
ら
ね
た
る
が
、

し、

に
き
き
け
り
。〈
さ
り
と
て
、
し
い
だ
さ
む
を
ま
ち
て
ね

と
て
、

み
つ
よ
つ
、
ふ
た

つ
み
つ
な
ど
と
び
い
そ
ぐ
さ
へ

ち
ひ
せ
む
」
と
い
ひ
け
る
を
、
こ
の
ち
ご
、
こ
こ
ろ
よ
せ

と
ち
か
う
な
り
た
る
に
、
か
ら
す
の
ね
ど
こ
ろ
へ

ゆ
く

あ
き
は
ゆ
ふ
ぐ
れ
。
ゆ
ふ
ひ
の
さ
し
て
や
ま
の
は
い

も
う

一
例
、
古
文
入
門
期
用
の
教
材
と
し
て
よ
く
教
科
書
に
と

ら
れ
て
い
る

『宇
治
拾
遺
物
語
j

「
児
の
空
寝
」
の
本
文
に
つ
い

て
同
様
な
処
置
を
し
た
も
の
を
載
せ
て
み
る

こ
れ
も
い
ま
は
む
か
し
、
ひ
え
の
や
ま
に
ち
ご
あ
り

そ
う

け
り
。
僧
た
ち
、
よ
ひ
の
つ
れ
づ
れ
に
、
「
い
ざ
、
か
い
も

く
も
を
か
し
。
あ
め
な
ど
ふ
る
も
を
か
し
。

だ
ひ
と

つ

ふ
た
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
ひ
か
り
て
ゆ

つ
い
て
は
、
山
括
弧
を
付
し
た
）。

な
ほ
、

ほ
た
る
の
お
ほ
く
と
び
ち
が
ひ
た
る
。
ま
た
、
た

（心
の
中
の
思
い
に

な
つ
は
よ
る
。
つ
き
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
。

や
み
も

ほ
そ
く

た
な
び
き
た
る
。

ま
ぎ
は
す
こ
し
あ
か
り
て
、
む
ら
さ
き
だ
ち
た
る

く
も
の

は
る
は
あ
け
ぽ
の
。
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
、
や

は
い
が
ち
に
な
り
て
、
わ
ろ
し
。

ぬ
る
く
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
、

ひ
を
け
の
ひ
も
し
ろ
き

い
と
つ
き
づ
き
し
。
ひ
る
に
な
り
て
、

『
枕
草
子
j

初
段
に
つ
い
て
、
分
か
ち
書
き
と
し
て
、
あ
い
だ

に
半
角
の
空
白
を
あ
け
て
示
し
て
み
る
。

も
て
わ
た
る
も
、

も
、
い
と
さ
む
き
に
、

ひ
な
ど
い
そ
ぎ
お
こ
し
て
、
す
み
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別
の
方
法
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
や
り
方
も
考
え
ら
れ
る
。

と
が
し
つ
か
り
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
活
字
本
文
に
高
校
生
時
期
に

一
度
で
も
接
す
る
な
ら

ひ
ね
に
き
け
ば
、

ひ
し
ひ
し
と
、
た
だ
く
ひ
に
く
ふ
お

む

f
l

と
の
し
け
れ
ば
、
す
べ
な
く
て
、
無
期
の
の
ち
に
、
「
え

い
」
と
い
ら
へ
た
り
け
れ
ば
、
僧
た
ち
わ
ら
ふ
こ
と
か
ぎ

(
9
)
 

り
な
し
。

ば
、
古
文
は
も
と
も
と
仮
名
で
書
か
れ
和
語
で
書
か
れ
て
い
る
こ

①
生
徒
に
、
教
科
書
の
本
文
か
ら
漢
語
を
拾
わ
せ
て
指
摘
さ

せ
、
本
文
全
体
の
な
か
の
漢
語
と
和
語
と
の
様
相
を
確
認
さ

を
な
す
こ
と
自
体
が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
い
る
。
今
ま
で
通
り
に

ん
ど
和
語
だ
け
で
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
平
安
期
の
古
文
の
文
章

に
驚
く
は
ず
で
あ
る
。
自
分
た
ち
が
用
い
て
い
る
現
代
日
本
語
を

振
り
返
る
良
い
機
会
と
な
し
得
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
高
等
学
校
で
古
文
を
扱
っ
て
い
る
時
期
の
ど

こ
か
で
一
度
扱
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
古
文
の
文
章
が
持
つ
性
質

を
理
解
す
る
こ
と
で
古
文
に
接
す
る
態
度
が
は
っ
き
り
す
る
で
あ

ろ
う
と
思
う
。

古
文
を
扱
う
授
業
時
間
数
が
少
な
く
な
り
、
こ
の
よ
う
な
試
み

し
〉
と
お
も
ひ
て

〈い
ま

一
度
お
こ
せ
か
し
〉

と

お

も

そ
れ
だ
け
で
も
意
義
深
い
国
語
の
授
業
と
な
る
。
も
し
②
の
よ
う

な
実
践
を
行
な
う
な
ら
ば
、
生
徒
た
ち
は
自
分
た
ち
が
用
い
る
現

代
日
本
語
が
漢
語
な
し
に
成
り
立
ち
得
な
い
こ
と
に
驚
き
、
ほ
と

ま
ひ
に
け
り
」
と
い
ふ
こ
ゑ
の
し
け
れ
ば
、

〈あ
な
わ
び

ん
と
和
語
と
漢
語
の
区
別
を
再
確
認
し
て
や
る
必
要
が
生
じ
る
。

な
お
こ
し
た
て
ま
つ
り
そ
。
お
さ
な
き
ひ
と
は
ね
い
り
た

ら
へ
む
〉
と

念

《
ね
ん
》
じ
て
ね
た
る
ほ
ど
に
、
「
や
、

と
も
ぞ
お
も
ふ
〉
と
て
、

〈
い
ま
ひ
と
こ
ゑ
よ
ば
れ
て
い

へ
ど
も
、
〈
た
だ

一
度
に
い
ら
へ

む
も
、

《
ま
ち
け
る
か
》

ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
」
と
い
ふ
を
、

〈う
れ
し
〉
と
は
お
も

ま
ち
ゐ
た
る
に
、
僧
の
、
「
も
の
ま
う
し
さ
ぶ
ら
は
む
。
お

語
は
漢
字
で
、
と
い
う
風
に
書
き
直
し
を
さ
せ
て
、
本
文
全

体
の
様
相
を
確
認
さ
せ
る
。

②
生
徒
た
ち
に
和
語
だ
け
で
作
文
を
書
か
せ
て
み
た
の
ち
に
、

①
に
よ
り
、
古
文
本
文
の
様
相
を
確
認
さ
せ
る
。

①
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
生
徒
に
き
ち

せ
る
。
あ
る
い
は
、
本
文
全
体
を
、
和
語
は
平
仮
名
で
、
漢
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古
文
の
教
育
は
、
古
典
に
表
れ
た
思
想
や
感
情
を
読
み
取

っ
た

名
遣
い
に
よ
る
か
否
か
・
係
り
結
び
の
有
無
・
現
代
日
本
語
は
連

体
形
中
止
と
な
っ
た
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
る
。
そ
れ
ら
同
様
に
、
本

稿
で
扱

っ
た
語
彙
の
相
違
は
理
解
し
や
す
く
、
古
文
の
授
業
で

も

っ
と
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ

容
易
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
漢
語
を
含
む
こ
と
の
多
い

現
代
日
本
語
が
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
対

も
で
き
る
。

比
し
て
翻
っ
て
現
代
日
本
語
の
特
質
の
理
解
に
役
立
た
せ
る
こ
と

り
古
文
を
原
典
で
読
む
理
由
も
は
っ
き
り
す
る
し
、
古
文
読
解
を

古
文
の
文
章
と
現
代
日
本
語
の
文
章
と
の
相
違
は
、
歴
史
的
仮

五

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め
と
し
て

は
語
の
識
別
が
し
に
く
い
た
め
で
あ
る
、

と
い
う
説
明
に
用
い
る

い
っ
た
本
文
が
読
み
づ
ら
い
の
は
、
写
本
と
違
っ
て
活
字
本
文
で

が
あ
た
ら
な
い
「
か
く
は
か
な
く
て
の
み
い
ま
す
か
め
る
を
」
と

古
文
の
本
文
を
扱
い
、
生
徒
か
ら
冒
頭
の
よ
う
な
発
言
が
出
た
と

き
の
対
応
に
用
い
る
の
で
も
良
い
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
漢
字

ー
注 化

を
理
解
さ
せ
る
側
面
も
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

つ
い
て
理
解
を
深
め
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
対
す
る
理
解
を

深
め
る
こ
と
の
側
面
に
重
き
が
置
か
れ
る
。
同
時
に
、
和
語
を
中

心
と
し
て
書
か
れ
た
時
期
が
我
が
国
の
散
文
史
に
あ

っ
た
こ
と
を

理
解
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
在
の
国
語
の
出
て
来
た
母
体
と
し
て
の

古
い
国
語
を
理
解
し
、
古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
つ
な
が

り
と
差
違
と
を
理
解
し
、
言
語
感
覚
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な

が
る
。
古
文
教
育
に
は
、
言
葉
の
器
の
ほ
う
の
伝
統
的
な
言
語
文

「
月
刊
国
語
教
育
」

7
|
5
、
1
9
8
7
.
5
「
特
集
新
し
い

古
典
指
導
の
方
法
」
の
座
談
会
に
お
け
る
鈴
木

一
雄
の
発
言
に

「
平
安
時
代
の
文
学
が

一
番
教
材
に
と
ら
れ
や
す
い
と
い
う
の
は
、

…
…
や
は
り
古
典
の
表
現
、
文
章
と
し
て
一
番
安
定
し
て
い
る
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。
鎌
倉
の
作
品
も
平
安
時
代
の
文
章
表
現
を
基

礎
と
し
て
で
き
て
い
る
ん
だ
し
、
江
戸
時
代
で
も
そ
う
で
し
ょ

う。」

「
上
代
語
を
知
ら
な
く
て
も
平
安
時
代
の
文
学
を
や
っ
て
い

れ
ば
、
鎌
倉
時
代
の
文
学
も
近
世
の
文
章
も
多
少
読
め
る
と
い
う

こ
と
に
な

っ
て
く
る
。
；
；
：
古
文
全
体
の
墓
礎
な
の
で
す
。」
と

あ
る
（
省
略
…
…
は
引
用
者
に
よ
る
）。

り
、
様
々
な
時
代
の
人
々
の
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
・
考
え
方
に
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(
4
 

(
5
 

3
)
 

2
)
 
本
文
は
大
修
館
書
店
『
国
語
総
合
―
―
一
訂
版
』
に
よ
っ
た
（
小
学

館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
依
拠
し
て
い
る
）
。

語
彙
の
面
か
ら
の
言
及
は
、
管
見
で
は
、
粕
谷
嘉
弘

「
日
本
漢

語
の
系
譜
ー
そ
の
摂
取
と
表
現
ー
』
東
宛
社
が
あ
る
。
例
え
ば
、

「竹
取
物
語
』
に
お
い
て
漢
語
の
表
現
し
て
い
る
分
野
は
、
官
職

関
係
・
佛
教
関
係
•
数
名
詞
が
主
で
あ
り
、
ほ
か
に
家
具
・
衣

服
•
音
楽
・
人
事
と
い
っ
た
関
係
に
、
そ
し
て
漢
語
サ
変
動
詞
が

用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

本
居
宣
長

「古
言
指
南
』
（
「本
居
宣
長
全
集

14
」
、
筑
摩
書
房

1
9
7
2
)
に
は
「
ス
ベ
テ
倭
文
ハ
、
ナ
ダ
ラ
カ
ニ

、
ハ
カ
ナ
ク

書
ク
ガ
ナ
ラ
ヒ
也
。
：
・
・
・
・
カ
リ
ソ
メ
ニ
モ
漢
文
メ
キ
タ
ル
詞
ハ
用

ユ
マ
ジ
キ
事
也
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。

『日
本
文
藝
史
2
j
講
談
社

1
9
8
5
、
一
六
六
I
一
六
八
頁
。

表
1

は
、

『日
本
語
要
説
j
第
4

章
「
古
代
語
の
語
彙
•
語
彙
史
」

小
林
賢
司
、
ひ
つ
じ
書
房

1
9
9
3
か
ら
、
宮
島
達
夫
他

『古

典
対
照
語
い
表
（
フ
ロ
ッ
ピ
ー
版
）
』
を
用
い
て
十
四
作
品
に
お

け
る
和
語

・
漢
語
・
混
種
語
（
和
語
と
漢
語
と
の
混
合
）
の
統
計

を
し
た
表
を
お
借
り
し
た
。
表
2
は
、
代
表
的
な
語
彙
調
査
で
あ

り、

1
9
5
6
年
刊
の
雑
誌
九
十
種
の
本
文
を
対
象
と
し
た
国

立
国
語
研
究
所

『現
代
雑
誌
九
十
種
の
用
語
用
字
』

1
9
6
2

の
表
を
お
借
り
し
た
。
表
3
は
、
国
立
国
語
研
究
所
報
告

l
2

6

『公
共
媒
体
の
外
来
語
」
第
3
部
第
4
章
「
新
聞
記
事
に
お
け

る
語
彙
の
時
間
的
変
化
分
析
ー
語
種
と
の
関
係
を
中
心
に
ー
」
山

口
昌
也
、

2
0
0
 
7
か
ら
、
毎
日
新
聞
九
年
分

(
1
9
9
4
1

(
8
 

(
7
 

6
 

2
 0
0
 
2
年
）
の
合
計
の
数
値
を
お
借
り
し
た
。

『神
西
清
全
集

6
」
文
治
堂
書
店

1
9
8
7
、
も
と
単
行
本

「散

文
の
連
命
」
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社

1
9
5
7
0

小
松
英
雄

「
I
I
|
4
日
本
語
の
歴
史
書
記
」

「言
語
学
大
辞
典

世
界
言
語
絹
第
二
巻
j
三
省
堂

1
9
8
9
、
『
仮
名
文
の
構

文
原
理
j
笠
間
書
院

1
9
9
7
3
増
補
版

2
0
0
 
3
、
『
日
本
語

書
記
史
原
論
』
笠
間
書
院

1
9
9
8
3
増
補
版

2
0
0
 0)
。

小
松
英
雄
は
、
「
書
記
の
本
来
の
目
的
は
情
報
を
蓄
蔵
す
る
こ
と

に
あ
る
」
と
し
て
「
必
要
な
情
報
を
効
率
的
に
検
索
で
き
る
形
で

蓄
蔵
で
き
る
こ
と
は
、
実
用
的
書
記
様
式
に
と
っ
て
最
優
先
の
課

題
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
明
晰
的
効
率
的
に
読
み
手
に
ど
う

読
む
の
か
が
伝
わ
る
よ
う
に
書
記
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、

第
四
節
で
の
、
単
純
に
漢
語
を
漢
字
で
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
仮

名
で
表
記
す
る
と
い
う
本
論
の
主
張
は
小
松
の
主
張
と
全
く
異

な
っ
た
か
た
ち
で
小
松
の
説
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
仮

名
文
の
特
性
を
感
得
し
て
も
ら
う
た
め
便
宜
的
に
小
松
の
説
を
援

用
し
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

な
お
、
小
松
と
同
様
な
指
摘
は
、
昭
和
二
十

(
1
9
4
5
)
年
三

月
に
執
筆
さ
れ
な
が
ら
時
勢
の
た
め
に
発
刊
さ
れ
ず
、
昭
和
五
十

八

(
1
9
8
3
)
年
一
月
に
著
作
集
の

一
冊
と
し
て
初
め
て
公
刊

さ
れ
た

「春
日
政
治
著
作
集

2

国
語
文
体
発
達
史
序
説
』
勉
誠

社
に
お
い
て
春
日
政
治
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
(
-
七
六
頁
＼

一
九

0
頁
）
。
ほ
ぼ
同
一
の
指
摘
と
言
っ
て
い
い
。

現
代
日
本
語
の
書
記
に
お
い
て
は
、
漢
字
と
仮
名
と
を
交
ぜ
て
書
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，
 

く
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
語
性
が

確
保
さ
れ
て
い
る
（
島
津
の
源
氏
物
語
の
活
字
本
文
が
読
み
易
い

の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
）
。
ど
の
て
い
ど
漢
字
を
交
ぜ
て
書
く
の

が
読
み
取
り
し
や
す
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
中
田
祝
夫
「
日
本
の

漢
字
（
日
本
語
の
世
界
4
)j
中
央
公
論
社

1
9
8
2
に
言
及
が

あ
る
。
そ
こ
に
は
「
易
し
く
書
け
ば
難
し
く
な
る
」
と
し
て
仮
名

専
用
文
が
い
か
に
読
み
に
く
い
か
を
め
ぐ
る
議
論
も
あ
る
。

ま
た
、
「
日
本
語
の
音
声
体
系
の
単
純
さ
、
発
音
の
や
さ
し
さ
は

書
き
方
の
む
ず
か
し
さ
の
う
ら
は
ら
に
な
っ
て
い
る
」
（
城
田
俊

「日
本
語
の
音
』
ひ
つ
じ
書
房

1
9
9
5
)
と
の
指
摘
も
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
日
本
語
の
書
記
に
お
い
て
表
語
性
を
い
か
に
し
て
確

保
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
関
係
す
る
。

本
文
は
筑
摩
書
房

「精
選
国
語
総
合
」
に
よ
っ
た
（
小
学
館
日

本
古
典
文
学
全
集
に
依
拠
し
て
い
る
）。

「
比
叡
山
」
は
、
「
ひ
え

の
や
ま
」
と
い
う
地
名
に

「
比
叡
」
を
当
て
字
し
た
も
の
な
の
で

仮
名
で
示
し
た
。
「
一
度
」
も
、
底
本
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
宮

内
庁
書
陵
部
本
に
お
い
て
表
記
は
「
一
度
」
な
の
で
「
ひ
と
た

い
ち
ど

び
」
か
「
一
度
」
か
迷
う
。
第
三
話
「
鬼
に
瘤
取
ら
る
る
事
」
に

「
一
と
」
と
表
記
さ
れ
「
い
ち
ど
」
と
読
む
の
が
適
当
と
思
わ
れ

る
用
例
が
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
た
。

こ
う
し
た
本
文
作
成
を
実
際
に
試
み
よ
う
と
す
る
さ
い
、

「菊
」

「
梅
」
と
い

っ
た
、
漢
語
が
和
語
化
し
た
も
の

・
「
艶
な
り
」
「
優

な
り
」
「
興
あ
り
」
「
案
ず
」
「
怨
ず
」

「
制
す
」
「
具
す
」
と

い
っ

た
、
漢
語
が
も
と
と
な
っ
て
語
が
で
き
た
も
の
（
混
種
語
）
を
ど

ふ
く
だ
•
た
か
し

の
よ
う
に
処
理
す
る
か
も
問
題
と
な
る
。
和
語
化
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
「
菊
」
「
梅
」
と
い
っ
た
語
は
仮
名
で
、
漢
語
が
も
と
に

な
っ
て
語
が
で
き
た
も
の
は
漢
字
で
表
記
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う

、。カま
た
、
写
本
に
お
い
て
漢
字
で
「
御
」
と
し
か
通
常
は
表
記
さ
れ

な
い
、
「
御
」
に
つ
い
て
、
和
語
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と

き
、
ど
の
よ
う
に
仮
名
表
記
す
る
か
も
問
題
と
な
る
。
詳
細
は
、

小
松
英
雄
が
編
者
と
し
て
名
を
連
ね
る

『例
解
古
語
辞
典
第
三

版
j

三
省
堂

l
9
9
2
の
「
お
ほ
ん
（
御
）
」
の
項
に
譲
る
が
、

そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
「
お
ほ
み
」
「
お
ほ
ん
」
「
お
ん
」
「
お
」
あ

る
い
は

「
み
」
い
ず
れ
で
仮
名
書
き
す
る
か
は
「
文
脈
か
ら
敬
度

を
推
定
し
て
読
み
分
け
」
て
読
み
を
あ
て
る
し
か
な
い
。
「
御
」

の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
榊
原
邦
彦
「
後
撰
和
歌
集
の

「
御
」
」

「
朝
日
大
学
一
般
教
育
紀
要
No25
」
1
9
9
9
が
参
考
に
な
る
。

本
学
准
教
授
）


