
1

こ
の
辞
典
を
手
に
と
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
へ

　

現
代
は
、漢
字
を
〝
書
く
〞
こ
と
に
つ
い
て
は
、と
て
も
便
利
な
時
代
で
す
。
ど
ん
な
複
雑
な
漢
字
で
も
、キ
ー

ボ
ー
ド
を
ほ
ん
の
数
回
、
簡
単
に
操
作
す
る
だ
け
で
、〝
書
く
〞
こ
と
が
で
き
ま
す
。
昔
は
一
本
一
本
の
線
を

手
書
き
し
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
ほ
ん
と
う
に
便
利
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

で
も
、
便
利
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て
と
ま
ど
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

た
と
え
ば
、「
み
る
」
と
入
力
し
て
、
漢
字
に
変
換
し
よ
う
と
し
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
デ
ジ
タ
ル

機
器
は
と
て
も
物
知
り
で
、「
見
る
」
な
の
か
「
観
る
」
な
の
か
「
看
る
」
な
の
か
「
診
る
」
な
の
か
、
い
っ

ぱ
い
候
補
を
挙
げ
て
、
ど
れ
に
す
る
か
、
尋
ね
て
き
ま
す
。
と
き
に
は
、
そ
れ
と
も
「
視
る
」
に
す
る
？　
「
覧

る
」
な
ん
て
の
も
あ
る
よ
！　

と
ま
で
教
え
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
に
矢
継
ぎ
早
に
候
補
を
示
さ
れ
る
と
、
迷
う
な
と
い
う
方
が
無
理
と
い
う
も
の
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

六
つ
の
「
み
る
」
は
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
み
る
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
聞
く
」
と
「
聴
く
」
と
「
訊
く
」
だ
と
か
、「
温
か
い
」
と
「
暖
か
い
」、

「
探
す
」
と
「
捜
す
」
な
ど
な
ど
、
同
じ
訓
読
み
を
す
る
漢
字
が
複
数
あ
る
例
は
、
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

「
さ
す
」「
と
る
」「
ひ
く
」
の
よ
う
に
、
漢
字
の
数
が
一
〇
を
超
え
る
訓
読
み
も
あ
る
の
で
す
。
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こ
の
よ
う
に
、同
じ
訓
読
み
を
す
る
漢
字
の
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
を
、「
同
訓
異
字
（
異
字
同
訓
）」
と
い
い
ま
す
。

本
書
の
目
的
は
、
そ
の
使
い
分
け
方
を
、
で
き
る
限
り
て
い
ね
い
に
〝
と
き
あ
か
す
〞
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
、
執
筆
・
編
集
し
ま
し
た
。

1 

四
〇
九
項
目
、
の
べ
一
一
六
三
字
の
漢
字
の
同
訓
異
字
を
取
り
上
げ
て
解
説
。

　

現
在
、
一
般
の
社
会
生
活
で
使
わ
れ
る
漢
字
の
目
安
と
し
て
は
、
文
化
審
議
会
が
定
め
た
『
常
用
漢
字

表
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
表
に
含
ま
れ
る
漢
字
の
中
で
同
訓
異
字
が
問
題
に
な
る
の
は
、約
一
三
〇
項
目
、

の
べ
三
〇
〇
字
程
度
。
本
書
で
は
、『
常
用
漢
字
表
』
の
範
囲
を
大
幅
に
越
え
て
、
現
在
で
も
使
わ
れ
る

可
能
性
が
あ
り
そ
う
な
漢
字
や
そ
の
訓
読
み
を
、
で
き
る
限
り
広
く
取
り
上
げ
ま
し
た
。

2 

各
項
目
の
最
初
に
、
使
い
分
け
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
表
示
。

　

同
訓
異
字
の
使
い
分
け
に
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
漢
字
の
意
味
が
か
な
り
異
な
る
の
で
〝
原
則
と
し

て
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
〞
と
、
意
味
の
違
い
が
微
妙
だ
と
か
そ
の
ほ
か
の
理
由
で
〝
場
合

に
よ
っ
て
は
使
い
分
け
る
と
よ
い
も
の
〞
と
い
う
二
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
。
本
書
で
は
、
各
項
目
の

見
出
し
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
基
本
」
と
「
発
展
」
に
区
別
し
て
、
短
く
ま
と
め
て
掲
げ
ま
し
た
。

3 

一
つ
一
つ
の
漢
字
の
意
味
か
ら
説
き
起
こ
し
た
、
読
み
も
の
と
し
て
も
読
め
る
て
い
ね
い
な
解
説
。

　

同
訓
異
字
の
使
い
分
け
を
理
解
す
る
カ
ギ
は
、
一
つ
一
つ
の
漢
字
の
意
味
で
す
。
本
書
で
は
、
音
読
み

の
熟
語
や
ほ
か
の
訓
読
み
、
部
首
、
成
り
立
ち
な
ど
を
駆
使
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
の
意
味
を
説
明
し
、

〝
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
使
い
分
け
る
の
か
〞
と
い
う
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。
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4 

理
解
を
深
め
る
た
め
の
、
約
七
七
〇
〇
個
の
豊
富
な
用
例
。

　

使
い
分
け
の
理
由
が
わ
か
っ
た
ら
、
次
の
段
階
は
、
具
体
的
な
実
例
で
確
認
す
る
こ
と
で
す
。
本
書
で

は
、
短
い
中
で
も
文
脈
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
数
多
く
の
用
例
を
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
し
て
収
録
し
て
い
ま

す
。
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
ど
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
そ
の
漢
字
を
用
い
れ
ば

よ
い
の
か
、
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

5 

理
解
を
助
け
る
た
め
、
各
項
目
に
図
表
を
掲
載
。

　

漢
字
の
意
味
の
違
い
に
は
、
文
章
で
読
む
よ
り
も
、
図
や
表
で
見
る
方
が
理
解
し
や
す
い
側
面
が
あ
り

ま
す
。
本
書
で
は
、
各
項
目
に
最
低
一
つ
は
図
表
を
掲
載
し
、
同
訓
異
字
の
使
い
分
け
を
直
感
的
に
理
解

で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。
使
い
分
け
に
つ
い
て
手
っ
取
り
早
く
知
り
た
い
方
は
、
各
項
目
の
見
出

し
の
下
の
ポ
イ
ン
ト
と
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
用
例
と
、
こ
の
図
表
と
を
合
わ
せ
見
る
だ
け
で
も
、
だ
い
た
い

の
と
こ
ろ
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

6 

判
断
に
迷
い
や
す
い
場
面
に
つ
い
て
も
、
積
極
的
に
言
及
。

　

考
え
方
は
理
解
で
き
て
も
、実
際
に
使
お
う
と
す
る
と
迷
っ
て
し
ま
う
。
同
訓
異
字
の
使
い
分
け
で
は
、

そ
ん
な
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
本
書
で
は
、
そ
ん
な
悩
ま
し
い
場
面
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
取
り
上
げ

ま
し
た
。
そ
れ
ら
で
は
、
漢
字
を
使
い
分
け
る
こ
と
で
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
表
現
が
可
能
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
し
、
結
局
は
ど
ち
ら
を
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

7 

振
り
が
な
の
必
要
性
や
か
な
書
き
の
推
奨
に
つ
い
て
も
、
注
意
を
喚
起
。

　

い
く
ら
適
切
に
同
訓
異
字
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
の
漢
字
を
読
み
手
が
読
め
な
い
の
で
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は
、
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
書
で
は
、
一
般
的
な
立
場
か
ら
見
る
と
む
ず
か
し
く
感
じ
ら
れ
る
漢
字
や

訓
読
み
に
つ
い
て
、
適
宜
、
振
り
が
な
を
付
け
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
、
か

な
書
き
に
す
る
方
が
落
ち
着
く
、
と
い
っ
た
注
意
を
加
え
ま
し
た
。

　

同
訓
異
字
の
使
い
分
け
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
一
つ
一
つ
の
漢
字
に
つ
い
て
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
す
。
と
同
時
に
、
自
分
の
書
き
表
し
た
い
こ
と
を
、
よ
り
適
切
に
表
現
す
る
た
め
の
基
礎
知
識
と
も
な
り

ま
す
。
む
ず
か
し
い
漢
字
で
も
簡
単
に
入
力
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
代
、
ご
自
分
の
文
章
表
現
を
磨
き

た
い
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
み
な
さ
ん
に
、
本
書
が
少
し
で
も
役
に
立
つ
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
本
書
は
、『
漢
字
と
き
あ
か
し
辞
典
』『
部
首
と
き
あ
か
し
辞
典
』
に
続
く
、「
と
き
あ
か
し
」
シ
リ
ー

ズ
の
三
冊
目
に
な
り
ま
す
。
前
の
二
冊
と
同
様
、
出
版
に
あ
た
っ
て
は
、
研
究
社
編
集
部
の
高
橋
麻
古
さ
ん
に

た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
も
、
金
子
泰
明
さ
ん
が
す
て
き
な
デ
ザ
イ
ン
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
い
つ

も
の
こ
と
で
す
が
、
印
刷
・
製
本
・
流
通
・
販
売
・
宣
伝
な
ど
な
ど
、
本
書
に
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て

の
方
々
と
、
本
書
を
手
に
取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
読
者
の
み
な
さ
ん
に
、
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
二
〇
一
六
年
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

円
満
字　

二
郎
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漢
字
の
世
界
で
は
、
い
く
つ
も
の
漢
字
に
つ
い
て
同
じ
訓
読
み
を

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
、「
同
訓
異
字（
異
字
同
訓
）」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
逆
に
言
え
ば
、
あ
る
訓
読
み
の
こ
と

ば
を
漢
字
で
書
き
表
し
た
い
と
き
に
、
使
え
る
可
能
性
の
あ
る
漢
字

が
い
く
つ
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
私
た
ち
が
実
際
に
漢
字
を
使
う
と
き
、
そ
の
う
ち
の

一
つ
を
ど
う
や
っ
て
選
べ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
の
問
い
に
で
き
る
限
り
て
い
ね
い
に
お
答
え
す
る
の
が
、
こ
の

辞
典
の
役
割
で
す
。
個
別
の
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん

本
文
を
お
読
み
い
た
だ
く
わ
け
で
す
が
、こ
こ
で
は
、そ
れ
に
先
だ
っ

て
、
同
訓
異
字
の
背
景
や
、
適
切
な
漢
字
を
選
ぶ
際
の
基
本
的
な
考

え
方
に
つ
い
て
、
解
説
し
て
お
き
ま
す
。

音
読
み
と
訓
読
み
の
違
い

　

同
訓
異
字
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
漢
字
が
そ
も
そ
も
は
中
国
語
を

書
き
表
す
た
め
に
中
国
で
生
み
出
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
こ
と
は
、
と

て
も
重
要
で
す
。
中
国
で
は
、今
か
ら
三
三
〇
〇
年
く
ら
い
前
に
は
、

す
で
に
文
章
を
書
き
表
す
た
め
に
漢
字
を
用
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

が
日
本
列
島
に
伝
わ
っ
た
の
は
、
紀
元
三
〜
五
世
紀
ご
ろ
、
今
か
ら

だ
い
た
い
千
数
百
年
前
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
の
漢
字
に
は
、
中
国
語
と
し
て

の
読
み
方
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
列
島
で
暮
ら

し
て
い
た
人
々
も
、
中
国
語
の
発
音
を
ま
ね
な
が
ら
、
漢
字
を
読
ん

で
い
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
か
ら
誕
生
し
た
の
が
、「
音
読
み
」で
す
。

　

そ
の
経
緯
を
や
や
単
純
化
し
て
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、た
と
え
ば
、

「
同
訓
異
字
」に
つ
い
て　
―
―
本
文
を
お
読
み
に
な
る
前
に
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《
訪
》と
い
う
漢
字
を
中
国
の
人
が
発
音
す
る
の
を
聴
く
と
、「
ホ
ウ
」

と
聞
こ
え
た
。
そ
こ
で
、《
訪
》は
日
本
語
で
は「
ホ
ウ
」と
読
む
こ
と

に
な
っ
た
、
と
い
う
次
第
で
す
。

　

そ
れ
は
、
現
代
に
た
と
え
る
と
、visit

と
い
う
英
語
を「
ビ
ジ
ッ

ト
」と
カ
タ
カ
ナ
読
み
す
る
の
と
似
て
い
ま
す
。
音
読
み
と
は
、
基

本
的
に
は
、
あ
る
漢
字
の
中
国
語
と
し
て
の
発
音
が
、
日
本
語
風
に

な
ま
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

　

こ
の
方
法
は
、
文
明
の
発
展
し
た
中
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば

を
外
来
語
と
し
て
取
り
入
れ
る
に
は
、
と
て
も
役
に
立
ち
ま
し
た
。

「
訪
問
」「
来
訪
」「
歴
訪
」「
探
訪
」と
い
っ
た
音
読
み
の
熟
語
の
多
く

は
、
中
国
語
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
方
法
で
は
、
も
と
か
ら
日
本
語
と
し
て
存
在
し
て

い
る
こ
と
ば
を
書
き
表
す
の
に
は
、
難
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
考
え

出
さ
れ
た
の
が
、
漢
字
を「
訓
読
み
」す
る
こ
と
で
し
た
。

　

漢
字
は
、
一
文
字
一
文
字
が
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味

を
日
本
語
で
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
ば
に
な
る
で

し
ょ
う
か
？

　

た
と
え
ば
、《
訪
》と
い
う
漢
字
が
中
国
語
と
し
て
表
し
て
い
る
意

味
は
、日
本
語
で
は「
た
ず
ね
る
」と
表
現
で
き
ま
す
。
な
ら
ば
、《
訪
》

を
そ
の
ま
ま「
た
ず
ね
る
」と
読
ん
で
し
ま
お
う
。
―
―
そ
う
や
っ
て

生
ま
れ
た
の
が
、
訓
読
み
な
の
で
す
。

　

再
び
現
代
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、visit

と
い
う
英

語
を
、
そ
の
つ
づ
り
の
ま
ま
で「
た
ず
ね
る
」と
読
ん
で
し
ま
う
こ
と

に
相
当
し
ま
す
。な
か
な
か
大
胆
な
発
想
で
す
が
、こ
の
方
法
に
よ
っ

て
、
漢
字
は
、
日
本
語
を
書
き
表
す
文
字
と
し
て
、
活
用
の
場
が
飛

躍
的
に
広
が
っ
た
の
で
す
。

同
訓
異
字
が
生
じ
る
わ
け

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
訓
読
み
と
は
、
あ
る
漢
字
が
中
国
語
と
し

て
表
し
て
い
る
意
味
を
、
日
本
語
に
置
き
換
え
て
読
む
読
み
方
で
あ

る
、と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
訓
読
み
と
は
、い
わ
ば「
翻
訳
読
み
」

な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
大
き
な
問
題
に
突
き
当
た
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

あ
る
言
語
の
あ
る
単
語
と
別
の
言
語
の
あ
る
単
語
と
は
、
一
対
一
で

対
応
し
て
い
る
よ
う
な
単
純
な
関
係
で
は
な
い
、と
い
う
問
題
で
す
。

　

日
本
語
の「
た
ず
ね
る
」は
、
確
か
に
、
英
語
のvisit

に
相
当
す

る
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
詳
し
く
説
明
す
れ
ば
、〝
よ

う
す
を
見
る
た
め
に
あ
る
場
所
に
行
く
〞と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
日
本
語「
た
ず
ね
る
」は
、〝
答
え
を
得
る
た
め
に
何
か

を
問
い
か
け
る
〞場
合
に
も
使
わ
れ
ま
す
。
こ
の
意
味
は
、
英
語
な

ら
ば
、
た
と
え
ばask

で
表
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
語「
た
ず

ね
る
」の
意
味
は
、
英
語
な
ら
ばvisit

とask

の
両
方
の
意
味
に
対
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応
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

と
な
る
と
、
日
本
語「
た
ず
ね
る
」を
英
語
に
翻
訳
す
る
際
に
は
、

少
な
く
と
もvisit

かask

の
ど
ち
ら
か
か
ら
一
つ
を
選
ば
な
く
て

は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
漢
字
の
訓
読
み
で
も
起
こ
り
ま
す
。
漢
字

《
訪
》は
、
英
語
のvisit

と
よ
く
似
て
い
て
、〝
よ
う
す
を
見
る
た
め

に
あ
る
場
所
に
行
く
〞こ
と
を
表
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
英
語

のask

に
近
い
、〝
答
え
を
得
る
た
め
に
何
か
を
問
い
か
け
る
〞こ
と

を
表
す
漢
字
に
は
、《
尋
》が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、《
訪
》も《
尋
》も
、

「
た
ず
ね
る
」と
訓
読
み
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

同
訓
異
字
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
も
の
で
す
。
そ
の
背

景
に
は
、
中
国
語
と
日
本
語
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
中
国
語
で
は
、

《
訪
》と《
尋
》と
い
う
別
の
こ
と
ば
で
表
す
行
動
を
、
日
本
語
で
は
、

ど
ち
ら
も
ひ
っ
く
る
め
て「
た
ず
ね
る
」と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き

る
。そ
う
い
う
も
の
ご
と
の
と
ら
え
方
の
違
い
が
、同
訓
異
字
と
な
っ

て
現
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
同
訓
異
字
を
使
い
分
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
の
漢
字
が
表
し
て
い
る
中
国
語
と
し
て
の
意
味
を
、
き
ち
ん
と
理

解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
自
分
が
使
お
う
と
し
て
い

る
日
本
語
が
、
ど
ん
な
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
、
そ

れ
に
合
う
漢
字
を
選
べ
ば
い
い
わ
け
で
す
。

漢
字
の
本
来
の
意
味
を
つ
か
む
た
め
に

　

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
が
表
し
て
い
る
中
国
語
と
し
て
の

意
味
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
に
は
、
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

①
そ
の
漢
字
を
含
む
音
読
み
の
熟
語
を
思
い
浮
か
べ
る
。

　

先
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
音
読
み
と
は
元
を
た
ど
れ
ば
中
国
語

の
発
音
で
あ
り
、
音
読
み
の
熟
語
の
多
く
は
中
国
語
に
由
来
し
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
音
読
み
の
熟
語
に
現
れ
て
い
る
意
味
は
、
そ
の

漢
字
が
中
国
語
と
し
て
持
っ
て
い
る
意
味
だ
、
と
考
え
て
も
よ
い
わ

け
で
す
。

　
《
訪
》な
ら
ば
、先
に
挙
げ
た「
訪
問
」「
来
訪
」「
歴
訪
」「
探
訪
」な
ど
。

こ
れ
ら
の
全
体
に
共
通
す
る
意
味
を
考
え
れ
ば
、
漢
字《
訪
》の
基
本

的
な
意
味
は〝
よ
う
す
を
見
る
た
め
に
あ
る
場
所
に
行
く
〞こ
と
だ
、

と
見
え
て
き
ま
す
。そ
の
際
、思
い
浮
か
べ
る
熟
語
が
多
い
方
が
、〝
証

拠
〞が
増
え
て
、
意
味
を
よ
り
明
確
に
つ
か
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
そ
の
漢
字
の
別
の
訓
読
み
を
探
し
て
み
る
。

　
《
訪
》は
、「
お
と
ず
れ
る
」と
訓
読
み
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
漢
字《
訪
》が
表
し
て
い
る
意
味
は
、
日
本
語
で
は「
た

ず
ね
る
」に
も「
お
と
ず
れ
る
」に
も
翻
訳
可
能
だ
と
い
う
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
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そ
こ
で
、「
た
ず
ね
る
」の
中
で
も「
お
と
ず
れ
る
」と
重
な
る
よ
う

な
意
味
合
い
を
考
え
る
こ
と
で
、《
訪
》の
意
味
を
考
え
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、ほ
か
の
訓
読
み
を
持
つ
漢
字
の
場
合
に
は
、

そ
れ
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
意
味
を
よ
り
明
確
に
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

③
そ
の
漢
字
の
成
り
立
ち
を
調
べ
る
。

　

一
方
、《
尋
》に
つ
い
て
は
、
よ
く
使
わ
れ
る
音
読
み
の
熟
語
は「
尋

問
」く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ほ
か
の
訓
読
み
も
な
い
の
で
、

こ
れ
ら
の
方
法
は
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
漢
字

の
成
り
立
ち
か
ら
意
味
に
迫
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
《
尋
》は
、
成
り
立
ち
と
し
て
は「
左
」と「
右
」を
組
み
合
わ
せ
た
形

が
変
化
し
た
も
の
で
、
字
の
形
の
中
に「
工
」と「
口
」が
含
ま
れ
て
い

る
の
が
、
そ
の
名
残
で
す
。
そ
こ
で
、
左
手
と
右
手
を
広
げ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
本
来
は〝
長
さ
を
測
る
〞と
い
う
意
味
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
変
化
し
て〝
答
え
を
得
る
た
め
に
何
か
を
問
い
か
け
る
〞と

い
う
意
味
に
な
っ
た
、
と
筋
道
を
付
け
て
理
解
す
れ
ば
、《
尋
》の
基

本
的
な
意
味
が
す
っ
き
り
と
頭
の
中
に
入
る
で
し
ょ
う
。

④
そ
の
漢
字
の
部
首
に
着
目
す
る
。

　

と
は
い
え
、
漢
字
の
成
り
立
ち
を
知
る
た
め
に
は
、
漢
和
辞
典
を

調
べ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
、

同
訓
異
字
の
中
に
は
、
部
首
に
着
目
す
る
だ
け
で
使
い
分
け
が
格
段

に
わ
か
り
や
す
く
な
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、《
送
》と《
贈
》は
、
ど
ち
ら
も「
お
く
る
」と
訓
読
み
し

ま
す
。
こ
の
う
ち
、《
送
》の
部
首
は「
⻌（
し
ん
に
ょ
う
、し
ん
に
ゅ
う
）」。

こ
れ
は
、《
進
》や《
退
》に
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、〝
移
動
〞を
表

し
ま
す
。
一
方
、《
贈
》の
部
首
は「
貝（
か
い
へ
ん
）」。
こ
ち
ら
は
、《
財
》

《
買
》《
費
》な
ど
の
部
首
で
も
あ
り
、〝
金
品
〞を
指
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
、《
送
》の
意
味
の
中
心
は〝
何
か
を
相
手
の
と
こ
ろ
ま

で
移
動
さ
せ
る
〞こ
と
に
あ
る
、と
判
断
で
き
ま
す
。そ
れ
に
対
し
て
、

《
贈
》は
、〝
貴
重
な
も
の
を
相
手
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
〞と
こ
ろ
に
重

点
が
あ
る
漢
字
だ
と
、
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

同
訓
異
字
の
二
つ
の
レ
ベ
ル

　

こ
の
辞
典
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
が
持
つ
基
本
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
、

同
訓
異
字
の
使
い
分
け
を
説
明
し
て
い
き
ま
す
。た
だ
、「
た
ず
ね
る
」

と
訓
読
み
す
る《
訪
》《
尋
》や
、「
お
く
る
」と
訓
読
み
す
る《
送
》《
贈
》

の
よ
う
に
、
比
較
的
は
っ
き
り
と
意
味
が
区
別
で
き
る
も
の
は
、
実

際
は
少
数
派
で
す
。

　

た
と
え
ば
、「
あ
お
」と
訓
読
み
す
る
漢
字
に
は
、《
青
》の
ほ
か
、

《
蒼
》《
碧
》も
あ
り
ま
す
。《
蒼
》と《
碧
》は
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
色
合
い
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を
指
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
も「
あ
お
」の
一
種
で
あ
り
、《
青
》と
書
き

表
し
て
も
、
的
外
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、《
始
》と《
創
》は
、
ど
ち
ら
も「
は
じ
め
る
」と
訓
読
み
し
ま

す
。
し
か
し
、《
始
》は
広
く
一
般
的
に
使
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、《
創
》

は
、〝
新
し
い
も
の
ご
と
を
〞と
い
う
意
味
合
い
を
含
む
場
合
に
だ
け

用
い
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、《
創
》が
表
す
意
味
は
、《
始
》の
意
味
の

中
に
含
ま
れ
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、《
創
》の
代
わ
り
に《
始
》を
使
っ
て
も
、
間
違
い

に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
た
だ
、〝
新
し
い
も
の
ご
と
を
〞と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
は
っ
き
り
と
表
現
し
た
い
場
合
だ
け
、《
創
》を
用
い

れ
ば
よ
い
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
訓
異
字
の
使
い
分
け
の
中
に
は
、
少
な
く
と
も

二
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、《
訪
》《
尋
》や《
送
》《
贈
》の

よ
う
に
、
原
則
と
し
て
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
レ

ベ
ル
。
も
う
一
つ
は
、《
青
》に
対
す
る《
蒼
》《
碧
》、《
始
》に
対
す
る

《
創
》の
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
使
い
分
け
た
方
が
よ
い
、
と
い

う
レ
ベ
ル
で
す
。

　
〝
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
〞は
、き
ち
ん
と
理
解
し
て
、

注
意
し
て
使
い
分
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、〝
場
合
に
よ
っ

て
は
使
い
分
け
た
方
が
よ
い
も
の
〞に
つ
い
て
は
、
無
理
を
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、〝
場
合
に
よ
っ
て
は
使
い
分
け
た
方
が

よ
い
も
の
〞を
う
ま
く
使
う
と
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
表
現
が
可

能
に
な
り
、
自
分
の
表
現
し
た
い
こ
と
を
よ
り
適
切
に
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

本
書
で
は
、
各
項
目
の
見
出
し
の
す
ぐ
下
に
、
使
い
分
け
の
ポ
イ

ン
ト
を
短
く
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、〝
使
い
分
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
〞を「
基
本
」と
し
て
、〝
場
合
に
よ
っ
て
は
使
い
分

け
た
方
が
よ
い
も
の
〞を「
発
展
」と
し
て
示
し
て
お
き
ま
し
た
。

　

こ
の
違
い
を
意
識
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
同
訓
異
字
の
使
い
分
け

が
さ
ら
に
わ
か
り
や
す
く
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。



１　

使
い
分
け
が
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
り
や
す
い
同
訓
異
字
の
う
ち
、

現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
も
の
や
、
使
っ
て
み
る
と
よ
さ
そ
う
な

も
の
を
選
び
、
五
十
音
順
に
配
列
し
ま
し
た
。

２　

見
出
し
は
、「
あ
う
」と「
あ
わ
せ
る
」は
別
に
す
る
が「
あ
が
る
」

と「
あ
げ
る
」は
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
な
ど
、
説
明
の
し
や
す
さ
を

優
先
し
て
立
て
て
あ
り
ま
す
。

３　
「
あ
が
る
／
あ
げ
る
」の
よ
う
に
、
複
数
の
語
を
一
つ
の
見
出
し

に
ま
と
め
た
場
合
は
、
適
宜
、
最
初
に
挙
げ
た
も
の
以
外
の
形
も

参
照
見
出
し
と
し
て
掲
げ
、
探
し
や
す
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。

４　

記
述
の
中
で
漢
字
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
場
合
に
は
、《　

》

を
使
っ
て
表
示
し
て
い
ま
す
。

５　
《　

》の
漢
字
が
各
項
目
で
最
初
に
出
て
来
る
際
に
は
、
音
読
み

を
振
り
が
な
と
し
て
示
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
日
本
で
作
ら
れ
た

漢
字
に
は
音
読
み
が
な
い
の
で
、
訓
読
み
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
示

し
て
あ
り
ま
す
。

◆
◇
◆
こ
の
辞
書
の
き
ま
り
◇
◆
◇



漢
字
の
使
い
分
け
と
き
あ
か
し
辞
典
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あ
あ　う

合会遭逢遇
基
本
１
一
致
す
る
場
合
、
調
和
す
る
場
合
、
一
緒
に
何
か

を
す
る
場
合
は
、《
合

ご
う
／
が
っ》を
用
い
る
。

基
本
２
面
と
向
か
っ
て
話
な
ど
を
す
る
場
合
は
、《
会か

い

》

を
使
う
。

基
本
３
事
件
や
災
難
を
経
験
す
る
場
合
は
、《
遭そ

う
》を
書
く
。

発
展
１
《
会
》の
代
わ
り
に《
逢ほ

う

》を
使
う
と
、
貴
重
さ
を

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

発
展
２
た
ま
た
ま
出
く
わ
す
場
合
に
は
、《
遇ぐ

う

》を
使
っ

て
も
よ
い
。

「
あ
う
」と
訓
読
み
す
る
漢
字
は
た
く
さ
ん

あ
る
が
、
中
心
と
な
る
の
は
、《
合

ご
う
／
が
っ》

《
会か

い

》《
遭そ
う

》。
基
本
的
に
は
、
こ
の
三
つ
を
使
い
分
け
れ
ば
よ
い
。

　

ま
ず
、《
合
》は
、〝
容
器
〞を
表
す
四
角
形
の
上
に
、〝
ふ
た
〞を
表

す「

」を
組
み
合
わ
せ
た
漢
字
。
容
器
と
ふ
た
が
ぴ
っ
た
り
と
一
つ

か
い

そ

も
の
と
人
と
災
難
と
…

に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、〝
一
つ
に
な
る
〞こ
と
を
表
す
。「
合ご
う

同ど
う

」「
合が
っ

体た
い

」「
総そ
う

合ご
う

」「
連れ
ん

合ご
う

」な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　

転
じ
て
、「
合ご
う

格か
く

」「
適て
き

合ご
う

」「
整せ
い

合ご
う

性せ
い

」の
よ
う
に
、〝
一
致
す
る
〞こ

と
や〝
調
和
す
る
〞と
い
う
意
味
を
も
表
す
。
さ
ら
に
は
、「
合が
っ

唱し
ょ
う

」

「
合が

っ

奏そ
う

」「
合ご
う

議ぎ

」な
ど
、〝
一
緒
に
何
か
を
す
る
〞こ
と
を
指
す
場
合
も

あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、「
あ
う
」と
訓
読
み
し
て
、〝
一
致
す
る
〞〝
調
和
す
る
〞

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。「
気
が
合
う
」「
答
え
が
合
う
」「
服
の
サ
イ

ズ
が
合
う
」「
壁
紙
に
合
う
カ
ー
テ
ン
を
探
す
」「
条
件
に
合
う
物
件
が
見
つ

か
る
」「
薬
が
体
質
に
合
わ
な
い
」な
ど
な
ど
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。

　

ま
た
、
日
本
語「
あ
う
」に
は
、「
○
○
し
あ
う
」の
形
で〝
お
互
い

に
○
○
す
る
〞こ
と
を
表
す
用
法
も
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、〝
一
緒
に

何
か
を
す
る
〞と
い
う
意
味
を
生
か
し
て
、
漢
字
で
は《
合
》を
使
っ

て
書
き
表
す
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、「
愛
し
合
う
」「
認
め
合
う
」「
殴
り
合
う
」

「
向
か
い
合
う
」と
い
っ
た
具
合
と
な
る
。

　

次
に
、《
会
》の
中
心
と
な
る
意
味
は
、「
会か
い

議ぎ

」「
会か
い

合ご
う

」「
集し
ゅ
う

会か
い

」

「
宴え

ん

会か
い

」な
ど
、〝
人
が
集
ま
っ
て
話
な
ど
を
す
る
〞こ
と
。
こ
こ
か
ら
、

「
友
達
に
会
う
」「
専
門
家
に
会
っ
て
話
を
聞
く
」「
そ
の
人
と
は
会
っ
た
こ

と
も
な
い
」の
よ
う
に
、〝
人
と
人
と
が
面
と
向
か
っ
て
話
な
ど
を
す

る
〞場
合
に
用
い
ら
れ
る
。

　

三
つ
目
の《
遭
》は
、〝
移
動
〞を
意
味
す
る
部
首「
⻌（
し
ん
に
ょ
う
、

し
ん
に
ゅ
う
）」の
漢
字
で
、
本
来
は〝
移
動
し
て
い
る
途
中
に
予
定
外
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の
も
の
に
出
く
わ
す
〞こ
と
を
表
す
。
た
だ
し
、「
遭そ
う

難な
ん

」の
イ
メ
ー

ジ
が
強
く
、
実
際
に
は
、「
ひ
ど
い
目
に
遭
う
」「
暴
風
雨
に
遭
う
」「
詐
欺

の
被
害
に
遭
う
」な
ど
、〝
事
件
や
災
難
な
ど
に
み
ま
わ
れ
る
〞こ
と
を

意
味
す
る「
あ
う
」を
書
き
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
。

《
合
》《
会
》《
遭
》の
ほ
か
、「
あ
う
」と
訓
読
み
す

る
漢
字
と
し
て
は
、《
逢ほ

う

》と《
遇ぐ
う

》も
あ
る
。
こ

の
二
つ
は
、《
会
》の
代
わ
り
に
特
別
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
し
た
い
場

合
に
使
わ
れ
る
。

　
《
逢
》は
、
漢
詩
で
は
、
旅
の
途
中
で
た
ま
た
ま
一
緒
に
な
っ
て
ま

た
別
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
使
い
方
が
多
く
、〝
一
緒
に
い
る
時
間

が
貴
重
で
あ
る
〞と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
。
日
本
語
で
も
、「
逢あ

い
引び

き
」「
逢お
う

瀬せ

」の
よ
う
に
、
恋

人
た
ち
が
一
時
的
に「
あ
う
」場
合

に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、「
あ
う
」こ
と
の〝
貴

重
さ
〞に
重
点
を
置
き
た
い
場
合

に
用
い
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
た

と
え
ば
、「
初
恋
の
人
に
逢
う
」

「
二
〇
年
ぶ
り
に
旧
友
に
逢
う
」「
旅

先
で
逢
っ
た
人
を
思
い
出
す
」と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

　

一
方
、《
遇
》は
、「
偶ぐ

う

」と
形
が

そ
の
瞬
間
か
ら

別
れ
が
始
ま
る
…

似
て
い
て
、〝
偶
然
で
く
わ
す
〞と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
遭そ
う

遇ぐ
う

」と
い

う
熟
語
が
あ
る
よ
う
に
、《
遭
》の
本
来
の
意
味
と
の
違
い
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
た
だ
し
、《
遭
》の
よ
う
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く

は
な
い
の
で
、「
沖
に
出
た
と
こ
ろ
で
イ
ル
カ
の
群
れ
に
遇あ

っ
た
」の
よ

う
に
、
事
件
や
災
難
で
は
な
い
も
の
に〝
偶
然
で
く
わ
す
〞場
合
に
適

し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
や
や
特
殊
な
訓
読
み
な
の
で
、
振
り
が
な

を
付
け
る
な
ど
の
配
慮
を
し
て
お
く
方
が
、
親
切
で
あ
る
。

「
あ
う
」の
使
い
分
け
と
し
て
、
悩
ま
し
い
ケ
ー

ス
に「
で
あ
う
」が
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
、〝
お

互
い
に
出
る
〞と
い
う
意
味
で「
出
合
う
」と
書
く
の
が
本
来
の
形
。

「
国
道
と
県
道
が
出
合
う
場
所
」の
よ
う
な
場
合
に
は
、
人
と
人
と
の
関

係
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
書
き
方
が
ぴ
っ
た
り
く
る
。

　

し
か
し
、
人
と
人
と
が「
で
あ
う
」場
合
は
、「
彼
に
出
会
っ
た
の
は

学
生
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
」の
よ
う
に
、《
会
》を
用
い
る
方
が
し
っ
く

り
く
る
。
こ
れ
を
、《
遭
》を
使
っ
て「
彼
に
出
遭
っ
た
の
は
学
生
時
代

の
こ
と
だ
っ
た
」と
書
く
と
、
そ
の「
彼
」が
厄
介
な
人
物
だ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、《
逢
》や《
遇
》を
用
い
る
こ
と
も
可
能
。「
彼
に
出
逢
っ

た
の
は
学
生
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
」と
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
恋
愛
や
友

情
を
想
像
さ
せ
る
し
、「
彼
に
出で

遇あ

っ
た
の
は
学
生
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
」

だ
と
、
そ
の「
で
あ
い
」が
偶
然
だ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

さ
ま
ざ
ま
な

「
で
あ
い
」が
あ
る

○○が ○○に あう 備考

人間以外 人間以外 合

人間
人間

時に動植物
なども含む

会
逢 貴重さ

遇 偶然性

人間 事件・災難 遭



あ

15 ◉ ［あう］［あお］

む
り
）」が
付
い
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
は
、
分
厚
く
生
い
茂
っ
た
植

物
の
暗
い「
あ
お
」を
指
す
。
こ
こ
か
ら
、《
蒼
》は
、「
顔が

ん

面め
ん

蒼そ
う

白は
く

」の

よ
う
に
生
気
の
な
い「
あ
お
」を
も
表
す
。
そ
こ
で
、「
病
気
で
蒼あ

お

白じ
ろ

い

顔
を
し
て
い
る
」「
幽
霊
が
出
る
と
聞
い
て
蒼あ

お

ざ
め
る
」な
ど
で
は
、《
青
》

に
代
わ
っ
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

　

ま
た
、《
蒼
》に
は「
蒼そ

う

海か
い

」「
蒼そ
う

天て
ん

」の
よ
う
に
大
自
然
を
指
す
熟
語

も
あ
り
、
見
る
者
を
厳
粛
な
気
分
に
さ
せ
た
り
、
不
安
に
さ
せ
た
り

す
る「
あ
お
」だ
と
い
え
る
。
そ
れ
を
生
か
し
て
、「
砂
漠
の
真
ん
中
で

蒼あ
お

い
空
を
見
上
げ
る
」「
嵐
の
あ
と
に
は
、
何
ご
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う

に
蒼あ

お

い
海
が
広
が
っ
て
い
た
」「
そ
の
山
に
は
蒼あ

お

い
月
が
か
か
っ
て
い
た
」

と
い
っ
た
ふ
う
に
用
い
る
と
、
厳
粛
さ
や
不
安
、
神
秘
的
と
い
っ
た

イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
、
効
果
的
で
あ
る
。

　

一
方
、《
碧
》は
、
部
首「
石（
い
し
）」に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、

も
と
も
と
は〝
あ
お
み
ど
り
色
の
宝

石
〞を
表
す
漢
字
。「
み
ど
り
」と
訓
読

み
す
る
こ
と
も
あ
る（
ｐ
531
）。そ
こ
で
、

「
あ
お
」と
訓
読
み
す
る
場
合
で
も
、

「
春
に
な
っ
て
草
原
が
碧あ

お

く
染
ま
る
」の

よ
う
に
、
緑
が
か
っ
た「
あ
お
」を
指

し
て
使
わ
れ
る
。

　

ま
た
、《
碧
》は
、
宝
石
の
よ
う
な

硬
質
な
輝
き
や
透
明
感
を
重
視
し
て

　

な
お
、「
あ
わ
せ
る
」と
訓
読
み
す
る
場
合
も
、
考
え
方
は「
あ
う
」

と
同
じ
。
た
だ
し
、「
あ
わ
せ
る
」と
だ
け
訓
読
み
す
る
漢
字
に《
併へ

い

》

が
あ
り
、
こ
れ
と《
合
》と
の
使
い
分
け
が
問
題
に
な
る（
ｐ
48
）。

あ　お

青蒼碧
基 

本
一
般
的
に
は《
青せ

い

》を
用
い
る
。

発
展
１
生
気
の
な
い「
あ
お
」、
厳
粛
さ
や
不
安
、
神
秘

性
を
出
し
た
い
場
合
に
は
、《
蒼そ

う

》を
使
っ
て
も
よ
い
。

発
展
２
緑
が
か
っ
た「
あ
お
」、
硬
質
な
輝
き
や
透
明
感

を
表
し
た
い
と
き
に
は
、《
碧へ

き

》を
書
い
て
も
よ
い
。

色
の
一
つ
を
指
す
日
本
語「
あ
お
」を
書
き
表
す

場
合
に
、
最
も
一
般
的
に
使
わ
れ
る
漢
字
は

《
青せ

い

》。「
青
空
」「
青
い
海
」「
隣
の
芝
生
は
青
い
」「
水
銀
灯
が
青
く
ゆ
ら
め

く
」「
青
筋
を
立
て
て
怒
る
」な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、「
財
布
を
落
と
し
て
青

く
な
る
」「
こ
れ
く
ら
い
で
怖お

じ
気け

づ
く
と
は
、
君
も
ま
だ
ま
だ
青
い
な
」

の
よ
う
な
比
喩
的
な
用
法
で
も
、《
青
》を
書
い
て
お
け
ば
ま
ず
問
題

は
な
い
。

　

た
だ
し
、色
の「
あ
お
」を
指
す
漢
字
に
は《
蒼そ

う

》《
碧へ
き

》も
あ
り
、ニ
ュ

ア
ン
ス
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら

も
現
在
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
漢
字
な
の
で
、
振
り
が
な
を
付
け

る
な
ど
の
配
慮
を
し
て
お
く
と
、
丁
寧
で
あ
る
。

　
《
蒼
》の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
木
々
が
鬱う

っ

蒼そ
う

と
茂
る
」と
い
う
例
を
思
い

浮
か
べ
る
と
つ
か
み
や
す
い
。〝
植
物
〞を
表
す
部
首「
艹（
く
さ
か
ん

せ
い い

つ
も
同
じ
じ
ゃ

つ
ま
ら
な
い
！

蒼
碧 青

厳粛さ
不安
生気がない

神秘的

硬質な輝き
透明感

あおみどり
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赤
く
染
ま
る
」「
鉄
が
赤
く
錆さ

び
る
」な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、「
赤
の
他
人
」

「
赤
っ
恥
を
か
く
」の
よ
う
な
比
喩
的
な
用
法
も
含
め
て
、
ど
の
よ
う

な「
あ
か
」で
も
、《
赤
》を
書
い
て
お
け
ば
問
題
は
な
い
。

　

し
か
し
、「
あ
か
」と
訓
読
み
す
る
漢
字
は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。
そ

れ
ら
は
、
表
現
し
た
い
内
容
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

中
で
も
、
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
る
の
が《
紅こ

う

》。
部
首「
糸（
い
と
へ

ん
）」が
付
い
て
い
る
通
り
、
本
来
は
糸
を
染
め
る
の
に
使
う
染
料
の

濃
い「
あ
か
」を
指
し
、
転
じ
て
、「
口く
ち

紅べ
に

」「
頰ほ
お

紅べ
に

」な
ど
、「
べ
に
」と

訓
読
み
し
て
も
使
わ
れ
る
。
衣
服
や
化
粧
な
ど
と
関
係
の
深
い
漢
字

で
あ
り
、「
あ
か
」と
訓
読
み
す
る
場
合
で
も
、
華
や
か
さ
や
あ
で
や

か
さ
を
強
調
し
た
い
場
合
に
使
う
と
、
効
果
が
高
い
。

　

具
体
的
に
は
、「
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
な
紅
い
絨じ

ゅ
う

毯た
ん

」「
バ
ラ
の
紅
い
花
」「
秋

が
深
ま
り
山
全
体
が
紅
く
色
づ
く
」「
ネ
オ
ン
が
紅
く
輝
く
」な
ど
。
ま
た
、

「
紅
い
振
袖
」「
紅
い
マ
ニ
キ
ュ
ア
」「
女
性
フ
ァ
ン
が
紅
い
涙
を
し
ぼ
る
」な

ど
、
女
性
と
結
び
付
い
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

《
紅
》ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、《
朱し

ゅ

》も
、「
あ
か
」

と
訓
読
み
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

漢
字
は
、
本
来
は
、
黄
色
が
か
っ
た「
あ
か
」の「
朱し

ゅ

色い
ろ

」を
表
す
。
そ

こ
で
、「
神
社
の
朱あ

か

い
鳥
居
」の
よ
う
に
、
黄
色
が
か
っ
た「
あ
か
」を

指
す
場
合
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
や
や
特
殊
な
読
み
方
に

な
る
の
で
、
振
り
が
な
を
付
け
る
な
ど
の
配
慮
を
し
て
お
く
と
、
親

切
で
あ
る
。

ま
わ
り
と
比
べ
て

く
だ
さ
い
な

「
あ
お
」を
表
現
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。「
丘
の
上
か
ら
碧あ

お

い
湖
が
見

え
る
」「
雨
に
洗
わ
れ
た
よ
う
な
碧あ

お

い
空
が
広
が
る
」「
彼
女
の
指
に
は
碧あ

お

い

サ
フ
ァ
イ
ヤ
が
輝
い
て
い
た
」な
ど
が
、
そ
の
例
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、《
蒼
》と《
碧
》は
、
同
じ「
あ
お
」で
も
方
向
性
が
か

な
り
異
な
る
。
使
い
分
け
に
悩
む
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
透
明
で

か
つ
神
秘
的
な〝
あ
お
〞を
表
現
し
た
い
場
合
。「
彼
の
謎
め
い
た
碧あ

お

い

瞳
に
惹ひ

か
れ
る
」と
書
け
ば
、
澄
ん
だ
瞳
の
魅
力
に
重
点
が
置
か
れ
、

「
彼
の
謎
め
い
た
蒼あ

お

い
瞳
に
惹ひ

か
れ
る
」だ
と
、
謎
め
い
た
雰
囲
気
が
強

調
さ
れ
た
表
現
に
な
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
違
い
は
か
な
り
微
妙
な
の
で
、
こ
だ
わ
り
す
ぎ

な
い
よ
う
に
注
意
し
た
い
。

あ　か

赤紅朱赭
基 

本
一
般
的
に
は《
赤せ

き

》を
用
い
る
。

発
展
１
華
や
か
さ
や
あ
で
や
か
さ
を
強
調
し
た
い
と
き

に
は
、《
紅こ

う

》を
使
う
と
効
果
的
。

発
展
２
目
立
た
せ
た
い
場
合
に
は
、《
朱し

ゅ

》を
用
い
る
と

効
果
的
。

発
展
３
特
に
、く
す
ん
で
赤
い
顔
色
を
指
す
場
合
に
は
、

《
赭し

ゃ

》を
使
う
こ
と
も
で
き
る
。

色
の
一
つ
を
指
す
日
本
語「
あ
か
」を
漢
字
で
書

き
表
す
に
は
、《
赤せ

き

》を
用
い
る
の
が
基
本
。「
赤

い
花
」「
赤
い
屋
根
の
家
」「
恥
ず
か
し
く
て
顔
が
赤
く
な
る
」「
夕
日
で
山
が

万
能
選
手
と

派
手
好
み
の
女
性
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あがなう

購贖
基 

本
一
般
的
に
は《
購こ

う

》を
用
い
る
。

発
展
１
努
力
や
犠
牲
を
払
う
場
合
に
は
、《
購
》を
使
っ

て
も
よ
い
が
、
か
な
書
き
の
方
が
落
ち
着
く
。

発
展
２
罪
の
許
し
を
得
る
場
合
に
は
、《
贖し

ょ
く》を
書
く
と
、

意
味
合
い
が
は
っ
き
り
す
る
。

日
本
語「
あ
が
な
う
」は
、〝
何
か
と
引
き
換
え

に
貴
重
な
も
の
を
手
に
入
れ
る
〞こ
と
を
指
す

こ
と
ば
。
こ
の
こ
と
ば
を
漢
字
で
書
き
表
す
場
合
に
は
、《
購こ

う

》を
用

い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

　
《
購
》は
、〝
金
品
〞を
表
す
部
首「
貝（
か
い
へ
ん
）」の
漢
字
で
、「
購こ
う

入に
ゅ
う

」「
購こ
う

買ば
い

」の
よ
う
に
、〝
お
金
を
払
っ
て
手
に
入
れ
る
〞こ
と
を
表

す
。
そ
こ
で
、「
あ
が
な
う
」と
訓
読
み
し
て
、「
食
費
を
削
っ
て
子
ど

も
の
薬
を
購
う
」「
大
金
を
投
じ
て
豪
邸
を
購
う
」「
愛
は
お
金
で
は
購
え
な

い
」な
ど
と
使
わ
れ
る
。

　
「
今
日
の
平
和
は
先
人
た
ち
の
血
と
涙
に
よ
っ
て
購
わ
れ
た
も
の
だ
」の

よ
う
に
、〝
努
力
や
犠
牲
と
引
き
換
え
に
貴
重
な
も
の
を
手
に
入
れ

る
〞場
合
も
、比
喩
的
な
表
現
と
し
て
、《
購
》を
書
い
て
か
ま
わ
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
場
面
で〝
お
金
〞の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い《
購
》を
用

い
る
の
に
は
、
抵
抗
も
あ
る
。
そ
こ
で
、「
今
日
の
平
和
は
先
人
た
ち

の
血
と
涙
に
よ
っ
て
あ
が
な
わ
れ
た
も
の
だ
」と
か
な
書
き
に
し
て
お

く
の
も
、
お
す
す
め
の
方
法
で
あ
る
。

お
金
だ
け
で
は

解
決
で
き
な
い
！

　

ま
た
、「
朱し
ゅ

筆ひ
つ

を
入
れ
る
」「
朱し
ゅ

印い
ん

を

押
す
」な
ど
、
朱
色
は
何
か
を
目
立
た

せ
る
た
め
に
使
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、

《
紅
》が
そ
れ
自
身
の
色
を
強
調
す
る
の

に
対
し
て
、《
朱
》は
、
他
の
も
の
の
色

と
比
べ
て「
あ
か
」を
目
立
た
せ
る
は
た

ら
き
を
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

そ
こ
で
、
た
と
え
ば
唇
の
あ
で
や
か

さ
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
い
場
合
に
は
、「
彼
女
の
紅
い
唇
が
忘
れ
ら

れ
な
い
」と
書
く
と
雰
囲
気
が
出
る
。
肌
や
歯
の
白
さ
と
対
比
し
て

唇
を
描
き
出
し
た
い
場
合
に
は
、「
病
み
上
が
り
の
肌
に
、
朱あ

か

い
唇
が

浮
き
立
っ
て
見
え
る
」と
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　

最
後
に
、《
赭し
ゃ

》は
、
本
来
は
塗
料
に
使
う
土
の
色
で
、
茶
色
に
近

い「
あ
か
」を
表
す
。「
代た

い

赭し
ゃ

」と
は
、
い
わ
ゆ
る「
あ
か
つ
ち
」の
こ
と

を
い
う
。

　

転
じ
て
、
現
在
で
は
、
主
に
顔
色
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。「
赭あ

か

ら
顔
の
男
性
」「
酔
っ
て
顔
が
赭あ

か

く
な
る
」な
ど
が
そ
の
例
。
た
だ
し
、

む
ず
か
し
い
漢
字
な
の
で
、
振
り
が
な
を
振
る
な
ど
の
配
慮
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
た
い
。

　

な
お
、
漢
字
本
来
の
意
味
か
ら
す
る
と
、《
赭
》が
表
す
の
は
く
す

ん
だ「
あ
か
」。
ピ
ン
ク
色
の
顔
を
表
し
た
い
場
合
に
は
、「
湯
上
が

り
の
紅
い
顔
」の
よ
う
に
、《
紅
》を
使
う
方
が
し
っ
く
り
く
る
。

紅

朱
赭

華やか
女性的

目立つ
黄色味

顔色
茶色味

赤
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と
こ
ろ
で
、「
あ
が
な
う
」と
訓
読
み

で
き
る
漢
字
に
は
、
も
う
一
つ
、《
贖し

ょ
く》

も
あ
る
。
こ
ち
ら
も
、
部
首「
貝
」の
漢

字
で
、
本
来
は〝
保
釈
金
を
払
っ
て
釈

放
し
て
も
ら
う
〞と
い
う
意
味
。「
贖し

ょ
く

罪ざ
い

」と
は
、〝
お
金
を
払
っ
て
罪
の
許
し

を
得
る
〞こ
と
を
い
う
。

　

こ
こ
か
ら
、
特
に〝
何
か
と
引
き
換
え
に
罪
の
許
し
を
得
る
〞場
合

に
は
、《
贖
》を
使
う
と〝
罪
〞の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
調
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
例
と
し
て
は
、「
賠
償
金
を
支
払
っ
て
被
害
を
贖あ

が
な

う
」「
ま
じ
め

に
刑
期
を
勤
め
て
罪
を
贖あ

が
な

う
」な
ど
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
に

《
購
》を
書
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
問
題
は
な
い
。

あからむ

赤明紅赭
基
本
１
色
が「
あ
か
」に
な
る
場
合
は
、《
赤せ

き

》を
用
い
る
。

基
本
２
日
光
が
差
す
場
合
は
、《
明め

い

》を
使
う
。

発
展
１
華
や
か
さ
を
強
調
し
た
い
と
き
に
は
、《
紅こ

う

》を

用
い
る
と
効
果
的
。

発
展
２
顔
色
が
く
す
ん
だ「
あ
か
」に
な
る
場
合
に
は
、

《
赭し

ゃ

》を
使
っ
て
も
よ
い
。

日
本
語「
あ
か
ら
む
」に
は
、
色
が〝
あ
か
く
な

る
〞場
合
と
、日
光
が
差
し
て〝
あ
か
る
く
な
る
〞

朝
夕
だ
け
が

ち
ょ
っ
と
問
題
？

場
合
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
漢
字
で
書
き
表
す
際
に
は
、《
赤せ
き

》と

《
明め
い

》の
意
味
に
従
っ
て
使
い
分
け
る
。
色
の
場
合
は「
熱
が
出
て
顔
が

赤
ら
む
」「
リ
ン
ゴ
の
実
が
赤
ら
む
」、
日
光
の
場
合
は「
日
の
出
が
近
づ

き
空
が
白
々
と
明
ら
む
」と
な
る
。
こ
の
使
い
分
け
は
、
さ
ほ
ど
む
ず

か
し
く
は
な
い
。

　

悩
む
と
す
れ
ば
、夕
焼
け
や
朝
焼
け
で
空
が〝
あ
か
く
な
る
〞場
合
。

「
夕
日
で
西
の
空
が
赤
ら
む
」と
す
る
と
色
合
い
が
強
調
さ
れ
、「
夕
日

で
西
の
空
が
明
ら
む
」と
書
け
ば
、
暮
れ
な
ず
む
中
に
西
の
空
だ
け
が

輝
き
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
色
の
場
合
に
は
、「
あ
か
」（ｐ
16
）の
使
い
分
け
に
準

じ
て
、《
赤
》の
代
わ
り
に《
紅こ

う

》や《
赭し
ゃ

》を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
恥
ず
か
し
さ
で
顔
が
ぽ
っ
と
紅
ら
む
」「
春
が
近
づ
き
イ
チ
ゴ
の
実
が
紅

ら
む
」な
ど
、
華
や
か
さ
を
強
調
し
た
い
場
合
に
は《
紅
》を
使
う
の

が
効
果
的
。《
赭
》は
、
顔
色
が
く
す
ん
だ〝
あ
か
〞に
な
る
場
合
に
用

い
、「
お
酒
の
飲
み
過
ぎ
で
顔
が
赭あ

か

ら
む
」「
日
に
焼

け
て
赭あ

か

ら
ん
だ
顔
」な
ど
が
そ
の
例
と
な
る
。

　

な
お
、
同
様
に
考
え
て《
朱し

ゅ

》を
用
い
る
こ
と

も
で
き
る
は
ず
だ
が
、
実
際
の
用
例
は
ほ
と
ん

ど
み
か
け
な
い
。
ま
た
、《
赭
》は
む
ず
か
し
い

漢
字
な
の
で
、
振
り
が
な
を
付
け
る
な
ど
の
配

慮
が
必
要
と
な
る
。

色の場合

赤
紅 赭

明
日光の場合

朝焼け
夕焼け

贖

購

罪の許しを
得る

貴重なものを
手に入れる
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明灯
基
本
１
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は《
明め

い

》を
用
い
る
。

基
本
２
特
に
、
人
工
的
な
照
明
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き

り
さ
せ
た
い
場
合
は
、《
灯

と
う
／
ち
ん》を
使
う
。

《
明め
い

》は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、〝
光
が
た

く
さ
ん
差
し
て
い
る
〞こ
と
を
表
す
漢
字
。

ふ
つ
う
は「
あ
か
る
い
」と
訓
読
み
す
る
。そ
こ
で
、〝
差
し
て
く
る
光
〞

と
い
う
意
味
で
、「
あ
か
り
」と
も
訓
読
み
し
て
、
広
く
用
い
ら
れ
る
。

　
「
庭
に
月
明
か
り
が
差
す
」「
雪
明
か
り
の
夜
道
を
歩
く
」な
ど
が
そ
の

例
。「
明あ
か

る
い
ラ
ン
プ
」の
よ
う
な
使
い
方
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

「
ラ
ン
プ
の
明
か
り
」の
よ
う
に
人
工

的
な「
あ
か
り
」に
対
し
て《
明
》を
用

い
て
も
、
お
か
し
く
は
な
い
。

　

一
方
、《
灯

と
う
／
ち
ん》は
、「
灯と
う

台だ
い

」「
灯と
う

籠ろ
う

」「
街が
い

灯と
う

」「
提ち
ょ
う

灯ち
ん

」な
ど
、〝
人
工

的
な
照
明
器
具
〞を
指
す
。
そ
こ
で
、

「
部
屋
の
灯
り
を
つ
け
る
」「
夕
暮
れ
に

な
っ
て
家
々
の
灯
り
が
と
も
り
始
め

た
」の
よ
う
に
こ
の
漢
字
を
使
う
と
、

人
工
的
な「
あ
か
り
」で
あ
る
こ
と
が

は
っ
き
り
す
る
。

自
然
の
光
と
人
工
の
光

　

逆
に
言
え
ば
、自
然
の「
あ
か
り
」に
対
し
て
は《
灯
》は
使
え
な
い
。

意
地
悪
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、「
明
か
り
が
一
つ
も
な
い
真
っ
暗
な
夜
」で

は
、
人
工
的
な
照
明
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
月
や
星
も
出
て
い
な
い

わ
け
だ
か
ら
、《
明
》を
用
い
な
い
と
お
か
し
い
こ
と
に
な
る
。

あがる／あげる

上挙揚騰
基
本
１
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は《
上じ

ょ
う》を
用
い
る
。

基
本
２
選
び
出
す
場
合
、
す
べ
て
一
緒
に
何
か
を
行
う

場
合
、
行
事
を
行
う
場
合
に
は
、《
挙き

ょ

》を
使
う
。

発
展
１
注
意
を
引
く
場
合
、
目
立
た
せ
る
場
合
に
は
、

《
挙
》を
書
く
と
意
味
合
い
が
は
っ
き
り
す
る
。

発
展
２
ふ
わ
ふ
わ「
あ
が
る
」場
合
、
引
っ
張
り「
あ
げ

る
」場
合
に
は
、《
揚よ

う

》を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。

基
本
３
油
で「
あ
げ
る
」場
合
に
は
、《
揚
》を
書
く
。

発
展
３
値
段
が
高
く
な
る
場
合
に
は
、《
騰と

う

》を
使
っ
て

も
よ
い
。

《
上じ
ょ
う》は
、
横
線
を
引
い
て
そ
の
高
い
側
に
印
を

付
け
、
何
か
の〝
高
い
方
〞を
表
す
漢
字
。
転
じ

て
、〝
高
い
方
に
移
動
す
る
〞と
い
う
意
味
に
も
な
り
、
日
本
語「
あ

が
る
／
あ
げ
る
」を
書
き
表
す
漢
字
と
し
て
、
最
も
一
般
的
に
用
い

ら
れ
る
。

　

例
と
し
て
は
、「
階
段
を
上
が
る
」「
給
料
が
上
が
る
」「
気
温
が
上
が
る
」

「
す
だ
れ
を
上
げ
る
」「
順
位
を
上
げ
る
」「
値
段
を
上
げ
る
」な
ど
。「
評
判

高
い
方
な
ら

何
で
も
ご
ざ
れ
！

灯
人工の「あかり」

自然の「あかり」

明
etc. etc.
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が
上
が
る
」「
お
迎
え
に
上
が
る
」「
雨
が
上
が
る
」「
お
線
香
を
上
げ
る
」「
子

ど
も
を
抱
き
上
げ
る
」「
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
」「
す
ご
ろ
く
の
上
が

り
」「
今
日
一
日
の
商あ

き
な

い
の
上
が
り
」な
ど
な
ど
、〝
高
い
方
へ
の
移
動
〞

だ
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
何
に
対
し
て
も
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
、
す
こ
ぶ
る
便
利
な
漢
字
で
あ
る
。

　
「
宿
題
を
仕
上
げ
る
」「
銀
行
員
と
し
て
勤
め
上
げ
る
」な
ど
で
は
、〝
最

後
ま
で
や
り
遂
げ
る
〞と
い
う
意
味
。「
差
し
上
げ
る
」「
存
じ
上
げ
る
」

な
ど
で
は
、相
手
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
は
た
ら
き
。
こ
れ
ら
の「
あ

げ
る
」も
、〝
高
い
方
へ
の
移
動
〞か
ら
転
じ
た
も
の
と
し
て
、《
上
》

を
使
っ
て
書
き
表
し
て
か
ま
わ
な
い
。
た
だ
、「
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
あ
げ

る
」の
よ
う
に〝
与
え
る
〞こ
と
を
表
す
場
合
は
、〝
高
い
方
へ
〞と
い

う
意
識
が
薄
れ
て
い
る
の
で
、
か
な
書
き
に
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、《
挙き

ょ

》は
、
以
前
は「
擧
」と
書
く
の
が
正
式
で
、

「
與よ

」と「
手
」を
組
み
合
わ
せ
た
漢
字
。「
與よ

」は「
与
」の
以
前
の
正
式

な
書
き
方
で
、「
与よ

党と
う

」「
関か
ん

与よ

」の
よ
う
に〝
一
緒
に
〞と
い
う
意
味
合

い
を
持
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、《
挙
》は
、〝
両
手
を
一
緒
に
使
っ
て
持
ち
あ
げ
る
〞と
い

う
意
味
に
な
る
。
こ
こ
か
ら〝
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
あ
げ
る
〞と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
生
じ
、〝
選
び
出
し
て
示
す
〞と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、「
例
を
挙
げ
る
」「
根
拠
を
挙
げ
る
」「
芥
川
賞
の
候
補
に
挙

が
る
」と
い
っ
た
具
合
。
こ
れ
ら
の
場
合
、〝
高
い
方
へ
〞の
一
種
だ

と
考
え
て《
上
》を
使
っ
て
も
間
違
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、〝
選

び
出
し
て
示
す
〞と
い
う
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、《
挙
》を

用
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

ま
た
、《
挙
》は
、〝
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
あ
げ
る
〞と

こ
ろ
か
ら
、〝
注
意
を
引
く
〞と
い
う
意
味
合
い

も
持
つ
。
た
だ
、
こ
の
場
合
に
は
、《
上
》と
の
使
い
分
け
が
微
妙
と

な
る
。

　

た
と
え
ば
、《
上
》を
使
っ
て「
手
を
上
げ
る
」と
書
け
ば
、
単
に
手

を
上
の
方
に
伸
ば
す
こ
と
。
こ
れ
が
、「
手
を
挙
げ
る
」の
よ
う
に《
挙
》

を
用
い
る
と
、〝
こ
ち
ら
に
注
意
を
向
け
て
く
だ
さ
い
〞と
い
う
意
味

合
い
で
、
手
を
上
の
方
に
伸
ば
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、「
先
制
点
を
上
げ
る
」の
よ
う
に《
上
》を
書
く
の
は
、
ふ
つ

う
の
表
現
。
そ
れ
に
対
し
て
、《
挙
》を
使
っ
て「
先
制
点
を
挙
げ
る
」

と
す
る
と
、〝
貴
重
な
得
点
〞に
対
す
る
注
目
を
高
め
る
効
果
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
も
の
に
注
意
を
引
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
は
っ

き
り
さ
せ
た
い
場
合
に
は
、《
挙
》を
用
い
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ

れ
以
外
の
場
合
や
、
判
断
に
迷
っ
た
時
に
は
、《
上
》を
使
っ
て
お
け

ば
よ
い
。

　

な
お
、《
挙
》に
は
、「
挙き

ょ

国こ
く

一い
っ

致ち

」「
ご
家
族
で
挙こ
ぞ

っ
て
お
出
か
け

く
だ
さ
い
」の
よ
う
に
、〝
す
べ
て
が
一
緒
に
〞と
い
う
意
味
も
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、「
あ
げ
る
」の
や
や
特
殊
な
使
い
方
と
し
て
、「
犯
人
逮

捕
に
総
力
を
挙
げ
る
」「
町
を
挙
げ
て
歓
迎
す
る
」の
よ
う
に
、〝
す
べ
て

ね
え
ね
え
！

こ
っ
ち
を
見
て
よ
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が
一
緒
に
な
っ
て
何
か
を
す
る
〞こ
と
を
指
す
用
法
が
生
じ
た
。

　

ま
た
、「
結
婚
式
を
挙
げ
る
」に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、《
挙
》は
、〝
一

緒
に
持
ち
あ
げ
る
〞と
こ
ろ
か
ら
転
じ
て
、〝
行
事
な
ど
を
行
う
〞と

い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、〝
高
い
方
へ
の

移
動
〞と
い
う
意
識
は
薄
い
の
で
、《
上
》は
用
い
ら
れ
な
い
。

次
に
、《
揚よ

う

》は
、
音
読
み
で
は「
飛
行
船
が
浮ふ

揚よ
う

す
る
」「
気
分
が
高こ
う

揚よ
う

す
る
」「
国
旗
掲け
い

揚よ
う

」の

よ
う
に
用
い
る
漢
字
で
、〝
ふ
わ
ふ
わ
と
高
い
方
へ
移
動
す
る
〞こ
と

を
表
す
の
が
基
本
。
そ
こ
で
、
訓
読
み
で
は「
気
球
を
揚
げ
る
」「
凧
が

大
空
に
揚
が
る
」「
旗
を
揚
げ
る
」の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。

　

ま
た
、〝
下
か
ら
の
支
え
な
し
に
高
い
方
へ
移
動
す
る
〞と
こ
ろ
か

ら
、〝
上
か
ら
引
っ
張
り「
あ
げ
る
」〞場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
。「
船

の
荷
物
を
陸
に
揚
げ
る
」が
そ
の
例
。
比
喩
的
に
、「
戦
地
か
ら
引
き
揚

げ
る
」の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
あ
が
る
／
あ
げ
る
」の
世
界
に
は
万
能
選
手《
上
》が
い

る
の
で
、「
気
球
を
上
げ
る
」「
凧
が
大
空
に
上
が
る
」「
荷
物
を
陸
に
上
げ

る
」な
ど
と
書
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
も
、〝
ふ
わ

ふ
わ
と
〞〝
引
っ
張
っ
て
〞と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
調
し
た
い
場

合
に
は
、《
揚
》を
用
い
る
と
考
え
る
と
よ
い
。

　

ち
な
み
に
、「
花
火
を
上
げ
る
」の
場
合
は
、
下
か
ら
火
薬
の
勢
い

で
力
強
く「
あ
げ
る
」の
で
、《
上
》を
使
う
の
が
ふ
つ
う
。
そ
の
た
め
、

「
花
火
が
上
が
る
」も
一
般
的
に
は《
上
》を
用
い
る
。

支
え
も
な
い
の
に

あ
ら
不
思
議
！

　

こ
の
ほ
か
、「
抑よ
く

揚よ
う

を
付
け
て
朗
読
す
る
」の
よ
う
に
、《
揚
》に
は

〝
声
の
調
子
を
高
く
す
る
〞と
い
う
意
味
が
あ
る
。
が
、こ
の
場
合
は
、

《
挙
》と
の
使
い
分
け
が
微
妙
に
な
る
。「
喜
び
に
思
わ
ず
声
を
揚
げ
る
」

と
書
け
ば
、
う
わ
ず
っ
た
声
を
出
す
こ
と
。「
不
満
の
声
を
挙
げ
る
」

の
よ
う
に
、〝
注
意
を
引
き
た
く
て
声
を
出
す
〞と
い
う
気
持
ち
が
強

い
場
合
に
は《
挙
》を
用
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
特
別
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

込
め
た
く
な
い
場
合
に
は
、

《
上
》を
使
っ
て「
声
を
上
げ
る
」

と
書
く
こ
と
も
で
き
る
。

　

な
お
、《
揚
》を
使
っ
て
書
き

表
す「
あ
が
る
／
あ
げ
る
」と
し

て
は
、「
天て

ん

麩ぷ

羅ら

が
揚
が
る
」「
鶏

肉
を
油
で
揚
げ
る
」と
い
っ
た
例

も
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
天
麩
羅

や
唐
揚
げ
は
、
火
が
通
る
と
油

の
中
で
浮
い
て
く
る
。
こ
の
用

法
に
つ
い
て
は《
揚
》で
書
き
表

す
習
慣
が
定
着
し
て
お
り
、
さ

す
が
の
万
能
選
手《
上
》も
、
お

呼
び
で
は
な
い
。

　

最
後
に
、
特
に〝
価
格
が
高

く
な
る
〞場
合
に
、《
騰と

う

》を
用

す
べ
て
一
緒
に

何
か
を
す
る

◎

行
事
な
ど
を行

う

◎

そ
の
他
一
般

◎

価
格
が高

く
な
る
○

○

油
で「
あ
げ
る
」

◎

声
を
高
く
す
る

○
○
○

引
っ
張
り

「
あ
げ
る
」
○

◎

ふ
わ
ふ
わ
と

高
い
方
へ
○

◎

注
意
を
引
く

○
◎

選
び
出
し
て示

す
△
◎

上
挙
揚
騰
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い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
漢
字
の
部
首
は「
馬（
う
ま
へ
ん
）」で
、
本

来
は
、〝
馬
が
力
強
く
跳
ね
る
〞と
い
う
意
味
。「
沸ふ
っ

騰と
う

」の
よ
う
に
用

い
ら
れ
、《
揚
》と
は
対
照
的
に
、下
か
ら
力
強
く〝
押
す
〞と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
強
い
。
そ
こ
か
ら
、〝
価
格
が
高
く
な
る
〞と
い
う
意
味
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
場
合
も
、《
上
》を
使
っ
て「
物
価
が
上
が
る
」「
値
段
が
上
が
る
」

と
書
い
て
も
よ
い
。
し
か
し
、「
物
価
が
騰あ

が
る
」「
値
段
が
騰あ

が
る
」と

書
く
と
、
押
さ
え
よ
う
の
な
い
力
で
高
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
意
味

合
い
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
現
在
で
は
あ
ま
り
使
わ

れ
な
い
訓
読
み
な
の
で
、
振
り
が
な
を
付
け
る
な
ど
の
配
慮
を
し
て

お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

あきる

飽厭倦
基 

本
一
般
的
に
は《
飽ほ

う

》を
用
い
る
。

発
展
１
投
げ
出
し
た
い
気
持
ち
や
、
遠
ざ
け
た
い
気
持

ち
が
強
い
と
き
に
は
、《
厭え

ん

》を
使
っ
て
も
よ
い
。

発
展
２
疲
れ
た
、
困
っ
た
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
と
き

に
は
、《
倦け

ん

》を
書
く
こ
と
も
で
き
る
。

《
飽ほ
う

》は
、部
首「
飠（
し
ょ
く
へ
ん
）」の
漢
字
で
、

本
来
は〝
お
腹
い
っ
ぱ
い
に
食
べ
る
〞こ
と
を

表
す
。
転
じ
て
、〝
満
足
し
て
そ
れ
以
上
欲
し
く
な
く
な
る
〞と
い
う

意
味
と
な
る
。
そ
こ
で
、「
あ
き
る
」と
訓
読
み
し
て
、「
中
華
料
理
ば

か
り
続
く
と
さ
す
が
に
飽
き
る
」「
勉
強
に
飽
き
た
の
で
散
歩
に
出
る
」「
こ

十
分
に

い
た
だ
き
ま
し
た
…

の
映
画
は
何
回
見
て
も
飽
き
な
い
」の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

　

日
本
語「
あ
き
る
」を
漢
字
で
書
き
表
す
と
き
に
は
、《
飽
》一
つ
で

用
は
足
り
る
。
し
か
し
、「
あ
き
る
」と
訓
読
み
す
る
漢
字
に
は《
厭え

ん

》

と《
倦け
ん

》も
あ
り
、
微
妙
な
意
味
合
い
を
生
か
し
て
使
い
分
け
る
こ
と

も
で
き
る
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
も
む
ず
か
し
い
漢
字
な
の
で
、
振
り

が
な
を
付
け
る
な
ど
の
配
慮
を
し
た
い
。

　
《
厭
》で
は
、〝
投
げ
出
し
た
い
〞と
か〝
遠
ざ
け
た
い
〞と
い
っ
た

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
の
が
特
徴
。〝
世
間
か
ら
離
れ
た
い
〞気
持
ち
を

表
す「
厭え

ん

世せ
い

」や
、〝
戦
争
を
し
た
く
な
い
〞こ
と
を
意
味
す
る「
厭え
ん

戦せ
ん

」

に
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
た
と
え
ば
、「
言
い
訳
を
聞
く
の
は
も
う
飽
き
た
」だ
と

単
純
な
表
現
だ
が
、「
言
い
訳
を
聞
く
の
は
も
う
厭あ

き
た
」と
書
く
と
、

言
い
訳
し
て
い
る
相
手
に
対
す
る
強
い
嫌

悪
ま
で
が
表
さ
れ
る
。
ま
た
、「
職
場
の

人
間
関
係
に
厭あ

き
が
き
た
」な
ら
ば
、
た
と

え
ば〝
転
職
し
た
い
〞と
い
う
思
い
が
想
像

さ
れ
る
が
、「
職
場
の
人
間
関
係
に
飽
き
が

き
た
」で
は
、
そ
こ
ま
で
の
強
い
表
現
に

は
な
ら
な
い
。

　

一
方
、《
倦け

ん

》で
は
、「
あ
き
た
」結
果
と

し
て
、
本
人
が
疲
れ
た
り
困
っ
た
り
す
る

と
こ
ろ
に
重
点
が
あ
る
。「
倦け

ん

怠た
い

」と
は
、

厭
飽

倦

それ以上
欲しくない

投げ出す
遠ざける

疲れる
困る
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