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漢
字
の
話
題
あ
れ
こ
れ 

 

早
川 

皆
さ
ま
、
こ
ん
ば
ん
は
。
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
た
だ
い
ま
よ
り
第

21
回
名
田
庄
多
聞
の
会
を
開
催
致
し
ま
す
。
本
日
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
は
、

こ
こ
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
立
命
館
大
学
専
任
職
員
の
久
保
裕
之
さ
ん

で
す
。
久
保
さ
ん
は
、
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
の
文
化
事
業
担
当

で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
久
保
さ
ん
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
足
し
ま
す
。 

久
保 

皆
さ
ま
、
こ
ん
ば
ん
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
立
命
館
大

学
の
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
で
文
化
事
業
を
担
当
し
て
い
ま
す
久

保
裕
之
で
す
。
名
田
庄
は
何
度
か
車
で
通
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に

話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
初
め
て
で
す
。
い
つ
も
は
京
都
市
に
住
ん
で
い
ま
す

の
で
、
名
田
庄
は
地
図
で
見
た
り
、
安
倍
晴
明
と
ゆ
か
り
の
深
い
土
地
で
あ
る
こ

と
は
よ
く
承
知
し
て
い
ま
す
。
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。

今
回
、
お
招
き
い
た
だ
き
、
漢
字
に
つ
い
て
話
せ
る
の
は
と
て
も
あ
り
が
た
く
、
楽

し
み
に
し
て
う
か
が
い
ま
し
た
。 

 

今
日
の
タ
イ
ト
ル
は
、
「漢
字
の
話
題
あ
れ
こ
れ
」と
な
っ
て
い
ま
す
。
漢
字
は
い

ろ
ん
な
話
が
出
来
ま
す
。
皆
さ
ま
も
、
生
ま
れ
た
と
き
は
別
と
し
て
、
物
心
つ
い
た

と
き
か
ら
今
ま
で
漢
字
を
見
な
か
っ
た
日
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ず
っ
と
使
わ

れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
こ
ん
な
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
と
か
、
い
ろ
ん
な

こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
本
当
に
、
漢
字
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
、

い
ろ
ん
な
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
か
ら
も
い
ろ
ん

な
質
問
と
か
、
そ
れ
は
ど
う
か
な
と
か
、
自
由
に
話
が
で
き
る
そ
う
い
う
機
会
に
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し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

  

白
川
静
博
士 

  

白
川
静
と
い
う
名
前
を
初
め
て
聞
い
た
と
い
う
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
正

直
に
。
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
白
川
静
と
い
う
と
、
一
番
有
名
な
の
は

漢
字
の
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
福
井
市
の
生
ま
れ
で
あ
り

ま
す
。
漢
字
を
元
に
し
て
古
代
の
中
国
の
人
々
の
考
え
方
や
文
化
を
、
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
広
が
っ
て
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
人
々
の
考
え
方
や
文
化
を
、
明
ら
か
に
し

た
い
と
思
わ
れ
た
方
で
す
。
白
川
静
は
そ
う
い
う
方
で
す
が
、
今
日
は
、
ク
イ
ズ
形

式
で
漢
字
の
こ
と
を
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
ク
イ
ズ
で
す
の
で
、
間
違
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
の
で
、
ど
し
ど
し
参
加
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

白
川
先
生
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
は
明
治
43
年
、
１
９
１
０
年
で
す
。
そ
れ
で
、

つ
い
こ
の
間
生
誕
１
０
０
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
亡
く
な
ら
れ
た
の
が
２
０
０
６

年
、
96
歳
で
し
た
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
漢
文
や
古
代
の
漢
字

学
、
古
代
の
中
国
の
考
え
方
、
そ
れ
か
ら
日
本
の
古
典
で
あ
る
万
葉
集
等
の
研
究

も
さ
れ
て
い
ま
す
。
白
川
先
生
は
漢
字
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本

人
は
そ
う
言
わ
れ
る
の
が
余
り
好
き
で
な
か
っ
た
の
で
す
。
漢
字
を
通
し
て
こ
う
い

う
こ
と
を
勉
強
し
た
か
っ
た
、
研
究
し
た
か
っ
た
、
そ
う
い
う
方
で
す
。
漢
字
は
手

段
だ
っ
た
の
で
、
東
洋
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
の
で
、
本
人
は
「東
洋

学
者
」と
呼
ば
れ
た
か
っ
た
。
学
位
は
文
学
博
士
、
立
命
館
で
な
く
京
都
大
学
で

取
ら
れ
ま
し
た
。 

 

福
井
市
の
お
生
ま
れ
で
す
が
、
生
家
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り
の
大
名
町
３
丁
目
の
バ

ス
停
の
前
で
、
こ
こ
に
は
い
ま
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
「白
川
静
生
誕
之
地
」。
こ

れ
は
県
民
の
皆
さ
ま
の
ご
寄
付
で
、
記
念
事
業
と
し
て
建
て
て
い
た
だ
い
た
も
に

お
で
す
。 

  

白
川
先
生
の
業
績
、『
字
統
』『
字
訓
』『
字
通
』 

  

白
川
先
生
の
業
績
で
な
に
が
一
番
有
名
か
と
い
う
と
、
中
国
で
１
９
０
０
年
間

正
し
い
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
辞
書
が
あ
り
ま
す
。
『説
文
解
字
』と
い
う
の
で
す
が
、

西
暦
１
０
０
年
に
成
立
し
た
も
の
で
す
。
辞
書
で
す
の
で
、
漢
字
の
成
り
立
ち
が
書

い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ず
っ
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
、
い
わ
ば
水
戸
黄
門
の
印

籠
の
よ
う
な
も
の
で
、
全
く
誰
も
疑
わ
な
か
っ
た
。
『説
文
解
字
』に
書
い
て
あ
る
の

だ
か
ら
と
。
そ
の
『説
文
解
字
』の
説
に
代
わ
る
新
し
い
漢
字
の
成
り
立
ち
の
体
系

を
打
ち
立
て
ら
れ
た
方
で
す
。
70
歳
で
立
命
館
大
学
を
退
官
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
あ
と
16
年
か
け
ま
し
て
、
『字
統
』、
『字
訓
』、
『字
通
』の
「字
書
三
部
作
」と

い
わ
れ
る
も
の
を
完
成
さ
れ
た
。
２
０
０
５
年
に
文
化
勲
章
を
受
章
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
私
た
ち
立
命
館
大
学
の
誇
り
で
も
あ
り
ま
す
し
、
福
井
県
が
生
ん
だ

文
化
勲
章
受
賞
者
で
す
。 

『字
統
』、
『字
訓
』、
『字
通
』は
、
多
分
、
本
屋
さ
ん

や
図
書
館
で
ご
覧
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
の
大
学
で
は
中
国
か
ら

お
越
し
に
な
っ
た
方
々
に
特
に
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
こ
ん
な
も
の
が
出
来

た
の
だ
と
。 
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福
井
新
聞
に
は
「漢
字
物
語
」と
い
う
の
が
連
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、
今
年
の

４
月
か
ら
は
、
日
刊
県
民
福
井
で
も
一
週
間
に
一
回
、
「白
川
静
漢
字
抄
」と
い
う

こ
と
で
白
川
先
生
の
漢
字
の
こ
と
が
出
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
に
な
る
こ
と
が
出
来

る
と
思
い
ま
す
。
白
川
静
の
影
響
を
受
け
た
著
名
人
と
し
て
、
松
岡
正
剛
さ
ん
が

『白
川
静 

漢
字
の
世
界
観
』を
書
い
て
い
ま
す
し
、
宮
城
谷
昌
光
さ
ん
と
い
う
中

国
を
中
心
に
し
た
小
説
家
も
白
川
先
生
の
説
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
小
説
を

書
い
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
生
誕
地
で
あ
る
福
井
県
で
は
、
文
化
勲
章
受
賞
者
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
福
井
県
民
賞
を
差
し
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く

て
、
白
川
先
生
の
研
究
の
成
果
を
県
民
の
人
た
ち
に
還
元
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

県
の
政
策
と
し
て
、
小
学
校
を
中
心
に
し
て
白
川
文
字
学
の
習
得
と
、
「文
字
の

国
福
井
」を
全
国
に
発
信
し
て
い
ま
す
。 

 

今
日
も
っ
て
参
り
ま
し
た
の
は
、
県
の
教
育
研
究
所
が
作
っ
た
「
白
川
静
の
漢
字

の
世
界
」で
す
。
こ
れ
は
辞
書
に
な
り
ま
す
。
１
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
の
漢
字
を

白
川
文
字
学
に
基
づ
い
て
、
小
学
生
に
分
か
る
よ
う
に
作
っ
て
あ
り
ま
す
。
も
と

も
と
は
県
が
作
っ
た
も
の
で
県
内
だ
け
で
使
っ
て
い
た
も
の
で
す
が
、
昨
年
（２
０
１

１
年
）の
３
月
に
平
凡
社
か
ら
全
国
に
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
全
国

の
本
屋
さ
ん
に
出
て
い
ま
す
。
聞
い
た
話
に
よ
り
ま
す
と
、
昨
年
の
８
ヶ
月
く
ら
い

で
３
５
０
０
０
部
で
て
い
ま
す
。
辞
書
と
し
て
は
か
な
り
驚
異
的
な
売
り
上
げ
で
す
。

小
学
校
で
は
、
さ
ら
に
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
を
作
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
今
年

の
３
月
か
ら
平
凡
社
か
ら
全
国
に
発
売
さ
れ
て
い
ま
す
。 

福
井
県
の
教
育
や
そ

の
成
果
が
全
国
に
発
信
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

福
井
県
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
全
国
の
学
力
テ
ス
ト
で
も
上
位
の
成
績

を
取
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
原
因
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
る
の
で
な
い
か
と
、
教

育
委
員
会
で
は
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に
も
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
、

何
と
か
福
井
で
の
例
が
全
国
に
広
が
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。 

  

ク
イ
ズ 

  

そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
ク
イ
ズ
に
入
り
ま
す
。 

 

次
の
４
人
の
写
真
の
う
ち
、
白
川
静
は
ど
れ
か
番
号
で
お
答
え
く
だ
さ
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
１
番
だ
と
思
わ
れ
る
方
、
は
い
、
お
一
人
で
す
ね
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
２
番
だ
と
思
わ
れ
る
方
、
３
番
だ
と
思
わ
れ
る
方
、
４
番
だ
と
思
わ
れ

る
方(

笑) 

（４
番
は
フ
ィ
ギ
ィ
ヤ
ー
ス
ケ
ー
ト
の
荒
川
静
香
）。
３
番
が
白
川
静
先

生
で
す
。
皆
さ
ん
、
さ
す
が
郷
土
の
偉
人
だ
け
あ
っ
て
正
解
で
す
。
（２
番
、
松
本

清
張
）。
１
番
は
ど
な
た
で
し
ょ
う
か
。
お
分
か
り
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
、
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
、
私
ど
も
の
学
園
の
理
事
で
す(

爆
笑)

。 

 

第
２
問
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
ク
イ
ズ
で
す
。
「
次
の
四
つ
の
白
川
静
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
う
ち
、
嘘
は
ど
れ
か
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
」。
こ
れ
は
白
川
静
の
学
問
と
い

う
よ
り
人
間
的
な
面
に
関
す
る
こ
と
で
す
。
４
つ
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
に
ひ
と
つ

だ
け
嘘
が
あ
り
ま
す
。 

 

問
題 

 

①
95
歳
の
白
川
静(

し
ら
か
わ
し
ず
か)

は
自
分
と
一
字
違
い
の
ト
リ
ノ
五
輪
の

金
メ
ダ
リ
ス
ト
・荒
川
静
香(

あ
ら
か
わ
し
ず
か)

の
大
フ
ァ
ン
と
な
り
、
毎
朝
の
散
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歩
の
と
き
に
「イ
ナ
バ
ウ
ア
ー
」を
し
て
い
た
。 

 

②
白
川
静
は
番
組
史
上
最
年
長
ゲ
ス
ト(

当
時
89
歳)

と
し
て
「料
理
の
鉄
人
」

に
出
演
し
た
が
、
料
理
の
判
定
は
せ
ず
専
ら
「食
と
漢
字
」に
つ
い
て
講
釈
し
、
司

会
の
鹿
賀
丈
史
を
い
ら
つ
か
せ
た 

 

③
白
川
静
は
メ
カ
に
も
強
く
、
電
子
辞
書
を
愛
用
し
、
Ｇ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｂ
Ｏ
Ｙ
で
囲
碁

や
将
棋
を
楽
し
ん
で
い
た
が
、
95
歳
の
時
に
つ
い
に
「Ｕ
Ｆ
Ｏ
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
」に
も

挑
戦
し
た
。 

④
白
川
静
96
歳
の
最
期
の
言
葉
は
、
病
室
の
天
井
に
あ
る
シ
ミ
を
見
て
家
族
に

「目
の
前
に
原
稿
用
紙
が
あ
っ
て
所
々
に
甲
骨
文
字
が
書
い
て
あ
る
。
何
と
書
い
て

あ
る
の
か
。
」で
あ
っ
た
。 

 

ひ
と
つ
だ
け
嘘
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ
で
し
ょ
う
か
。
。 

（１
番
か
ら
４
番
ま
で
、
会
場
の
人
が
順
に
手
を
挙
げ
て
答
え
る
） 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
出
題
者
の
意
図
通
り
答
え
が
ば
ら
け
て
き

ま
し
た
。
正
解
を
言
い
ま
す
。
２
番
だ
け
、
嘘
で
す
。
あ
と
は
全
部
本
当
の
話
で
す
。

ち
ょ
っ
と
解
説
を
し
て
い
き
ま
す
。 

 

① 

こ
の
ス
ラ
イ
ド
に
あ
る
よ
う
に
、
荒
川
静
香
が
金
メ
ダ
ル
を
取
っ
た
の
を
と

て
も
喜
ば
れ
ま
し
た
。
先
生
は
と
て
も
規
則
正
し
い
生
活
を
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
朝

６
時
に
い
つ
も
起
き
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
近
所
を
散
歩
し
て
、
朝
ご
飯
を
食
べ
て
午

前
中
は
仕
事
。
２
、
３
時
間
は
自
分
の
書
斎
で
机
に
向
か
っ
て
一
日
原
稿
20
枚
、

こ
の
ペ
ー
ス
は
亡
く
な
ら
れ
る
一
ヶ
月
前
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
お
昼
ご
飯

を
食
べ
て
、
昼
寝
を
し
て
、
午
後
は
お
客
さ
ん
と
会
わ
れ
た
り
し
て
、
夕
方
６
時
に

夕
飯
、
ち
ょ
っ
と
テ
レ
ビ
を
見
て
お
や
す
み
に
な
る
、
そ
う
い
う
毎
日
で
し
た
。
こ

れ
を
３
６
５
日
や
っ
て
お
ら
れ
た
。
盆
正
月
関
係
な
く
。
文
化
勲
章
も
も
ら
い
に

行
か
れ
な
か
っ
た
、
時
間
が
も
っ
た
い
な
い
の
で
。
文
化
勲
章
は
文
化
庁
が
京
都
ま

で
も
っ
て
こ
ら
れ
て
、
そ
れ
を
受
け
取
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
方
で
す
。 

 

ス
ケ
ー
ト
の
放
送
は
夜
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
見
て
お
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
お

っ
し
ゃ
っ
た
。
「荒
川
選
手
は
た
っ
た
３
分
間
の
演
技
で
世
界
一
に
な
っ
た
。
わ
し
は

70
年
や
っ
て
も
ま
だ
ま
だ
だ
」。 

 

京
都
の
西
側
の
桂
に
お
住
ま
い
だ
っ
た
の
で
す
が
、
近
所
に
桂
離
宮
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
当
た
り
を
散
歩
さ
れ
て
い
た
。
96
歳
で
す
か
ら
腰
も
ま
が
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
イ
ナ
バ
ウ
ワ
ー
と
い
っ
て
も
こ
れ
く
ら
い
で
す
が
、
ま
あ
こ
れ
く
ら
い
で
す

（笑
）。
ご
本
人
は
イ
ナ
バ
ウ
ワ
ー
で
す
（笑
）。
金
メ
ダ
ル
と
取
っ
た
朝
に
家
族
の
皆

さ
ま
を
「金
メ
ダ
ル
を
取
っ
た
！
」と
起
こ
し
て
ま
わ
っ
た
、
そ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
お
持
ち
の
方
で
す
。 

 

③
の
「白
川
静
は
メ
カ
に
も
強
く
・・・」で
す
が
、
白
川
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

は
、
ど
う
し
て
も
漢
字
の
学
者
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
手
書
き
で
な
け
れ

ば
イ
カ
ン
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
ご
本
人
は
か

な
り
新
し
い
も
の
好
き
で
し
た
。
電
子
辞
書
は
普
通
に
お
使
い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

広
辞
苑
な
ん
か
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
「こ
の
な
か
に
広
辞
苑
が
丸
ご
と
入
っ
て
い

る
の
か
！
」と
。
お
仕
事
の
時
も
、
コ
ピ
ー
の
拡
大
・縮
小
は
ご
自
分
で
な
さ
っ
て
い

ま
し
た
。
お
若
い
頃
か
ら
、
囲
碁
と
か
将
棋
は
ご
趣
味
で
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
新
聞

の
棋
譜
な
ど
切
り
抜
き
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
将
棋
は
お
好
き
で
し
た
。
ご

家
族
の
中
で
い
っ
し
ょ
に
や
る
方
が
い
な
く
な
り
ま
す
と
、
「お
と
う
さ
ん
、
ゲ
ー

ム
ボ
ー
イ
使
っ
て
み
た
ら
」と
勧
め
ら
れ
、
ゲ
ー
ム
機
で
囲
碁
や
将
棋
を
さ
れ
て
い
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ま
し
た
。
「な
か
な
か
定
石
を
知
っ
て
い
る
な
」
と
。
入
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
当
た
り

前
な
の
で
す
が
。
最
初
は
、
初
級
で
や
る
の
で
勝
つ
の
で
す
。
上
級
に
な
る
と
、
さ

す
が
に
難
し
く
な
り
、
形
勢
が
悪
く
な
る
と
、
「疲
れ
た
、
は
い
」と
、
ぷ
っ
ち
と
ス

イ
ッ
チ
を
切
ら
れ
た
。 

 

95
歳
の
時
、
つ
い
に
近
所
の
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
に
行
っ
て
「Ｕ
Ｆ
Ｏ
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
」

を
や
っ
て
み
た
そ
う
で
す
。
ボ
タ
ン
や
レ
バ
ー
を
操
作
し
て
、
中
に
あ
る
ぬ
い
ぐ
る

み
を
掴
め
た
そ
う
で
す
。
い
っ
し
ょ
に
行
っ
た
人
が
「お
父
さ
ん
、
早
く
早
く
」と
言

っ
て
い
る
う
ち
に
す
と
ん
と
落
ち
て
し
ま
い
、
「こ
れ
は
掴
ん
だ
だ
け
で
は
だ
め
な
の

か
」と
、
言
わ
れ
た
。
そ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

④
で
す
が
、
96
歳
の
最
期
の
と
き
、
病
室
の
上
の
天
井
に
あ
る
シ
ミ
が
甲
骨
文

字
に
見
え
た
の
で
、
ご
家
族
を
呼
ん
で
、
「何
と
書
い
て
あ
る
の
だ
」
と
お
尋
ね
に

な
っ
た
の
が
、
意
味
の
あ
る
言
葉
を
発
し
た
最
後
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
お
亡
く
な
り

に
な
る
直
前
ま
で
現
役
の
生
涯
を
貫
か
れ
た
方
で
し
た
。 

 

②
は
全
く
の
嘘
の
話
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
の
で
す
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
百
科
事
典
の
ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
載
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
②
の

よ
う
に
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
び
っ
く
り
し
て
ご
家
族
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。
な
い
、

と
い
わ
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
そ
れ
で
、
ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
事
務
局
に
削
除
し

て
く
れ
と
頼
み
ま
し
た
。
い
ま
は
出
て
い
ま
せ
ん
。
ど
な
た
が
書
い
た
か
分
か
ら
な

い
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で

す
。
ご
家
族
に
よ
れ
ば
、
「お
父
さ
ん
は
美
食
家
で
も
な
ん
で
も
な
か
っ
た
」と
言
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
出
さ
れ
る
も
の
は
何
ん
で
も
食
べ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

最
後
に
福
井
に
来
ら
れ
た
の
は
亡
く
な
ら
れ
る
四
ヶ
月
ほ
ど
前
で
す
。
２
０
０
６

年
６
月
に
福
井
市
の
「ユ
ー
・ア
イ
ふ
く
い
」で
講
演
会
を
２
時
間
ほ
ど
な
さ
っ
た
の

で
す
が
、
そ
の
と
き
ホ
テ
ル
で
食
事
を
さ
れ
て
、
全
部
食
べ
ら
れ
ま
し
た
。
最
後
の

そ
ば
を
食
べ
ら
れ
て
、
「あ
あ
、
ひ
さ
し
ぶ
り
だ
な
」と
。 

  

漢
字
の
成
り
立
ち 

  

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
、
漢
字
の
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

漢
字
と
い
う
の
は
、
い
ま
か
ら
３
３
０
０
年
か
ら
３
５
０
０
年
前
の
中
国
で
で
き
た

も
の
で
す
。
そ
の
と
き
の
漢
字
は
い
ま
の
漢
字
と
か
な
り
違
っ
て
い
ま
し
て
、
お
回

し
し
た
教
科
書
に
も
出
て
い
ま
す
が
、
い
ま
発
見
さ
れ
て
い
る
一
番
古
い
形
は
、
亀

の
甲
羅
と
か
、
鹿
や
牛
の
肩
の
骨
に
彫
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
私
た
ち
の

使
っ
て
い
る
漢
字
は
そ
こ
か
ら
形
を
変
え
な
が
ら
変
わ
っ
て
き
た
も
の
で
す
。 
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今
日
は
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
、
亀
の
甲
や
牛
の
方
に
書
か
れ
た
漢
字
を
持

っ
て
き
ま
し
た
。
真
ん
中
に
あ
る
の
が
亀
の
甲
羅
の
お
腹
の
方
で
す
。
背
中
で
な
く

て
お
腹
の
方
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
鹿
の
肩
胛
骨
。
亀
の
甲
羅
や
牛
の
骨
な
ど
に

彫
ら
れ
て
い
た
の
で
、
甲
骨
文
字
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。 

 

回
し
ま
す
。
触
っ
て
も
大
丈
夫
で
す
。
レ
プ
リ
カ
な
の
で
。
本
物
な
ん
か
も
っ
て
こ

ら
れ
ま
せ
ん(

笑)

。
彫
っ
た
の
は
10
年
く
ら
い
前
で
す
。 

 

中
国
の
お
土
産
さ
ん
で
買
っ
た
も
の
で
、
３
個
３
０
０
０
円
を
１
０
０
０
円
に
ま
け

て
も
ら
っ
た
買
っ
て
き
ま
し
た
。
本
物
そ
っ
く
り
に
出
来
て
い
ま
す
の
で
、
教
材
と

し
て
は
十
分
な
も
の
で
す
。 

 

漢
字
は
、
自
分
た
ち
の
身
の
周
り
に
あ
る
も
の
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
材
料
に
し
て

作
っ
た
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
が
、
人
と
い
う
字
も
そ
う
い
う
ふ
う

に
し
て
出
来
た
も
の
で
す
。
「人
」と
い
う
字
は
何
か
ら
出
来
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

当
然
「人
」と
い
う
漢
字
は
人
か
ら
出
来
て
い
る
の
で
す
が
、
具
体
的
に
ど
ん
な
ポ

ー
ズ
か
ら
で
き
て
い
る
の
か
、
そ
の
ホ
ー
ズ
を
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
の
が

ク
イ
ズ
で
す
。
こ
れ
を
皆
さ
ま
に
考
え
て
い
た
だ
い
て
、
勇
気
の
あ
る
方
は
実
際
に

示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 
(

会
場
、
沈
黙
。
少
し
間
が
あ
っ
て) 

 

勇
気
の
あ
る
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
や
る
勇
気
の
な
い
方
は
言

葉
で
も
け
っ
こ
う
で
す
の
で
。
学
校
の
先
生
は
、
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
最

後
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

(

会
場
か
ら) 

 

「支
え
あ
っ
て
い
る
形
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
」。 

 

こ
れ
に
賛
成
の
方
、
は
い
、
け
っ
こ
う
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。 

(

会
場
か
ら) 

 

「人
が
生
ま
れ
る
と
き
の
母
親
の
出
産
の
姿
勢
」 

 

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
説
に
賛
成
の
方
？
体
験
さ
れ
た
方
々
は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
支
持
が
集
ま
り
ま
せ
ん
が
。 

 
(

会
場
か
ら) 

 

「足
を
踏
ん
張
っ
て
立
て
い
る
姿
」 

 

こ
う
だ
と
思
わ
れ
る
方
？
、
お
ひ
と
り
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

 

実
は
い
ま
回
し
て
い
る
教
科
書
の
中
に
あ
り
ま
す
。
答
え
を
お
見
せ
し
た
い
と
思

い
ま
す
。 

 

３
５
０
０
年
前
の
最
初
の
形
は
こ
れ
で
し
た
。 

     
 

 

人
が
横
を
向
い
て
い
る
形
で
す
。
人
が
立
っ
て
い
て
、
手
が
あ
り

足
が
あ
る
。
こ
れ
が
「人
」と
い
う
漢
字
の
も
と
で
す
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に

変
わ
っ
て
い
っ
た
か
、
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 
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５
０
０
年
経
つ
と
こ
う
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
３
０
０
０
年
前
の
金
文
。
金

文
と
い
う
の
は
、
青
銅
器
の
器
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
の
、
そ
こ
に
鋳
込
ん

で
あ
る
文
字
の
こ
と
で
す
。 

     

 

そ
し
て
、
次
が
篆
文
（て
ん
ぶ
ん
）
で
す
。
篆
文
と
い
う
の
は
筆
で
書
く
よ
う
に
な

っ
た
最
初
の
形
で
、
実
印
の
文
字
は
篆
文
で
す
。 

     

  

そ
れ
か
ら
、
皆
さ
ま
も
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
が
、
千
円
札
、
お
持
ち
の
方
は

出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
回
す
の
は
は
ば
か
れ
ま
す
の
で
（笑
）。
こ
の
表
の

丸
の
と
こ
ろ
、
赤
い
字
で
書
い
て
あ
る
、
裏
に
も
同
じ
よ
う
に
丸
の
中
に
書
い
て
あ

る
、
こ
の
字
が
篆
文
で
す
。 

 

表
の
丸
い
中
に
な
ん
て
書
い
て
あ
る
の
か
、
読
め
ま
す
か
。
一
万
円
札
で
も
五
千

円
札
で
も
同
じ
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
。
皆
さ
ん
、
毎
日
お
使
い
な
の
に
読

め
な
い
の
で
す
か
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
読
め
な
く
て
も
使
え
ま
す
と
言
わ
れ
そ

う
で
。
ま
ず
表
で
す
が
、
日
銀
の
一
番
偉
い
人
は
ど
な
た
で
し
た
か
、
総
裁
で
す
ね
。

右
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
「総
裁
」、
そ
し
て
左
側
は
「之
印
」。
こ
れ
が
篆
文
の
形
。 

 

裏
は
な
ん
と
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
日
本
銀
行
券
な
の
で
「発
券
局

長
」と
書
い
て
あ
る
。
い
ま
は
、
篆
文
は
装
飾
的
要
素
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
当
時

は
普
通
に
こ
の
字
を
使
っ
て
い
た
。 

 

こ
れ
は
使
い
に
く
い
と
、
筆
書
き
の
形
に
な
っ
て
き
た
の
が
隷
書
で
す
。
実
は
、
お

札
に
、
こ
の
隷
書
が
あ
り
ま
す
。
一
万
円
を
見
て
く
だ
さ
い
。
「日
本
銀
行
券
」、

「壱
万
円
」、
「日
本
銀
行
」、
こ
れ
ら
が
隷
書
で
す
。 

  
 

    

 

人
の
隷
書
が
右
の
形
。
こ
れ
も
２
０
０
０
年
前
の
字
で
す
。 

 

そ
し
て
、
い
ま
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
の
が
、
楷
書
。
こ
れ
は
１
７
０
０
年
前
に
完

成
し
ま
し
た
。
１
７
０
０
年
前
に
使
っ
て
い
た
字
を
い
ま
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
。
そ

れ
で
は
、
こ
の
千
円
札
の
中
で
楷
書
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
真
ん
中
の
下
、
「国
立
印

刷
局
製
造
」が
楷
書
で
す
「野
口
英
雄
」は
ち
ょ
っ
と
隷
書
に
近
い
か
と
い
う
感
じ

で
す
が
。
お
札
は
漢
字
の
歴
史
が
分
か
る
よ
い
材
料
に
な
り
ま
す
。 
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こ
の
よ
う
に
、
３
３
０
０
年
か
３
５
０
０
年
前
に
で
き
た
漢
字
は
い
ま
か
ら
１
７
０

０
年
ほ
ど
前
に
い
ま
の
形
に
な
っ
て
ず
っ
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

文
字
の
歴
史
か
ら
い
え
ば
、
も
っ
と
昔
か
ら
あ
る
文
字
も
あ
り
ま
す
。
エ
ジ
プ
ト

の
ヒ
エ
ロ
グ
ラ
フ
ィ
と
か
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
く
さ
び
形
文
字
だ
と
か
。
こ
れ
ら
は
漢

字
よ
り
も
も
っ
と
前
に
で
き
た
字
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
字
は
い
ま
は
使
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
で
は
ア
ラ
ビ
ヤ
文
字
を
使
っ
て
い
ま
す
。

漢
字
は
い
ま
も
ず
っ
と
使
わ
れ
て
い
る
。
多
分
こ
れ
か
ら
も
な
く
な
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
21
世
紀
に
入
っ
た
い
ま
、
世
界
で
一
番
長
く
使
わ
れ

て
い
る
文
字
が
こ
の
漢
字
で
す
。 

 

次
の
ク
イ
ズ
で
す
が
、
あ
る
漢
字
を
最
初
の
形
か
ら
い
ま
の
形
ま
で
ず
っ
と
並
べ

て
い
き
ま
す
。
こ
の
漢
字
は
何
で
し
ょ
う
か
。 

 

い
ま
か
ら
３
３
０
０
年
前
の
甲
骨
文
字
。 

     

 

こ
れ
は
小
学
校
で
勉
強
す
る
字
で
す
。
答
え
を
聞
く
と
「な
ー
ん
だ
」と
な
る
と

思
い
ま
す
。
そ
う
な
ん
で
す
、
実
は
、
こ
れ
は
人
間
の
形
で
す
。
ど
う
い
う
形
な
の

か
、
ヒ
ン
ト
を
お
教
え
し
ま
す
。 

 

こ
の
部
分
は
杖
で
、
こ
れ
は
長
い
髪
の
毛
で
す
。
長
い
髪
の
毛
の
お
年
寄
り
が
杖

を
つ
い
て
い
る
形
で
す
。 

(

会
場
か
ら) 

 

「老
」で
す
か
。 

 

あ
あ
、
惜
し
い
で
す
ね
。
な
か
な
か
い
い
線
つ
い
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
考
え
で

行
く
と
、
多
分
、
答
え
が
出
て
き
ま
す
。 

(

会
場
か
ら) 

 

「古
」で
す
か
。 

 

「古
い
」は
形
が
違
い
ま
す
ね
。
実
は
、
先
ほ
ど
説
明
し
た
と
き
に
、
答
え
を
出
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
時
代
を
も
う
少
し
新
し
く
し
ま
す
。 

  

  
 

 

 

       

  

 

 

金文 （2500年前） 

 

篆文 (2300年前) 
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こ
こ
に
三
種
類
の
字
が
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
金
文
で
す
が
、
三
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
同
時
期
に
同
じ
意
味
を
表
す
字
が
三
種
類
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
真
ん
中
が
い
ま
の
字
に
近
い
で
す
か
ね
。
右
側
も
近
い
と
い
え
ば
近
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
私
は
答
え
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
何
と
で
も
い
え
ま
す
が
。 

 

そ
れ
で
は
次
の
段
階
に
行
き
ま
す
。
右
の
図
の
下
が
そ
れ
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
お
分

か
り
に
な
る
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
分
か
り
ま
し
た
か
。 

 

「お
年
寄
り
」と
い
う
こ
と
ば
を
漢
字
で
言
う
と
ど
う
い
う
言
葉
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。
そ
う
考
え
て
い
た
だ
く
と
出
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
次
に
な
る
と
分

か
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
が
、
出
し
て
み
ま
す
。 

      

 

こ
れ
は
２
０
０
０
年
ほ
ど
前
の
隷
書
で
す
。
も
う
お
分
か
り
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。 

(

会
場
か
ら
、
「あ
あ
・・」と
い
う
声) 

 

「長
い
」と
い
う
字
は
、
元
を
た
ど
る
と
お
年
寄
り
の
形
な
の
で
す
。
年
長
者
と
い

い
ま
す
が
、
「長
」と
い
う
字
は
、
年
長
者
の
形
か
ら
は
始
ま
り
ま
し
て
、
年
長
の
方

は
い
ろ
い
ろ
経
験
を
お
持
ち
で
、
そ
こ
か
ら
村
長
、
町
長
、
校
長
な
ど
の
長
、
一
番

上
の
人
を
指
す
言
葉
に
意
味
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
時
間
的
に
長
い
と
か
、
短
い
長

い
の
長
さ
の
意
味
な
ど
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
お
年
寄
り
の
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
字
が

い
ろ
ん
な
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
漢
字
の
特
徴
で
す
。
こ
れ
が

逆
に
、
漢
字
は
難
し
い
な
、
い
ろ
ん
な
字
に
い
ろ
ん
な
読
み
方
が
あ
っ
て
、
と
な
る
の

で
す
が
。 

  

画
数
と
字
形 

  

次
は
画
数
の
問
題
で
す
。 

 

「次
の
４
つ
の
漢
字
の
う
ち
、
画
数
の
最
も
多
い
も
の
を
そ
の
番
号
で
答
え
な
さ

い
。
」 

 

ち
な
み
に
一
画
の
漢
字
は
ど
ん
な
の
が
あ
り
ま
す
か
。 

(

会
場
か
ら) 

「い
ち
」 

 

い
ち
、
そ
う
で
す
ね
。
も
う
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
、
オ
ツ(

乙)

、
甲
乙
丙
の
乙
で
す
ね
。

あ
れ
も
一
画
で
す
。
そ
れ
で
は
二
画
の
漢
字
は
。
ニ
（二
）、
そ
う
で
す
ね
。
ほ
か
何

か
ご
存
じ
で
す
か
。
ジ
ュ
ウ
（十
）も
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
ほ
か
に
は
。
チ
ョ
ウ

(

丁)

、
一
丁
目
の
丁
で
す
ね
。
あ
と
、
カ
タ
ナ(

刀)

も
そ
う
で
す
。 

そ
れ
で
は
問
題
を
お
見
せ
し
ま
す
。 
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(

会
場
か
ら
、
「あ
あ
・・」と
、
た
め
い
き
の
よ
う
な
、
失
笑
の
よ
う
な
も
の) 

 

こ
の
四
つ
で
す
が
、
い
や
で
す
ね
、
こ
ん
な
の
は
。
こ
の
中
で
画
数
の
一
番
多
い
の

は
ど
れ
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
ず
、
こ
れ
ら
は
ど
う
書
く
の
か
と
な
り
ま
す
ね
。
分
か
る
の
は
四
番
だ
け
だ

と
。
な
ぜ
画
数
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
か
と
い
う
と
、
画
数
が
分
か
ら
な
い
と
辞

書
が
引
け
な
い
の
で
す
。
一
番
の
ト
ツ
、
二
番
の
オ
ウ
、
三
番
の
マ
ン
ジ
、
こ
れ
ら
は

全
部
漢
字
で
す
。
四
番
の
立
は
小
学
校
で
も
習
い
ま
す
が
、
実
は
、
一
番
と
二
番

は
常
用
漢
字
に
入
っ
て
い
ま
す
。
三
番
の
マ
ン
ジ
は
地
図
記
号
と
し
て
使
っ
て
い
ま

す
が
、
も
と
も
と
は
漢
字
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
画
数
の
一
番
多
い
の
は
ど
れ
か
、
お
聞
き
し
ま
す
。 

 

一
番
と
思
わ
れ
る
方
、
は
い
。
二
番
と
思
わ
れ
る
方
、
は
い
。
二
番
だ
と
思
わ
れ

る
方
、
は
い
。
二
番
だ
と
思
わ
れ
る
方
、
は
い
。
立
は
五
画
で
す
ね
。 

 

そ
れ
で
は
答
え
を
お
見
せ
し
ま
す
。 

 
 

        

 

凸
は
五
画
、
凹
も
五
画
、
卍
は
六
画
、
立
は
五
画
で
す
。 

（会
場
か
ら
、
「は
っ
は
、
な
る
ほ
ど
・・・」な
ど
） 

 

こ
れ
は
筆
順
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
一
番
大
切
な
の
は
、

漢
和
辞
典
を
引
く
と
き
に
、
画
数
で
引
く
と
き
に
、
ル
ー
ル
を
決
め
て
お
か
な
い

と
、
自
分
で
こ
れ
は
何
画
と
言
っ
て
も
出
て
き
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
で
画
数
の
ル
ー

ル
が
大
切
で
す
。 

 

図
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
漢
字
の
筆
順
は
ひ
と
つ
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。
二
通

り
、
三
通
り
の
筆
順
の
漢
字
も
何
個
か
あ
り
ま
す
。
ト
ツ
、
オ
ウ
、
マ
ン
ジ
、
こ
れ

ら
は
二
つ
以
上
の
書
き
順
が
あ
り
ま
す
。
ト
ツ
も
オ
ウ
も
こ
の
よ
う
に
書
け
ば
、

五
画
に
な
り
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
マ
ン
ジ
も
、
こ
こ
に
は
二
通
り
示
し
て
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
書
け
ば
六
画
に
な
り
ま
す
。 

 

第
六
問
は
字
形
、
「同
じ
漢
字
が
た
く
さ
ん
な
ら
ん
で
い
る
中
に
交
じ
っ
て
い
る
、

違
う
漢
字
は
い
く
つ
あ
る
か
。
」ち
ょ
っ
と
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
例
題
を
出
し
ま
す
。
こ
ん
な
問
題
で
す
。 
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分
か
り
ま
す
か
。
「幸
」と
い
う
字
が
ほ
と
ん
ど
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
中
に
い

く
つ
か
違
う
字
が
入
っ
て
い
ま
す
。
「辛
」（つ
ら
い
）が
入
っ
て
い
ま
す
。
い
く
つ
入
っ

て
い
ま
す
か
。
そ
う
で
す
ね
、
ふ
た
つ
で
す
ね
。 

 

い
ま
ま
で
は
例
題
で
し
た
が
、
こ
れ
が
問
題
で
す
。 

          
 

  
(

会
場
、
図
を
見
て
ざ
わ
め
き) 

 

ひ
っ
か
け
問
題
み
た
い
で
す
が
、
二
つ
で
す
ね
。
こ
こ
と
こ
こ
で
す
。
字
の
形
と
い

う
も
の
は
骨
組
み
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
一
本
線
が
違
う
と
違
う
字
に
な
っ
て
し

ま
う
字
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
一
つ
点
を
打
つ
と
か
、
一
本
線
が
多
い
と
か
。
そ

う
す
る
こ
と
で
全
く
違
う
漢
字
に
な
っ
て
し
ま
う
。
漢
字
の
特
徴
で
す
。 

 

実
は
、
わ
た
し
、
立
命
館
大
学
に
入
る
前
は
、
漢
字
検
定
協
会
に
お
り
ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
雑
誌
を
編
集
し
て
い
た
の
で
す
が
、
読
者
か
ら
葉
書
が
来
た
の
で
す
。 

「
幸
」
と
い
う
字 

  

二
十
三
歳
く
ら
い
の
女
性
の
方
で
し
た
。
「辛
い
と
い
う
字
に
一
本
線
を
足
す
と

幸
い
と
い
う
字
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
彼
氏
と
付
き
合

っ
て
い
ま
す
」。
昔
の
歌
に
も
あ
り
ま
す
ね
、
「若
い
と
い
う
字
は
苦
し
い
と
い
う
字

に
似
て
い
る
」と
か
。
成
り
立
ち
は
全
然
関
係
な
い
の
に
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。 

 

ち
な
み
に
、
「幸
い
」と
「辛
い
」
の
成
り
立
ち
は
、
い
ま
は
形
が
似
て
い
ま
す
が
、

全
然
違
う
の
で
す
。
「辛
い
」と
い
う
字
は
本
当
に
辛
い
の
で
す
。
こ
れ
は
針
の
形
で

す
。
入
れ
墨
を
入
れ
る
針
の
形
で
す
。
昔
は
入
れ
墨
に
大
き
く
二
つ
の
役
割
が
あ

り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
文
身
（モ
ン
シ
ン
）と
い
う
も
の
で
、
今
で
も
例
え
ば
、
南
方
の

民
族
で
は
装
飾
よ
う
に
と
か
、
大
人
に
な
っ
た
と
き
の
印
と
か
で
、
入
れ
墨
を
す

る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
罪
人
が
罰
と
し
て
入
れ
る
入
れ
墨
。
「辛
い
」は
罰
と
し
て
の

入
れ
墨
を
入
れ
る
と
き
の
針
の
形
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
「幸
」と
い
う
字
は
。
こ
れ
は
、
じ
つ
は
、
「幸
い
」と
い
う
意
味
の
字
で
は

な
い
の
で
す
。
手
か
せ
足
か
せ
の
手
か
せ
の
字
で
す
。
手
か
せ
は
、
い
ま
で
い
う
手

錠
で
す
。
大
き
な
木
の
板
に
は
め
込
ん
で
、
留
め
る
手
か
せ
。
手
の
自
由
を
奪
わ

れ
る
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
「幸
」と
い
う
字
が
出
て
い
る
の
で
す
。
い

ま
福
井
県
の
学
校
で
使
っ
て
い
る
白
川
文
字
学
の
教
科
書
に
は
こ
う
書
い
て
あ
り

ま
す
。 

 

「手
か
せ
を
か
け
る
刑
罰
は
、
死
刑
な
ど
の
お
も
い
刑
罰
と
比
べ
軽
か
っ
た
の
で
、

思
い
が
け
な
い
幸
せ
で
あ
っ
た
」 
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い
ま
は
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昔
は
ず
い
ぶ
ん

残
忍
な
刑
罰
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
比
べ
て
た
ら
手
か
せ
は
ま
だ
ま
し
な
方
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
本
当
か
な
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

他
の
字
を
見
る
と
納
得
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

「幸
い
」が
付
く
字
に
ど
ん
な
の
が
あ
り
ま
す
か
、
執
行
す
る
の
「執
」の
字
が
あ

り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
白
川
先
生
の
『字
統
』のC

D
-R

O
M

版
か
ら
取
っ
た
も
の
で
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
も
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「執
」
の
甲
骨
文
字
は
こ
ん
な

形
で
す
。 

     

 

「手
に
枷
を
く
わ
え
て
罪
人
を
拘
捕
す
る
こ
と
を
い
う
」。
捕
ら
え
る
。
手
か
せ

が
は
め
ら
れ
て
い
る
形
で
す
ね
。 

 

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
「報
復
」の
「報
」で
す
。
「む
く
い
」と
い
う
字
で
す
。 

 

こ
う
い
う
形
で
す
。      

 

さ
っ
き
の
「執
」に
似
て
い
ま
す
ね
。
右
側
に
何
か
形
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
何
の
形
か
と
い
う
と
、
手
の
形
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
あ
あ
、
せ
っ

か
く
で
す
か
ら
お
手
伝
い
願
い
ま
し
ょ
う
か
。
私
が
手
か
せ
を
は
め
ら
れ
ま
す
か

ら
、
後
ろ
か
ら
頭
を
こ
づ
い
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
、
こ
ん
な
形
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
罪
人
を
後
ろ
か
ら
押
さ
え
つ
け
て
い
る
形
で
す
。
そ
う
い
う
罪
人
の
姿
、

そ
れ
が
「報
」で
す
。
罪
を
犯
し
た
報
い
（む
く
い
）と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
「幸
」

が
全
て
手
か
せ
で
あ
る
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 

「幸
せ
」の
「幸
」が
手
か
せ
で
あ
る
と
聞
い
て
も
、
そ
う
か
な
と
思
わ
れ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
「幸
」の
付
い
て
い
る
他
の
字
と
比
べ
て
み
る
と
、
納
得
し
て
い

た
だ
け
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

  

漢
字
文
化
圏 

  

最
後
の
ク
イ
ズ
で
す
。
漢
字
文
化
圏
に
関
す
る
も
の
で
す
。 

 

漢
字
を
使
っ
て
い
る
国
は
、
中
国
、
日
本
、
そ
れ
か
ら
ど
こ
が
あ
り
ま
す
か
。
今

で
も
使
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
漢
字
に
基
づ
く
も
の
を
使
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
今
は

使
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
昔
は
使
っ
て
い
た
、
そ
う
い
う
国
で
す
が
、
中
国
、
日
本
に
く

わ
え
て
、
そ
う
、
朝
鮮
半
島
で
す
ね
。
昔
は
ベ
ト
ナ
ム
も
使
っ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が

っ
て
言
葉
が
よ
く
似
て
い
ま
す
。 

 

韓
国
ド
ラ
マ
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
た
い
が
い
は
ハ
ン
グ
ル
で
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

む
ず
か
し
い
言
葉
は
漢
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
韓
国
語
の
「
こ
ん
に
ち
は
」に
あ

た
る
「ア
ン
ニ
ョ
ン
ハ
シ
ム
ニ
カ
」の
「ア
ン
ニ
ョ
ン
」は
「安
寧
」、
「や
す
ら
か
」と
い
う
こ
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と
で
す
ね
。
「お
元
気
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
」と
い
う
言
葉
で
す
ね
。 

 

そ
れ
で
は
漢
字
文
化
圏
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
方
は
ど
な
た
か
ご
存
じ
で
す
か
。 

 

そ
う
で
す
ね
、
ペ
ヨ
ン
ジ
ュ
ン
で
す
ね
。 

 

で
は
問
題
で
す
。
ペ
ヨ
ン
ジ
ュ
ン
の
ヨ
ン
と
い
う
字
は
漢
字
で
書
く
と
ど
れ
で
し
ょ

う
か
。
「ヨ
ン
様
」の
ヨ
ン
は
ど
の
漢
字
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。 

       

 

こ
の
四
つ
は
全
て
韓
国
で
は
「ヨ
ン
」と
読
み
ま
す
。
ヨ
ン
様
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
れ
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
い
き
ま
し
ょ
う
か
。
①
の
勇
ま
し
い
と
思
う
方
、
②
の
龍
だ

と
思
う
方
、
③
の
容
、
姿
だ
と
思
わ
れ
る
方
、
④
の
凡
庸
の
庸
、
平
凡
な
だ
と
思

わ
れ
る
方
、
（会
場
、
そ
れ
ぞ
れ
手
を
挙
げ
る
） 

 

そ
れ
で
は
答
え
で
す
。
ペ
ヨ
ン
ジ
ュ
ン
の
ヨ
ン
と
い
う
字
は
、
こ
の
字
で
す
。
「勇
ま
し

い
」の
「勇
」で
す
。
韓
国
の
人
た
ち
は
自
分
の
名
前
く
ら
い
は
何
と
か
漢
字
で
書
け

る
の
で
す
が
、
ハ
ン
グ
ル
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
漢
字
文
化
圏
で
は
あ
る
の
で
す
が
、

元
の
漢
字
を
ど
う
書
く
の
か
知
ら
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
の
小
学
生
が
「
ケ
ー
タ

イ
」と
仮
名
で
書
い
て
あ
る
と
、
も
と
は
「携
帯
電
話
」か
ら
来
て
い
る
の
で
す
が
、

漢
字
で
ど
う
書
く
か
知
ら
な
い
し
、
あ
れ
は
「ケ
ー
タ
イ
」と
い
う
も
の
だ
と
、
そ

う
い
う
理
解
の
し
方
だ
と
思
い
ま
す
が
、
韓
国
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。 

 

い
ま
ま
で
、
ク
イ
ズ
形
式
で
い
ろ
い
ろ
あ
げ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
漢
字
の

持
つ
い
ろ
ん
な
要
素
を
含
ん
だ
問
題
で
し
た
。 

 

そ
れ
で
は
こ
こ
で
い
っ
た
ん
休
憩
し
て
後
半
の
質
疑
応
答
に
移
り
た
い
と
思
い
ま

す
。 

早
川 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

い
つ
漢
字
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
か 

 

 

久
保 

今
回
、
な
ぜ
私
が
お
招
き
い
た
だ
い
た
の
か
と
伺
い
ま
し
た
ら
、
現
在
の
い

わ
ゆ
る
カ
タ
カ
ナ
言
葉
の
氾
濫
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
で
、
元
の

漢
字
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
呼
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
さ
っ
き

も
「ケ
ー
タ
イ
」と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
単
な
る
記
号
の
よ
う
な

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
「ケ
ー
タ
イ
」と
い
う
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な

く
な
っ
て
い
る
。 

 

い
ま
の
世
の
中
、
外
来
語
と
言
っ
て
よ
い
の
か
と
思
う
ほ
ど
、
カ
タ
カ
ナ
語
が
ど
ん

ど
ん
入
っ
て
来
て
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
状
態
が
ど
れ
く
ら
い
前
か
ら
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
漢
字
も
そ
う
な
の

で
す
。
つ
ま
り
、
日
本
に
は
も
と
も
と
、
文
字
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
で
す
。

漢
字
が
入
っ
て
来
る
前
に
は
日
本
に
は
文
字
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
学
界
の
定

説
で
す
。
そ
の
当
時
ど
う
や
っ
て
や
っ
て
い
た
か
、
み
て
み
ま
す
。 

 

漢
字
が
で
き
た
の
は
、
中
国
で
、
い
ま
か
ら
３
３
０
０
年
か
ら
３
５
０
０
年
ほ
ど
前

 裵○俊 배용준  

①勇 ②龍 

③容 ④庸 
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で
す
。
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
は
い
つ
か
と
い
う
と
。
古
事
記
や
日
本
書
紀
（久
し

ぶ
り
に
名
前
が
出
て
き
た
か
と
思
い
ま
す
が
）に
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り

ま
す
。 

 

古
事
記
の
応
神
記
。
応
神
記
と
は
、
応
神
天
皇
の
時
に
完
成
し
た
も
の
で
す
。 

「名
和
邇
吉
師
、
即
論
語
十
巻
、
千
字
文
一
巻
、
并
十
一
巻
、
付
是
人
即
貢
進
」 

「ナ
ハ
ワ
ニ
キ
チ
シ
。
ス
ナ
ワ
チ
ロ
ン
ゴ
十
カ
ン
、
セ
ン
モ
ジ
一
カ
ン
、
ア
ワ
セ
テ
十
一
カ

ン
。
コ
レ
ヲ
ツ
ケ
テ
ヒ
ト
ニ
ミ
ツ
グ
」。
四
世
紀
末
の
話
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

日
本
書
記
も
応
神
天
皇
の
時
で
、
も
っ
と
詳
し
く
応
神
15
年
と
あ
り
ま
す
。 

 

「阿
直
岐
亦
能
讀
經
典
。
即
太
子
菟
道
稚
郎
子
師
焉
」 

 

「ア
ジ
キ
ヨ
ク
マ
タ
ヨ
ク
キ
ョ
ウ
テ
ン
ヲ
ヨ
ム
。
ス
ナ
ワ
チ
タ
イ
シ
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ

コ
シ
ト
ス
」 

 

同
じ
く
、
日
本
書
紀
の
応
神
記
十
六
年
に
は
、 

「
十
六
年
春
二
月
王
仁
來
之
、
即
太
子
菟
道
稚
郎
子
師
之
。
習
諸
典
籍
於
王

仁
。
」 

「十
六
ネ
ン
ハ
ル
ワ
ニ
ガ
ツ
ワ
ニ
コ
レ
ニ
キ
タ
ル
、
ス
ナ
ワ
チ
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
コ
レ
ヲ

シ
ト
ス
ル
。
モ
ロ
モ
ロ
ノ
テ
ン
セ
キ
ヲ
ワ
ニ
ニ
ナ
ラ
ウ
」 

  

古
事
記
で
は
「和
邇
」、
日
本
書
紀
で
は
「
王
仁
」と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど

ち
ら
も
同
一
人
物
で
す
。
ワ
ニ
で
す
。
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
よ
る
と
、
こ
の
時

代
に
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
漢
字
が
来
た
。
そ
の
前
に
、
朝
鮮
半
島
か

ら
ワ
ジ
キ
と
い
う
人
が
日
本
に
や
っ
て
き
て
皇
室
の
若
い
ひ
と
た
ち
が
そ
の
人
に
つ

い
て
漢
字
を
勉
強
し
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
ワ
ジ
キ
が
「私
の
祖
国
の
百
済
に
は
ワ
ニ

と
い
う
人
が
い
て
も
っ
と
読
め
る
人
で
あ
る
」と
言
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
ワ
ニ
さ
ん
を

呼
ぼ
う
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
ワ
ニ
さ
ん
が
日
本
に
や
っ
て
き
た
。
古
事
記
に
よ
る
と
、

ワ
ニ
さ
ん
が
最
初
に
論
語
を
持
っ
て
来
た
。 

 

古
事
記
が
で
き
た
の
は
７
１
２
年
、
八
世
紀
で
す
。
日
本
書
紀
も
八
世
紀
で
す
。

八
世
紀
に
で
き
た
本
に
四
世
紀
の
こ
と
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
４
０
０
年
前
の
話
で

す
。
い
ま
な
ら
、
４
０
０
年
前
と
言
え
ば
江
戸
時
代
で
す
か
ら
、
そ
の
頃
の
こ
と
は

よ
く
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。
八
世
紀
ご
ろ
で
、
そ
の
４
０
０
年
前
と
い
え
ば
、
さ
ら

に
分
か
ら
な
い
で
す
。
つ
ま
り
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
い
伝
え
な
の
で
す
。
言
い

伝
え
を
文
字
に
起
こ
し
た
の
が
こ
れ
ら
の
書
物
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
だ
か

ら
、
本
当
か
ど
う
か
、
あ
や
し
い
。 

 

あ
や
し
い
と
い
い
ま
し
た
が
、
実
は
間
違
い
な
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
古
事

記
の
中
に
「千
字
文
」と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
に
漢
字
を
教
え
る
た
め
に

用
い
ら
れ
た
漢
文
の
長
詩
で
、
「天
地
玄
黄
、
宇
宙
洪
荒
」な
ど
、
四
字
ず
つ
で
２
５

０
組
、
合
計
で
千
字
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
異
な
っ
た
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も

の
で
す
。
こ
れ
は
六
世
紀
に
で
き
た
も
の
で
す
。
文
官
で
あ
っ
た
周
興
嗣
（470 

- 

521

）
が
一
晩
で
作
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
周
興
嗣
は
一
晩
で
頭
の
毛
が
真
っ
白

に
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
公
式
記
録
と
し
て
は
、
「千
字
文
」は

六
世
紀
の
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
さ
っ
き
の
古
事
記
で
は
、
四
世
紀
と
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
、
で
き
て
も
い
な
い
も
の
が
伝
わ
っ
て
き
た
と
さ
れ
た
の
か
。
古
事
記
に
書
か

れ
て
い
る
こ
と
は
、
研
究
し
て
い
く
と
、
あ
や
し
い
の
が
あ
る
の
で
す
。 

 

正
倉
院
の
宝
物
庫
（こ
れ
は
八
世
紀
）の
中
に
は
、
確
か
に
、
千
字
文
が
あ
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
古
事
記
の
こ
の
記
録
は
あ
や
し
い
と
な
り
ま
す
。 
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漢
字
と
い
え
ば
、
金
印
で
す
ね
。
金
印
に
は
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
中

国
の
記
録
に
ち
ゃ
ん
と
残
っ
て
い
ま
す
。
西
暦
57
年
で
す
。
本
物
は
福
岡
市
博
物

館
に
あ
り
ま
す
。
レ
プ
リ
カ
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
も
の
す
ご
く
小
さ
い
で
す
。 

「金
印 

「漢
委
奴
國
王
」、
「カ
ン
ノ
ワ
ノ
ナ
ノ
コ
ク
オ
ウ
」と
読
む
よ
う
に
は
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
ふ
り
が
な
が
振
っ
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
本
当
に
そ
う
読
ん
だ
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
57
年
（建
武
中
元
二
年
）と
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
漢
字

が
入
っ
て
来
た
の
が
57
年
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
言
え
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
こ
の
金
印
の
字
が
読
め
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。
あ
の
当
時
の
超

大
国
で
あ
る
中
国
（漢
）
か
ら
、
「野
蛮
な
人
た
ち
が
海
を
越
え
て
や
っ
て
来
た
の

だ
か
ら
、
よ
し
よ
し
、
そ
れ
で
は
こ
れ
を
授
け
て
や
ろ
う
」と
、
貿
易
も
い
い
だ
ろ
う

と
、
大
き
な
漢
の
国
の
一
国
と
し
て
認
め
て
も
ら
っ
た
の
が
金
印
な
の
で
す
。
し
か

し
、
こ
れ
を
も
ら
っ
た
奴
（ワ
）の
国
の
人
た
ち
が
読
め
た
か
ど
う
か
あ
や
し
い
。
こ

れ
を
も
っ
て
漢
字
が
入
っ
て
来
た
と
し
て
い
い
か
ど
う
か
。 

 

本
当
に
漢
字
を
使
っ
た
の
だ
な
と
思
わ
れ
る
の
が
五
世
紀
く
ら
い
で
す
。
埼
玉

県
で
鉄
剣
が
見
つ
か
っ
て
、
そ
こ
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
。
漢
字
を
使
っ
て
い
る
の

が
分
か
り
ま
す
。 

  

万
葉
仮
名
と
か
な 

  

先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
文
字
は
な
か
っ
た
が
言
葉
は
あ
っ
た
の
で
す
。
し
ゃ
べ

っ
て
い
た
言
葉
、
そ
れ
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
に
ど
っ
と
漢
字
（文
字
）が
入
っ
て

来
た
。
そ
れ
を
使
う
に
は
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
自
分
た
ち
の
言
葉
に
そ
れ
ら

の
文
字
を
当
て
は
め
て
い
っ
た
。
万
葉
仮
名
で
す
。
こ
れ
が
そ
れ
で
す
。 

 

難
波
宮
跡
か
ら
で
た
木
簡
に
万
葉
仮
名
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
七
紀
中
期
、
西

暦
六
〇
〇
年
中
ご
ろ
の
も
の
で
す
。
い
ま
の
漢
字
に
直
す
と
こ
う
な
り
ま
す
。 

「皮
留
久
佐
乃
皮
斯
米
之
刀
斯
」、
読
め
ま
す
か
。
音
読
み
で
す
。
「ハ
ル
ク
サ
ノ
ハ

ジ
メ
ノ
ト
シ
」。
漢
字
の
音
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
の
音
に
当
て
は
め
た
、
い
わ
ば
当

て
字
で
す
。 

 

現
在
の
状
況
も
そ
の
と
き
と
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
初
め
て
入
っ
て
来
た
も

の
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
。 

 

万
葉
集
の
中
の
額
田
王
の
歌
で
す
。 

「熟
田
津
尓 

船
乗
世
武
登
月
待
者 

潮
毛
可
奈
比
治 

今
者
許
藝
乞
菜
」 

 

漢
字
が
ず
ら
ず
ら
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
訓
が
出
て
き
ま
す
。
「
ニ
ギ
タ
ツ
ニ 

フ
ナ
ノ
リ
セ
ン
ト
ツ
キ
マ
テ
バ 

シ
ホ
モ
カ
ナ
ヒ
ヌ 

イ
マ
ハ
コ
ギ
イ
デ
ナ
」と
読
み
ま
す
。

「熟
田
津
」な
ど
は
完
全
に
当
て
字
で
す
が
、
「船
」や
「乗
」は
漢
字
の
意
味
を
そ
の

ま
ま
使
っ
て
い
る
。
次
の
「世
武
登
」（セ
ン
ト
）は
当
て
字
、
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
で
は
と
て
も
使
い
に
く
い
。
漢
字
は
あ
く
ま
で
も
中
国
語
を
表
す
た

め
の
も
の
な
の
で
、
日
本
人
が
使
う
に
は
不
便
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
平
安
時
代
に
仮

名
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
自
分
た
ち
の
言
い
た
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
表
せ
る
よ
う
な

表
音
文
字
が
で
き
た
。 

  

漢
字
の
廃
止
な
い
し
制
限
論 
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実
は
、
昔
の
人
も
漢
字
が
い
や
だ
っ
た
の
で
す
。
漢
字
を
廃
止
し
よ
う
と
か
、
制

限
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
江
戸
時
代
か
ら
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
た
ち

（
賀
茂
真
淵
『
国
意
考
』
、
本
居
宣
長
『
玉
勝
間
』
、
前
島 

密
『
漢
字
御
廃
止
之

儀
』）が
漢
字
っ
て
面
倒
だ
な
と
言
っ
て
い
ま
す
。
賀
茂
真
淵
や
本
居
宣
長
は
国
学

の
大
成
者
で
す
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
漢
字
が
大
切
だ
と
言
い
そ
う
な
人
が
、
あ

れ
は
も
と
も
と
日
本
本
来
の
も
の
で
は
な
い
、
入
っ
て
来
た
も
の
だ
、
日
本
本
来
の

も
の
を
大
切
に
し
た
い
と
言
っ
て
い
る
．
漢
字
は
不
便
だ
と
。 

 

賀
茂
真
淵
は
『
国
意
考
』
の
中
で
、
簡
単
に
言
う
と
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い

る
。 

 

「漢
字
は
三
万
八
千
字
ほ
ど
あ
る
。
例
え
ば
、
花
の
一
つ
に
も
、
開
く
、
散
る
、
蘂

（し
で
）、
樹
（き
）、
莖
（く
き
）な
ど
、
そ
の
他
十
ほ
ど
の
字
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
か
ら
、
こ
こ
の
国
の
名
前
や
草
木
の
名
前
に
別
々
の
一
つ
ず
つ
の
字
を
使
っ
て

い
る
」。
こ
れ
が
漢
字
の
特
徴
で
す
。
一
つ
の
言
葉
に
一
つ
の
文
字
を
使
っ
て
い
る
。

言
葉
イ
コ
ー
ル
文
字
、
そ
の
結
果
が
三
万
八
千
の
字
。
地
名
な
ん
か
も
そ
こ
に
し
か

使
わ
な
い
字
が
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
外
国
で
は
ど
う
か
。 

 

「イ
ン
ド
で
は
五
十
字
で
五
千
余
卷
の
仏
の
語
を
書
き
伝
え
て
い
る
」。
梵
語
で

す
ね
。
五
千
余
巻
の
仏
典
は
わ
ず
か
五
十
文
字
で
書
け
る
。
「
オ
ラ
ン
ダ
は
二
十

五
字
と
か
。
北
国
は
五
十
字
。
」
こ
の
、
北
国
が
ど
こ
の
こ
と
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

「大
方
の
国
で
は
こ
の
程
度
な
の
に
中
国
だ
け
こ
れ
ほ
ど
多
い
：」。
「こ
の
こ
と
を
思

わ
な
い
で
字
が
尊
い
と
思
う
の
は
言
う
に
も
た
ら
ず
」。
漢
字
は
そ
れ
ほ
ど
尊
い
も

の
で
な
い
の
だ
よ
、
と
国
学
者
が
言
っ
て
い
る
。 

 

慶
応
２
年
（１
８
６
６
年
）に
、
前
島
密
が
時
の
将
軍
徳
川
慶
喜
（最
後
の
将
軍
で

す
が
）に
、
漢
字
を
や
め
た
ら
、
と
意
見
書
を
出
し
ま
す
。
前
島
密
の
『漢
字
御
廃

止
之
儀
』で
す
。
前
島
密
は
郵
便
制
度
を
作
っ
た
人
で
す
。 

 

「國
家
の
大
本
は
國
民
の
教
育
に
し
て
其
教
育
は
士
民
を
論
せ
す
國
民
に
普
か

ら
し
め
之
を
普
か
ら
し
め
ん
に
は
成
る
可
く
簡
易
な
る
文
字
文
章
を
用
ひ
ざ
る

可
ら
ず
」、
「御
國
に
於
て
も
西
洋
諸
國
の
如
く
音
符
字
（假
名
字
）を
用
ひ
て
教

育
を
布
か
れ
漢
字
は
用
ひ
ら
れ
ず
終
に
は
日
常
公
私
の
文
に
漢
字
の
用
を
御
廢

止
相
成
候
樣
」。
漢
字
を
使
わ
な
い
で
と
い
い
な
が
ら
、
漢
字
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま

す
ね
。 

 

今
は
し
ゃ
べ
る
言
葉
が
そ
の
ま
ま
文
字
に
な
り
ま
す
ね
。
今
日
の
こ
の
話
も
そ
の

ま
ま
文
章
と
し
て
書
け
ま
す
。
当
た
り
前
の
よ
う
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の

は
明
治
の
中
期
頃
に
な
っ
て
や
っ
と
出
来
上
が
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
以
前
は
話
し
言

葉
と
書
き
言
葉
は
全
く
別
の
も
の
で
し
た
。
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
き
は
普
通
に
し
ゃ
べ

っ
て
い
て
も
、
書
く
と
き
は
こ
こ
に
あ
る
よ
う
な
書
き
方
だ
っ
た
の
で
す
。
「漢
字
の

用
を
御
廢
止
相
成
候
樣
」の
よ
う
に
。
当
時
の
知
識
人
は
こ
の
よ
う
な
書
き
方
で

な
い
と
自
分
の
論
理
思
考
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な､

漢
字
が
い
っ
ぱ
い
の
書
き
方
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
漢
字
は
や
め
た
方
が

い
い
の
で
な
い
か
と
い
っ
て
い
る
。
前
島
密
の
意
見
は
慶
喜
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。 

 

明
治
に
な
っ
て
も
漢
字
を
や
め
た
方
が
い
い
の
で
な
い
か
と
い
う
意
見
は
出
た
の

で
す
が
、
そ
う
は
な
ら
ず
、
漢
字
を
制
限
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。 
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福
澤
諭
吉
に
は
『文
字
之
教
』が
あ
り
ま
す
。
即
廃
止
論
で
な
く
制
限
論
で
す
。 

 

「漢
字
ヲ
全
ク
廢
ス
ル
ノ
説
ハ
願
フ
可
ク
シ
テ
俄
ニ
行
ハ
レ
難
キ
コ
ト
ナ
リ 

此
説
ヲ

行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
時
節
ヲ
待
ツ
ヨ
リ
外
二
手
段
ナ
カ
ル
可
シ
」、
「ム
ツ
カ
シ
キ
漢
字

ヲ
バ
成
ル
丈
用
ヒ
ザ
ル
ヤ
ウ
心
掛
ル
コ
ト
ナ
リ
。
ム
ツ
カ
シ
キ
字
ヲ
サ
へ用
ヒ
ザ
レ
バ

漢
字
ノ
數
ハ
二
千
カ
三
千
ニ
テ
澤
山
ナ
ル
可
シ
」。
福
沢
諭
吉
は
実
際
や
っ
て
み
た

の
で
す
ね
、
ど
れ
く
ら
い
の
漢
字
で
こ
と
足
り
る
か
と
。
す
る
と
、
二
千
く
ら
い
で

い
い
と
。
今
の
常
用
漢
字
は
二
千
百
で
す
。
こ
れ
で
い
け
る
の
で
な
い
か
と
書
い
て
い

ま
す
。
福
沢
先
生
は
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
「漢
籍
ノ
素
讀
ナ
ド
ヲ
以
テ

子
供
ヲ
窘
ル
ハ
（く
る
し
め
る
は
）。
無
益
ノ
戯
ト
云
テ
可
ナ
リ
」。
「子
曰
く
、
・・・」

な
ど
と
子
ど
も
に
読
ま
せ
る
の
は
無
益
の
戯
れ
だ
と
。 

  

明
治
初
期
に
な
さ
れ
た
翻
訳
作
業 

  

一
方
で
西
洋
か
ら
た
く
さ
ん
の
文
献
が
入
っ
て
来
る
。
新
し
い
言
葉
、
新
し
い
概

念
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
来
た
。
最
初
は
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
か
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
と
か
。
そ
う
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
が
な
ん
の
こ
と

か
わ
か
ら
な
い
。
明
治
の
知
識
人
は
漢
文
の
素
養
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
超
大

国
で
あ
る
中
国
の
文
明
に
明
る
く
、
そ
れ
ら
は
全
て
漢
字
で
し
た
。
自
分
た
ち
が

も
っ
て
い
た
言
葉
で
新
し
く
入
っ
て
来
た
言
葉
を
、
漢
字
を
使
っ
た
言
葉
に
置
き
換

え
る
こ
と
を
始
め
た
。 

 

例
え
ば
、
経
済
、
自
由
、
政
治
、
科
学
。
こ
れ
ら
、
今
私
た
ち
が
普
通
に
使
っ
て
い

る
言
葉
は
こ
の
時
代
に
作
ら
れ
た
言
葉
で
す
。
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
は
哲
学
と
訳
さ
れ

た
。
漢
字
に
訳
さ
れ
た
の
で
、
漢
字
を
み
れ
ば
、
な
ん
と
な
く
ど
ん
な
こ
と
な
の
か

分
か
る
。
当
時
、
中
国
か
ら
留
学
に
来
て
い
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
逆
、
中
国
に
持

っ
て
行
か
れ
た
。
今
で
は
中
国
で
も
科
学
や
自
由
や
政
治
や
経
済
と
い
う
言
葉
は

普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
。 

 

日
本
で
は
こ
う
い
う
翻
訳
作
業
が
行
わ
れ
た
の
で
、
自
分
た
ち
の
言
葉
で
書
き

思
考
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
例
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
多
民
族
か
ら
な
る

国
で
こ
う
い
う
作
業
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
公
用
語
が
英
語
で
あ
っ
た

り
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
っ
た
り
、
し
て
い
る
国
が
あ
り
ま
す
。
難
し
い
こ
と
、
新
し
い
概

念
な
ど
は
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
な
い
と
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
実
は
東

南
ア
ジ
ア
で
も
こ
う
い
う
事
情
の
国
が
あ
り
ま
す
。 

 

日
本
で
は
明
治
の
初
め
に
漢
字
に
よ
る
翻
訳
が
な
さ
れ
た
お
か
げ
で
、
大
学
の

教
科
書
も
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
普
通
に
読
め
る
。 

 

今
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
明
治
の
初
め
の
時
の
よ
う
に
、
新
た
に
自
分
た
ち
で
言

葉
を
作
る
能
力
が
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
今
の
カ
タ
カ

ナ
語
、
例
え
ば
そ
れ
が
英
語
の
場
合
、
英
語
本
来
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

 

な
に
か
難
し
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
質
問
を
お
受
け
し

た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

後
半
の
質
疑
応
答 

 

早
川 

そ
れ
で
は
い
つ
も
の
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
は
質
疑
応
答
の
時
間
と
し
ま
す
。 
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白
川
先
生
の
日
常
と
研
究
活
動 

 

早
川 

白
川
先
生
の
人
と
な
り
の
話
が
あ
り
ま
し
て
、
と
て
も
規
則
正
し
く
生
活

さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
私
も
94
歳
の
時
に
福
井
で
講
演
を
聴
き
ま
し

た
が
、
か
く
し
ゃ
く
た
る
も
の
で
、
お
お
き
な
紙
に
昔
の
字
を
書
い
て
話
さ
れ
ま
し

た
。
驚
い
た
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。
先
生
は
健
康
維
持
の
た
め
に
何
か
気
を
つ
け
て

お
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。 

久
保 

そ
う
で
す
ね
、
先
生
は
八
十
何
歳
か
か
ら
講
演
活
動
を
積
極
的
に
や
り

始
め
ら
れ
ま
し
た
。
福
井
に
は
94
歳
の
時
に
来
ら
れ
ま
し
て
、
２
時
間
立
っ
た
ま

ま
と
う
と
う
と
し
ゃ
べ
ら
れ
た
。
先
生
は
古
代
文
字
を
次
々
と
書
か
れ
て
い
き
ま

す
。
全
て
覚
え
て
お
ら
れ
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
た
の
か
。 

 

若
い
と
き
に
研
究
を
始
め
ら
れ
た
。
こ
う
い
う
甲
骨
文
字
は
き
れ
い
な
形
が
見

つ
か
る
こ
と
は
余
り
な
く
て
、
３
０
０
０
年
ほ
ど
地
面
に
埋
ま
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

ば
ら
ば
ら
で
出
て
く
る
の
が
多
い
の
で
す
。
骨
の
一
部
と
か
。
い
ま
な
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
で
ス
キ
ャ
ン
し
て
投
射
し
て
、
こ
の
字
は
こ
れ
と
同
じ
か
な
と
か
で
き
る
の
で

す
が
、
昭
和
30
年
代
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
そ
れ
で
ど
う
さ
れ
た
の

か
と
い
う
と
、
そ
の
当
時
甲
骨
文
字
の
拓
本
が
出
て
い
た
。
そ
れ
を
一
枚
一
枚
、

薄
い
紙
に
ト
レ
ー
ス
し
て
い
っ
た
。
薄
い
紙
を
当
て
て
上
か
ら
骨
の
形
を
書
い
て
、
文

字
を
な
ぞ
っ
て
い
っ
て
、
だ
い
た
い
二
万
点
く
ら
い
写
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
元
に
自

分
で
、
パ
ズ
ル
み
た
い
に
組
み
合
わ
せ
て
い
っ
た
。
こ
こ
と
い
っ
し
ょ
だ
な
と
か
、
こ
の

文
字
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
る
な
と
か
、
そ
う
い
う
基
礎
研
究
を
か
な
り
や
ら
れ
た
。

そ
れ
で
講
演
の
時
に
模
造
紙
に
次
か
ら
次
へと
書
か
れ
て
い
た
。 

 

先
生
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
お
元
気
な
の
で
す
か
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
さ
っ
き

94
歳
で
講
演
を
さ
れ
た
と
あ
り
ま
し
た
が
、
私
が
最
後
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、

亡
く
な
ら
れ
る
一
ヶ
月
前
で
し
た
。
２
０
０
６
年
10
月
30
日
に
96
歳
で
亡
く
な

ら
れ
た
の
で
す
が
、
私
が
お
目
に
か
か
っ
た
と
き
は
普
通
に
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
90
歳
の
時
に
研
究
計
画
を
立
て
ら
れ
て
、
１
２
０
歳
ま
で
生
き
る
予
定
で

し
た
。
10
年
で
研
究
を
完
成
さ
せ
、
あ
と
の
20
年
は
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
し

て
過
ご
す
、
そ
う
い
う
計
画
で
し
た
。 

 

さ
っ
き
規
則
正
し
い
生
活
を
さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

ご
自
分
が
長
生
き
を
し
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ず
っ
と
そ
れ
が

習
慣
に
な
っ
て
い
た
だ
け
で
、
そ
れ
が
結
果
的
に
よ
か
っ
た
。
時
々
、
先
生
、
入
院

は
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
身
体
を
休
め
る
と
い
う
意
味
で
。
大
病
は
な
さ
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
夏
場
な
ど
時
々
し
ん
ど
く
な
る
と
き
に
入
院
さ
れ
て
い
た
。
無
理
は

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
で
は
一
日
20
枚
の
原
稿
を
書
く
の
は
む
り
で
な

い
か
と
。
そ
う
で
な
く
、
自
分
は
好
き
な
こ
と
を
好
き
な
よ
う
に
や
っ
て
い
た
、
そ

れ
が
ひ
と
か
ら
見
る
と
す
ご
い
こ
と
だ
っ
た
。 

 
ご
遺
族
の
方
に
伺
う
と
、
普
通
の
お
父
ち
ゃ
ん
で
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
学

者
な
の
で
す
が
、
家
族
に
は
普
通
の
お
父
ち
ゃ
ん
で
し
た
。
食
べ
物
も
制
限
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
美
食
家
で
は
な
く
、
何
が
食
べ
た
い
か
と
き
か
れ
た
と
き
、
豚
の
角

煮
を
食
べ
た
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
出
さ
れ
た
も
の
は
何
で
も
お

い
し
く
食
べ
ら
れ
た
。
学
問
に
関
し
て
は
ど
ん
欲
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
他
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の
こ
と
に
関
し
て
は
無
欲
と
い
う
か
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
好
き
な
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
長
生
き
さ
れ
た
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

国
字 

 

参
加
者
Ａ 

い
ろ
ん
な
文
字
に
音
読
み
と
訓
読
み
と
が
あ
り
ま
す
が
、
訓
読
み
は

多
分
日
本
で
で
き
た
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
訓
読
み
し
か
な
い
文
字
、
例
え

ば
峠
、
こ
れ
は
日
本
で
作
っ
た
文
字
だ
と
聞
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
正
し
い
の
か

と
。
そ
れ
か
ら
、
韓
国
や
台
湾
や
中
国
で
通
用
す
る
、
日
本
で
作
っ
た
文
字
が
あ

る
の
か
、
こ
の
二
点
で
す
。  

久
保 

音
読
み
と
訓
読
み
で
す
が
、
訓
読
み
が
あ
る
の
が
日
本
の
漢
字
の
一
番
大

き
な
特
徴
で
す
。
例
え
ば
、
山
。
こ
れ
は
訓
読
み
が
「
や
ま
」
で
、
音
読
み
が
「
さ

ん
」で
す
ね
。
「せ
ん
」も
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
漢
字

が
入
っ
て
来
る
前
は
、
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
か
ら
当
然
言
葉
は
あ
っ
た
の
で
す
。
「や
ま
」

と
か
い
っ
て
い
た
の
で
す
。
中
国
か
ら
文
字
が
入
っ
て
き
た
と
き
に
、
「山
」の
字
を

見
て
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
と
訊
ね
る
と
、
あ
そ
こ
に
あ
る
あ
れ
だ
、
あ

あ
「
や
ま
」
か
と
な
る
。
そ
の
と
き
の
中
国
人
が
ど
う
言
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、

「山
」の
字
に
、
「さ
ん
」と
か
「せ
ん
」に
近
い
発
音
だ
っ
た
。
一
方
で
、
読
み
方
（中

国
の
音
）を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
、
も
う
一
方
で
、
「山
」の
字
は
私
た
ち
の
「や

ま
」だ
か
ら
、
「山
」を
「や
ま
」と
も
読
も
う
と
し
ま
し
ょ
う
と
、
こ
れ
が
訓
読
み

で
す
。
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
訓
読
み
は
日
本
で
で
き
た
も
の
で
す
。
中
国
で
「山
」

を
「さ
ん
」と
い
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
あ
や
し
い
で
す
。
今
の
中
国
で
は
「し
ゃ
ん
」

と
い
う
。 

 

も
う
ひ
と
つ
の
質
問
に
あ
っ
た
「峠
」で
す
が
、
こ
れ
は
日
本
で
で
き
た
字
で
す
。

漢
字
の
作
り
方
を
学
ん
だ
日
本
人
は
、
自
分
た
ち
の
言
葉
に
あ
っ
て
そ
の
字
が
な

か
っ
た
も
の
、
そ
れ
は
当
然
文
化
と
関
係
す
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
漢
字
を
作

り
た
く
な
っ
た
。
「と
う
げ
」と
い
う
言
葉
に
ぴ
っ
た
と
す
る
漢
字
が
中
国
に
な
い
の

で
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
で
、
日
本
で
、
山
偏
に
上
と

下
を
組
み
合
わ
せ
て
「峠
」を
作
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
山
道
を
登
っ
て
下
る
と
こ
ろ
、

そ
こ
が
「と
う
げ
」な
の
で
、
「峠
」と
し
た
。 

 

同
じ
よ
う
な
発
想
で
、
衣
偏
に
上
と
下
を
組
み
合
わ
せ
て
、
裃
（か
み
し
も
）と

い
う
字
を
作
っ
た
。
「か
み
し
も
」は
中
国
に
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。 

 

こ
れ
ら
を
国
字
と
い
い
ま
す
。
ほ
か
に
ど
ん
な
例
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
小
学
校

で
勉
強
す
る
漢
字
で
す
が
、
「畑
」で
す
。
こ
れ
は
日
本
で
作
っ
た
漢
字
で
す
。
中
国

で
は
「た
ん
ぼ
」と
「は
た
け
」の
区
別
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
「田
」で
す
。
水
田
か
乾

田
な
の
で
す
。
日
本
で
は
、
焼
き
畑
も
あ
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
火

偏
の
「畑
」を
作
っ
た
。
膵
臓
、
「膵
」と
い
う
字
も
国
字
で
す
。 

 

こ
れ
ら
日
本
で
作
っ
た
漢
字
に
は
訓
だ
け
で
音
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
例
外

が
あ
っ
て
、
同
じ
く
小
学
校
で
学
ぶ
、
「働
」（は
た
ら
く
）。
人
が
動
く
の
で
「は
た

ら
く
」。
こ
れ
は
「ど
う
」と
い
う
音
読
み
が
あ
り
ま
す
。 

 
こ
れ
ら
日
本
で
作
っ
た
漢
字
が
、
ご
く
一
部
で
す
が
、
中
国
に
輸
入
さ
れ
て
中

国
で
使
う
よ
う
に
な
っ
た
字
も
あ
り
ま
す
。
さ
っ
き
の
「働
」。
こ
れ
な
ん
か
は
一
時

期
中
国
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
「労
働
」と
い
う
言
葉
で
。
今
の
中
国
で
は
人
偏

を
取
っ
て
「動
」に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

最
近
の
例
で
言
い
ま
す
と
、
「鱈
」（た
ら
）。
こ
れ
も
も
と
も
と
中
国
に
は
な
か
っ
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た
字
で
す
。
白
身
の
代
表
的
な
魚
と
し
て
「鱈
」
を
日
本
で
作
っ
た
。
日
本
の
ほ
う

が
魚
の
種
類
が
多
い
の
で
、
中
国
か
ら
来
た
字
だ
け
で
は
ま
か
な
い
き
れ
な
か
っ
た
。

魚
偏
の
付
く
字
は
日
本
で
作
っ
た
の
が
結
構
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
中
国
に
輸
出

さ
れ
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
「鱈
」
が
中
国
で
使
わ
れ
る
と
き
は
、
発
音
は
、
「雪
」

の
方
の
音
で
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
「し
ゅ
え
」。 

 

一
番
困
る
の
は
、
日
本
で
で
き
た
漢
字
が
名
字
に
あ
る
場
合
、
例
え
ば
「辻
」さ

ん
。
「辻
」も
日
本
で
で
き
た
漢
字
な
の
で
、
中
国
に
行
く
と
こ
の
字
が
な
い
。
呼
ば

れ
る
と
き
は
、
「十
」の
ほ
う
の
音
で
呼
ば
れ
る
。
「峠
」な
ど
は
ど
う
読
ん
で
い
い
か

わ
か
ら
な
い
。
ど
の
部
分
を
読
ん
で
い
い
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
こ
の
場
合
は
「と
う

げ
」と
読
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。 

  

白
川
先
生
と
『
説
文
解
字
』 

 

早
川 

中
国
の
辞
書
、
『説
文
解
字
』は
と
て
も
権
威
の
あ
る
も
の
と
お
聞
き
し
ま

し
た
が
、
白
川
先
生
の
仕
事
は
そ
れ
に
戦
い
を
挑
む
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
馬
力

は
な
ぜ
あ
っ
た
の
か
。 

久
保 

こ
こ
に
『白
川
静
博
士
に
学
ぶ 

楽
し
い
漢
字
学
習 

５
年
』が
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
読
ん
で
み
ま
す
。 

 

「今
か
ら
約
１
９
０
０
年
前
、
中
国
に
許
慎
（き
ょ
し
ん
）と
い
う
人
に
よ
っ
て
漢
字

の
成
り
立
ち
を
説
明
し
た
『説
文
解
字
』と
い
う
辞
書
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
『説
文

解
字
』は
秦
の
時
代
の
漢
字
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
、
長
い
間
も
っ
と
も
信
頼
で
き

る
辞
書
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
」 

 

漢
字
は
三
千
数
百
年
前
に
で
き
た
も
の
で
す
。
そ
の
と
き
の
中
国
の
王
朝
は
殷

だ
っ
た
の
で
す
。
殷
が
滅
ん
で
周
に
な
っ
た
。
中
国
の
常
と
し
て
、
王
朝
が
変
わ
る

と
い
う
こ
と
は
違
う
人(

民
族)

に
よ
る
王
朝
に
な
る
こ
と
な
の
で
、
前
の
時
代
の
も

の
は
徹
底
的
に
破
壊
し
て
、
よ
そ
に
移
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
殷
の
人
た

ち
が
せ
っ
か
く
作
っ
た
文
明
を
周
の
人
た
ち
は
一
顧
だ
に
せ
ず
に
、
よ
そ
に
都
を

作
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
は
全
部
地
面
に
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

『説
文
解
字
』
を
作
っ
た
許
慎
は
紀
元
１
０
０
年
頃
の
人
で
す
か
ら
、
昔
の
字
は

知
ら
な
か
っ
た
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
前
の
漢
字
を
も
と
に
解
説
を
書
い
た
。
し
か
し
、

漢
字
は
も
っ
と
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
。 

 

実
は
、
こ
の
よ
う
な
昔
の
漢
字
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
１
０
０
年
ほ
ど
前
な
の
で

す
。
３
２
０
０
年
ず
っ
と
埋
ま
っ
て
い
て
や
っ
と
発
見
さ
れ
た
。
１
８
９
９
年
の
こ
と

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
文
字
は
、
『説
文
解
字
』
が
書
か
れ
た

時
代
よ
り
も
っ
と
前
の
時
代
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
研
究
が
始
ま
っ
た
。
１
９
１

０
年
と
か
、
そ
う
い
う
時
代
で
す
。 

 

白
川
先
生
は
福
井
市
の
順
化
小
学
校
を
卒
業
さ
れ
て
、
そ
の
当
時
は
義
務
教
育

は
小
学
校
だ
け
で
し
た
の
で
、
大
阪
に
奉
公
に
で
ま
す
。
奉
公
先
が
お
店
で
な
く

て
、
弁
護
士
の
家
で
の
ち
に
国
会
議
員
に
な
る
人
の
家
で
、
書
生
と
し
て
入
ら
れ

た
。
こ
の
と
き
に
議
員
さ
ん
が
東
京
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
分
の
家
に

あ
る
本
は
自
由
に
読
ん
で
い
い
よ
と
言
わ
れ
た
。
あ
の
当
時
の
国
会
議
員
の
方
は

漢
籍
の
素
養
が
あ
っ
て
、
中
国
や
日
本
の
古
典
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
。
十
何
歳
、
今
の

中
学
生
く
ら
い
の
白
川
少
年
は
そ
れ
ら
を
ず
っ
と
読
ん
で
い
た
。
そ
の
議
員
の
先

生
が
支
持
者
に
漢
文
で
手
紙
を
書
い
た
り
、
漢
詩
を
書
い
た
り
し
て
い
た
。
今
新
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聞
に
俳
句
欄
や
短
句
欄
が
あ
る
よ
う
に
そ
の
当
時
は
漢
詩
欄
が
あ
っ
た
。
一
般
の

人
が
漢
詩
を
作
っ
て
投
稿
す
る
よ
う
な
時
代
で
し
た
。 

 

支
持
者
に
漢
文
の
手
紙
や
漢
詩
を
送
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
支
持
者
は
「す
ご

い
で
す
ね
」と
い
う
け
れ
ど
、
実
は
残
念
な
が
ら
読
め
な
い
。
そ
こ
で
、
白
川
少
年

に
「
こ
れ
な
ん
て
書
い
て
あ
る
の
」と
訊
い
た
。
白
川
少
年
は
分
か
り
ま
せ
ん
と
言

え
な
い
の
で
、
自
分
で
勉
強
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
一
生
本
を
読
む
生
活
を
し
た
い

と
思
っ
た
。
た
だ
本
を
読
む
だ
け
で
は
生
活
が
で
き
な
い
の
で
、
中
学
校
の
先
生
に

な
る
の
が
一
番
だ
と
思
っ
た
。
小
学
校
し
か
出
て
い
な
い
の
で
教
員
免
許
が
取
れ
な

い
。
そ
れ
で
、
ま
ず
、
昼
間
働
い
て
夜
学
に
通
っ
て
夜
学
の
立
命
館
に
入
っ
た
。
そ
の

時
期
が
、
た
ま
た
ま
、
甲
骨
文
字
の
研
究
が
始
ま
っ
た
時
期
と
ぶ
つ
か
っ
た
。
新
し

い
学
問
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

な
ぜ
、
そ
ん
な
に
日
本
で
た
く
さ
ん
研
究
で
き
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
と
き
の

中
国
の
状
況
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
１
８
９
９
年
と
い
う
の
は
中
国
の
清
朝
が
終
わ

ろ
う
と
す
る
時
代
で
す
。
清
朝
が
終
わ
っ
て
中
華
民
国
が
出
来
る
、
そ
の
よ
う
な

時
代
で
す
。
清
朝
の
お
偉
ら
さ
ん
は
、
政
治
家
で
も
あ
り
軍
人
で
も
あ
り
文
化
人

で
も
あ
り
学
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
人
た
ち
が
研
究
し
て
い
た
。
清
朝
が
終
わ
っ

て
中
華
民
国
に
な
る
と
、
そ
の
前
の
時
代
の
人
は
追
わ
れ
る
立
場
に
な
り
ま
す
か

ら
、
あ
る
ひ
と
は
殺
さ
れ
、
あ
る
ひ
と
は
自
殺
し
、
あ
る
ひ
と
は
亡
命
し
ま
す
。
け

っ
こ
う
日
本
に
来
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
自
分
の
研
究
成
果
を
い
っ
し
ょ
に
持
っ

て
来
て
い
る
。
日
本
で
印
刷
や
発
行
さ
れ
た
も
の
が
多
い
で
す
ね
。
そ
れ
で
日
本
で

そ
う
い
う
資
料
が
手
に
入
っ
た
。 

 

白
川
先
生
は
、
最
初
に
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
万
葉
集
が
お
好
き
で
し
た
。

万
葉
集
が
た
だ
好
き
だ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
日
本
人
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠

む
の
か
な
と
、
そ
う
い
う
関
心
だ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
中
国
最
古
の
詩
篇
で
あ
る
詩

経
と
比
べ
る
の
が
一
番
だ
。
詩
経
を
勉
強
す
る
た
め
に
漢
字
を
勉
強
し
よ
う
と
。

漢
字
を
勉
強
し
始
め
る
と
、
そ
の
成
り
立
ち
に
関
心
が
向
く
、
そ
う
す
る
と
辞
書

で
は
飽
き
足
り
な
い
の
で
、
や
っ
ぱ
り
古
代
人
の
心
に
触
れ
る
の
が
一
番
だ
。
も
う
、

そ
の
辞
書
を
見
る
よ
り
も
、
自
分
で
古
代
人
に
な
っ
て
み
よ
う
と
。
単
な
る
思
い
つ

き
で
な
く
て
、
勉
強
さ
れ
て
、
ご
自
分
の
文
字
学
を
作
ら
れ
た
。 

 

先
生
に
い
わ
せ
る
と
、
文
字
学
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
や
っ
た
の
で
な
く
て
、
た
ま

た
ま
や
っ
て
み
た
こ
と
が
好
き
で
続
け
ら
れ
た
。 

  

外
国
名
の
漢
字
表
記 

 

参
加
者
Ｂ 

外
国
の
国
の
名
前
が
漢
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
ど
う
し

て
あ
あ
な
っ
た
の
で
す
か
。
発
音
か
ら
取
っ
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
し
。 

久
保 

一
番
よ
く
目
に
す
る
の
は
、
「米
国
」で
す
ね
。
お
米
を
食
わ
な
い
の
に
な
に

が
「米
国
」だ
と
。
フ
ラ
ン
ス
は
「仏
国
」で
す
ね
、
仏
教
に
関
係
な
い
の
に
。
日
露
戦

争
と
い
う
と
き
の
「露
」
で
す
ね
。
外
国
名
を
漢
字
で
書
く
の
に
は
、
い
ろ
ん
な
流

れ
が
あ
り
ま
す
が
、
漢
字
は
中
国
か
ら
来
て
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
中
国
で
は
ど
う

い
う
ふ
う
に
書
い
た
の
か
。
日
本
語
の
発
音
と
中
国
語
の
発
音
は
違
う
の
で
、
例

え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は
「英
国
」
で
す
ね
。
「英
」
と
い
う
漢
字
、
こ
れ
は
中
国
語
で
は

「イ
ン
」と
発
音
し
ま
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
イ
ン
と
似
て
い
る
の
で
「英
」と
い
う
字

を
使
っ
た
。
中
国
の
音
か
ら
当
て
字
に
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。 
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た
ま
に
日
本
の
音
を
当
て
字
に
し
た
の
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
史
で

よ
く
出
て
く
る
日
米
和
親
条
約
で
は
、
「米
利
堅
」（メ
リ
ケ
ン
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

メ
リ
ケ
ン
粉
の
メ
リ
ケ
ン
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。
「ア
メ
リ
カ
ン
」の
「ア
」が
聞
こ
え

な
く
て
、
「メ
リ
ケ
ン
」と
聞
こ
え
た
。
「メ
」の
音
に
中
国
で
は
「美
」を
当
て
て
「美

利
堅
」。
そ
れ
で
今
中
国
で
は
ア
メ
リ
カ
を
「美
国
」
と
書
い
て
い
る
。
日
本
は
「米
利

堅
」か
ら
「米
国
」に
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
は
「独
逸
」、
当
て
字
で
す
が
、
「独
」で
ド
イ

ツ
を
表
し
て
い
る
。 

 

国
名
を
漢
字
で
書
く
、
何
通
り
も
の
書
き
方
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
一
つ
に
固
ま
っ
て

き
た
の
が
、
今
の
日
本
の
や
り
方
で
す
ね
。 

 

音
訳
の
他
意
訳
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、
「桑
港
」
と
書

く
。｢

桑｣

は
中
国
語
で
「サ
ン
」
と
発
音
す
る
。
サ
ン
と
発
音
す
る
港
だ
か
ら
「桑

港
」。
「サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」を
全
部
音
訳
し
て
い
る
の
で
な
い
。
あ
と
、
例
え
ば
、
ハ

リ
ウ
ッ
ド
。
「聖
林
」と
書
き
ま
す
。
「柊
（ひ
い
ら
ぎ
）」の
意
味
の
ホ
リ
ー
と
「聖
な

る
」の
意
味
の
ホ
リ
ー
と
は
字
も
発
音
も
違
う
の
で
す
が
、
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
し
ま

い
ま
し
て
、
柊
と
書
か
ず
に
「聖
林
」に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
誤
解
か
ら
で
き
た

も
の
で
す
。 

 

明
治
の
も
の
を
見
る
と
、
同
じ
も
の
が
い
ろ
ん
な
字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
だ
ん
だ
ん
固
ま
っ
て
き
た
の
は
、
国
や
政
府
が
使
っ
て
、
あ
る
い
は
新
聞
な
ん
か

で
使
っ
て
、
習
慣
化
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。 

 

「米
国
」、
「仏
国
」、
「英
国
」な
ど
は
、
日
米
、
日
仏
、
日
英
な
ど
と
書
き
ま
す

が
、
ロ
シ
ア
は
「日
露
」と
書
か
ず
に
「日
ロ
」と
、
ロ
シ
ア
を
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
て
い
る

の
は
、
「日
露
」で
は
昔
の
ロ
シ
ア
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
し
ょ
う
。 

 

和
仁
墓 

 

早
川 

湖
西
線
に
「和
邇
」と
い
う
駅
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
先
ほ
ど
の
和
邇
さ

ん
と
関
係
あ
る
の
で
す
か
。 

久
保 

関
係
な
い
と
思
い
ま
す
。
「和
邇
」と
い
う
の
は
、
当
て
字
で
す
。
「ワ
ニ
」は
、

古
代
の
日
本
語
で
サ
メ
を
指
し
た
り
、
大
き
な
魚
と
か
を
指
す
言
葉
で
す
。
そ
れ

で
は
琵
琶
湖
に
サ
メ
が
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の

「ワ
ニ
」博
士
の
場
合
、
二
種
類
の
表
記
が
あ
り
ま
し
た
ね
、
「和
邇
」と
「王
仁
」。

あ
れ
は
「ワ
ニ
」と
聞
い
た
人
が
「和
邇
」、
あ
る
い
は
「王
仁
」と
書
い
た
の
で
、
滋
賀

県
の
「和
邇
」は
「ワ
ニ
」博
士
と
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

ワ
ニ
博
士
と
関
係
が
あ
る
の
は
大
阪
の
枚
方
で
す
。
枚
方
市
に
伝
王
仁
墓
が
あ

り
ま
す
。
ワ
ニ
博
士
が
日
本
の
ど
こ
か
で
死
ん
だ
の
に
違
い
な
い
と
、
そ
の
墓
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
枚
方
に
あ
る
の
で
す
。
枚
方
は
今
そ
れ
で
町
お
こ
し
を
や
っ

て
い
ま
す
。
漢
字
の
町
だ
と
。
毎
年
、
枚
方
漢
字
祭
り
が
あ
り
ま
す
。 

  

シ
シ
、
龍
、
虹 

 

早
川 

こ
の
あ
た
り
で
は
猪
の
こ
と
を
シ
シ
と
い
い
ま
す
。
シ
シ
と
い
う
と
ラ
イ
オ
ン

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
す
が
、
獣
一
般
を
シ
シ
と
い
う
の
で
す
か
。 

久
保 
シ
シ
に
は
二
つ
意
味
が
あ
っ
て
、
一
つ
は
肉
と
い
う
意
味
。
「肉
」と
い
う
漢

字
が
あ
り
ま
す
ね
、
あ
れ
は
音
読
み
な
の
で
す
。
訓
読
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
音

読
み
が
あ
っ
て
訓
読
み
の
な
い
漢
字
が
あ
り
ま
す
が
、
「肉
」も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
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「幕
」も
そ
う
で
す
。
花
の
「菊
」も
。
こ
れ
ら
は
音
読
み
で
す
。
「シ
シ
」
は
も
と
も

と
日
本
語
で
す
。
「肉
」と
い
う
意
味
の
日
本
語
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
字
が
あ
る
の

で
す
、
う
か
ん
む
り
に
六
と
書
く
「宍
」。
あ
れ
の
意
味
は
肉
な
の
で
す
。
い
ま
で
い

う
「肉
」を
指
す
言
葉
と
し
て
、
日
本
語
に
「シ
シ
」と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
の
で
す
。

「イ
ノ
シ
シ
」で
す
が
、
「イ
」は
も
と
も
と
の
動
物
の
名
前
で
す
。
だ
か
ら
、
「イ
ノ
シ

シ
」は
「イ
の
肉
」と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
「ラ
イ
オ
ン
」の
方
の
シ
シ
で
す
が
、
あ
れ
は
全
く
偶
然
に
同
じ
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
「ラ
イ
オ
ン
」は
も
と
も
と
中
国
に
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
の
シ

シ
と
い
う
漢
字
、
「獅
子
」の
「獅
」は
か
な
り
後
に
で
き
た
字
で
す
。
当
然
の
こ
と
に

甲
骨
文
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
は
「ラ
イ
オ
ン
」が
ど
う
い
う
も
の
か
中
国
で

分
か
っ
て
か
ら
つ
く
っ
た
字
で
す
。
獣
偏
の
師
、
獣
の
マ
ス
タ
ー
で
す
。
百
獣
の
王
。

そ
の
「獅
」に
子
ど
も
の
「子
」が
付
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
中
国
で
は
あ
る
こ
と
で
、

例
え
ば
、
「椅
子
」の
「子
」。
「獅
子
」と
い
う
漢
字
が
で
き
て
、
そ
の
発
音
が
た
ま

た
ま
「シ
シ
」だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
日
本
語
に
入
っ
た
。 

参
加
者
Ｂ 

ド
ラ
ゴ
ン
、
「龍
」は
ど
の
よ
う
な
説
明
に
な
り
ま
す
か
。  

久
保 

こ
れ
も
中
国
人
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
、
い
な
い
も
の
ま
で
字
を
作
っ
て
し
ま

う
。
龍
の
考
え
方
は
古
代
中
国
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
龍
は
甲
骨
文
字
か
ら
あ
り
ま

す
。 

    

 

甲
骨
文
字
の
時
代
か
ら
龍
の
存
在
を
意
識
し
て
、
想
像
上
の
動
物
で
す
が
、
そ

れ
を
文
字
に
し
て
し
ま
っ
た
。
天
を
翔
る
細
長
い
動
物
が
い
た
と
し
た
。
象
形
文
字

で
す
ね
。
龍
が
い
る
と
い
う
想
像
は
中
国
で
は
ず
い
ぶ
ん
昔
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
龍
の
仕
業
だ
と
思
う
よ
う
な
こ
と
と
し
て
、
細
長
い
も
の
と
い
う
意

味
で
蛇
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
も
似
通
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
蛇
で
す
。 

    

右
側
が
コ
ブ
ラ
み
た
い
で
す
ね
。
篇
の
虫
で
す
が
、
こ
れ
も
「ヘビ
」か
ら
で
き
て
い
ま

す
。 

    

 

実
際
自
分
た
ち
が
見
た
ヘビ
と
想
像
上
の
リ
ュ
ウ
と
も
結
び
つ
け
て
「龍
」の
漢
字

を
作
っ
た
よ
う
に
、
ニ
ジ
を
見
て
あ
れ
も
実
は
動
物
だ
と
思
っ
た
。
ニ
ジ
は
「虹
」と

虫
篇
に
な
っ
て
い
ま
す
。
雨
の
あ
と
に
空
に
大
き
く
か
か
る
の
で
、
ヘビ
と
か
リ
ュ
ウ

の
一
種
だ
と
思
っ
た
。
あ
れ
は
二
つ
の
首
の
あ
る
リ
ュ
ウ
だ
と
考
え
た
。
雨
が
降
っ
た

あ
と
、
リ
ュ
ウ
が
天
か
ら
下
り
て
き
て
水
を
飲
ん
で
い
る
姿
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ
で
、

ニ
ジ
に
は
虫
偏
が
付
い
て
い
る
。 

 

ニ
ジ
に
は
雄
と
雌
が
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
は
っ
き
り
と
見
え
る
虹
と
ち
ょ
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っ
と
落
ち
着
い
て
見
え
る
虹
と
が
あ
り
ま
す
。
は
っ
き
り
と
見
え
る
方
が
雄
で

「虹
」、
落
ち
着
い
て
見
え
る
方
を
「蜺
」と
い
う
字
を
使
っ
て
い
る
。 

 

蜃
気
楼
の
「蜃
」で
す
が
、
こ
れ
に
も
虫
が
あ
る
。
「蜃
」は
ハ
マ
グ
リ
で
す
、
「気
」

は
空
気
で
す
、
「楼
」は
建
物
で
す
。
「蜃
」は
ハ
マ
グ
リ
が
貝
殻
か
ら
足
を
出
し
て
い

る
姿
か
ら
来
て
い
ま
す
。
あ
の
「蜃
気
楼
」は
、
海
に
い
る
ハ
マ
グ
リ
が
空
気
を
プ
ワ

ー
と
吐
い
て
海
の
上
に
で
き
た
建
物
だ
と
。
今
の
よ
う
に
科
学
的
に
解
釈
す
る
の

で
な
く
て
、
見
た
ま
ま
そ
こ
か
ら
自
分
た
ち
で
作
り
上
げ
て
解
釈
し
て
、
そ
れ
を

字
に
し
て
い
っ
た
。 

早
川 

そ
れ
で
は
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
本
日
は
こ
れ
で
終
了
と
し
ま
す
。
久

保
先
生
に
は
長
時
間
に
わ
た
り
興
味
深
い
話
を
し
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
皆
さ
ま
、
拍
手
で
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
（拍
手
）。 

久
保 

皆
さ
ま
、
土
曜
日
の
夜
に
も
関
わ
ら
ず
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
し
て
ま
こ
と

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

資
料 

 

一
．
参
加
者
（
20
名
） 

 

岡
由
美
、
小
野
義
一
、
柿
本
義
孝
、
黒
瀬
春
野
、
小
林
和
子
、
小
林
宏
子 

 

小
森
哲
彦
、
治
部
ひ
ろ
み
、
下
西
孝
明
、
田
歌
昇
、
田
辺
隆
幸
、
坪
川
博
之 

 

 

坪
内
彰
、
畠
中
稲
子
、
早
川
千
春
、
早
川
智
子
、
早
川
真
理
子
、
早
川
博
信 

 

細
川
幸
夫
、
堀
口
勝
史 

 

二
．
発
言
者
（
２
名
） 

 

参
加
者
Ａ
（
60
代
、
男
性
）、 

参
加
者
Ｂ
（
40
代
、
男
性
）、 

 
 


