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は
じ
め
に

　

山
田
俊
雄
は
『
日
本
語
と
辞
書
』（
一
九
七
八
年
、
中
公
新
書
）
の
「
六　

辞
書
の
中
の
漢
語
の
姿
」
に
お
い
て
「
漢
語
と
は
い
っ
て
も
、
実
は
、
す

べ
て
が
い
わ
ゆ
る
難
解
な
漢
語
で
は
な
く
て
、
極
め
て
一
般
的
な
庶
民
の

程
度
で
も
十
分
に
使
っ
た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
も
少
く

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
明
治
初
期
に
お
い
て
見
て
も

ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
言
い
う
る
か
と
思
う
が
、
漢
語
は
漢
字
の
裏
付
け
を
も

た
な
く
て
も
存
在
し
う
る
状
態
に
な
る
、
ま
た
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

俗
語
に
な
っ
た
漢
語

今
野
真
二

漢
字
離
れ
を
し
て
、
口
頭
言
語
の
中
で
も
普
通
に
な
っ
て
ゆ
く
も
の
が

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
漢
語
の
層
の
下
の
方
に
次
第
に
累
積
し
沈
殿

し
て
ゆ
く
」（
二
二
五
頁
）
と
述
べ
る
。

　

こ
こ
に
「
漢
語
の
層
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
多
賀
糸
絵
美

「
草
双
紙
の
漢
語
語
彙
―
層
別
化
の
試
み
―
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究　

三
十
一
』
二
〇
一
二
年
、
和
泉
書
院
刊
）
は
、
草
双
紙
で
使
わ
れ
て
い
る

漢
語
が
、
明
治
期
刊
行
の
国
語
辞
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
漢
語
、
江
戸
末

期
に
刊
行
さ
れ
た
早
引
き
タ
イ
プ
の
『
節
用
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
漢

語
、
漢
語
辞
書
に
お
い
て
（
見
出
し
項
目
と
し
て
採
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で

は
な
く
）
語
釈
に
使
わ
れ
る
漢
語
、
と
重
な
り
合
い
を
も
つ
漢
語
で
あ
る
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こ
と
を
精
緻
に
検
証
し
た
上
で
、
草
双
紙
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
語
群
が
そ

う
し
た
「
平
易
な
漢
語
と
重
な
り
合
い
が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
指
摘
は
適
切
な
方
法
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
首
肯
で
き
る
。

　

山
田
俊
雄
（
一
九
七
八
）
も
多
賀
糸
絵
美
（
二
〇
一
二
）
も
「
俗
語
」

と
い
う
表
現
は
使
っ
て
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
一
歩
進
め
て
、「
俗
語

と
な
っ
た
漢
語
」
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
江
戸
時

代
か
ら
明
治
時
代
、
す
な
わ
ち
近
代
語
の
時
代
を
観
察
対
象
と
す
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ま
で
具
体
的
に
は
ほ
と
ん
ど
検
証
さ
れ
て
い
な
い
『
俗
語
雅

調
』、『［
雅
俗
／
俗
雅
］
日
本
小
辞
典
』
を
明
治
期
の
文
献
と
し
て
採
り

あ
げ
、
そ
の
「
内
実
」
を
紹
介
す
る
目
的
も
か
ね
て
、「
俗
語
と
な
っ
た

漢
語
」
を
で
き
る
限
り
具
体
的
に
掲
げ
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

　

そ
の
言
語
を
書
く
た
め
の
文
字
を
も
っ
て
い
る
一
つ
の
言
語
に
関
し

て
、（
ど
の
よ
う
な
呼
称
を
使
う
か
、
ま
た
そ
の
呼
称
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
な
言
語
態
を
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
も
）

「
話
し
こ
と
ば
」
と
「
書
き
こ
と
ば
」
と
を
設
定
す
る
こ
と
は
一
般
的
で

あ
ろ
う
。「
俗
語
」は
そ
う
し
た
分
け
方
と
は
別
の
概
念
で
あ
る
の
で
、「
書

き
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
「
俗
語
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ご
く
粗
い
み
か
た
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
た
上
で
、「
俗
語
」
を
も
っ
ぱ
ら
「
話
し
こ
と
ば
」
側
の
も
の
と

み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

一　

江
戸
時
代
の
状
況

　

山
田
俊
雄
（
一
九
七
八
）
は
、
元
禄
十
一
（
一
六
九
八
）
年
に
刊
行
さ

れ
た
『
経
書
字
辨
』（
乾
坤
二
冊
）
が
経
書
に
使
わ
れ
て
い
る
語
に
つ
い

て
「
常
談
」
に
よ
っ
て
語
釈
を
施
し
て
い
る
と
謳
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
、
語
釈
中
に
使
わ
れ
た
漢
語
を
抜
き
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
イ
ツ
ユ

ウ
（
佚
遊
）」
は
『
論
語
』
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
ブ

ラ
リ
ト
ダ
ラ
ケ
テ
イ
ケ
ン
ヲ
キ
ク
コ
ト
ノ
ナ
イ
」（
巻
上
、
十
七
丁
表
二

行
目
）
と
説
明
す
る
。
こ
の
語
釈
に
は
「
ブ
ラ
リ
ト
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト

ペ
が
使
わ
れ
、
同
時
に
漢
語
「
イ
ケ
ン
（
意
見
）」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

語
釈
の
調
子
が
整
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
「
ブ
ラ
リ
ト
」
と

漢
語
「
イ
ケ
ン
（
意
見
）」
と
は
、
同
じ
「
調
子
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
漢
語
「
イ
ケ
ン
（
意
見
）」
は
「
ブ
ラ

リ
ト
」
と
同
じ
程
度
の
「
わ
か
り
や
す
さ
／
わ
か
り
に
く
さ
」
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て

こ
の
『
経
書
字
辨
』
を
参
照
す
る
。

　

富
士
谷
御
杖
（
＝
北
辺
成な
り

寿の
ぶ

、
一
七
六
八
〜
一
八
二
四
）
の
『
詞
葉
新

雅
』（
一
七
九
二
年
刊
）
は
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
お
ほ
む
ね
」
に
お
い
て
「
さ
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里
言

漢
語

古
言

所
在

1

イ
ゼ
ン
ニ
モ

以
前

は
や
く
も
・
さ
き
さ
き
も

１
裏
７
行
目
上

2

イ
ケ
ン
ス
ル

意
見

い
さ
む
る
・
か
ん
だ
う
・
か
う
じ
・
い
ま
し
む

３
裏
１
行
目
上

3

イ
ン
ギ
ン
ニ
ス
ル

慇
懃

か
し
こ
む
・
い
や
い
や
し
く
す
る

３
裏
１
行
目
下

き
に
わ
か
父
わ
か
兄
。
此
國
の
こ
と
は
を
あ
き
ら
／
め
て
。
く
は
し
く
と

き
お
け
る
ふ
み
と
も
多
く
。
世
に
も
さ
や
う
／
の
書
数
し
ら
す
あ
れ
と
。

哥
よ
み
し
ら
ぬ
人
の
。
里
言
よ
り
／
古
言
を
も
と
め
む
に
。
と
み
の
便
と

せ
む
と
て
。聞
お
け
る
か
き
／
り
。里
言
を
上
と
し
。古
言
を
下
に
あ
て
ゝ

冊
子
と
す
」「
事
に
あ
た
り
時
に
の
そ
み
て
。
つ
ね
に
い
ふ
詞
の
。
い
に

し
へ
は
い
／
か
に
か
い
ひ
け
む
と
し
り
か
た
き
時
は
。
や
か
て
此
書
を
と

り
出
／
て
。
里
言
の
上
の
も
し
に
つ
き
て
。
其
部
を
も
と
む
へ
し
」「
古

言
里
言
の
別
は
。
か
ん
な
と
片
仮
名
を
も
て
し
ら
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

右
で
は
片
仮
名
で
示
さ
れ
て
い
る
「
里
言
」
か
ら
平
仮
名
で
示
さ
れ
て

い
る
「
古
言
」
を
「
も
と
め
」
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
お
り
、「
里
言
」
を
「
俗

語
」、「
古
言
」
を
「
雅
語
」
と
仮
に
言
い
換
え
る
と
す
れ
ば
、『
詞
葉
新
雅
』

は
「
俗
雅
辞
書
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
書
名
に
含
ま
れ
て
い
る
「
新
雅
」

は
「
新
し
い
語
＝
新
語
」
と
「
雅
や
か
な
語
＝
雅
語
」
と
を
対
応
さ
せ
て

お
り
、
先
に
引
い
た
「
古
言
里
言
」
と
い
う
表
現
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
こ

の
書
に
お
い
て
は
、「
新
語
＝
里
言
／
古
語
＝
雅
語
」
と
い
う
よ
う
な
枠

組
み
で
（
日
本
語
を
）
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
『
詞
葉
新
雅
』
に
お
い
て
は
、「
イ
ツ
パ
イ
ニ
ナ
ル　

み
つ
る
」（
一
丁

表
八
行
目
）
の
よ
う
に
、「
里
言
」
を
片
仮
名
で
示
し
、
そ
れ
に
対
応
す

る
「
古
言
」
が
平
仮
名
で
示
さ
れ
る
と
い
う
き
わ
め
て
明
瞭
な
形
式
を
採

る
。
右
で
は
表
示
し
な
か
っ
た
が
、「
イ
ツ
パ
イ
ニ
ナ
ル
」
の
「
ツ
」
の

右
傍
に
も
半
濁
点
の
よ
う
な
圏
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で

に
も
指
摘
が
あ
る
が
、
促
音
の
（
積
極
的
な
）
表
示
と
推
測
さ
れ
、「
里
言
」

を
表
示
す
る
た
め
に
、
特
別
な
工
夫
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う

し
た
こ
と
も
合
わ
せ
て
、『
詞
葉
新
雅
』
に
お
い
て
は
、「
里
言
／
古
言
」

が
対
照
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
「
里
言
」
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
漢
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
五
十

例
を
挙
げ
る
。
繰
り
返
し
符
号
は
文
字
に
置
き
換
え
て
示
す
。
古
言
が
複

数
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、「
・
」
で
区
切
っ
た
。
漢
語
欄
に
は
里
言
に

含
ま
れ
て
い
る
漢
語
に
一
般
的
に
使
わ
れ
る
と
稿
者
が
判
断
し
た
漢
字
列

を
掲
げ
て
お
い
た
。
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4

イ
ン
キ
ナ

陰
気

い
ぶ
せ
し
・
所
せ
し
・
う
も
れ
い
た
し

３
裏
３
行
目
下

5

イ
チ
バ
イ

一
倍

い
と
ど

４
裏
５
行
目
上

6

イ
チ
ヅ
ニ

一
途

ひ
た
に
・
ひ
た
み
ち
に
ト
モ

５
表
２
行
目
上

7

イ
ツ
カ
ウ
ニ

一
向

む
げ
に

５
表
２
行
目
下

8

イ
ン
ネ
ン

因
縁

す
く
せ

６
表
２
行
目
下

9

イ
ン
キ
ヨ
ス
ル

隠
居

世
を
の
が
る
る
・
世
を
す
つ
る

６
表
３
行
目
上

10

ロ
ケ
ン
ス
ル

露
顕

あ
ら
は
る
ゝ
・
も
る
ゝ

６
表
７
行
目
上

11

ロ
ト
ウ
ニ
タ
ツ

路
頭

は
ふ
る
る
・
さ
す
ら
ふ
る

６
表
８
行
目
上

12

ハ
ン
ジ
ヤ
ウ
ス
ル

繁
昌

時
め
く
・
さ
か
う
る
・
さ
か
ゆ
く
・
時
を
う
る

６
裏
５
行
目
下

13

ハ
ン
ブ
ン

半
分

な
か
ば
・
か
た
へ

７
表
６
行
目
上

14

バ
ツ
ク
ン
ナ

抜
群

ぬ
け
た
る

７
表
８
行
目
上

15

ニ
ウ
ワ
ニ

柔
和

な
だ
ら
か
に

９
裏
５
行
目
下

16

ニ
ツ
ポ
ン
ビ
イ
キ

日
本
贔
屓

や
ま
と
だ
ま
し
ゐ

９
裏
６
行
目
上

17

ホ
ウ
コ
ウ
ス
ル

奉
公

つ
か
ふ
る
・
み
や
づ
か
へ
す
る

10
表
７
行
目
上

18

ホ
ウ
ビ

褒
美

か
づ
く
・
か
づ
け
物

10
裏
５
行
目
下

19

ヘ
ン
ジ
ス
ル

返
事

こ
た
ふ
る
・
い
ら
へ
す
る

11
裏
５
行
目
上

20

ヘ
ン
ト
ウ
ウ
ツ

返
答

同
上
＝
こ
た
ふ
る
・
い
ら
へ
す
る

11
裏
５
行
目
下

21

ヘ
ン
ポ
ウ

返
報

む
く
ひ
・
む
く
ふ
ト
モ
用
ベ
シ

11
裏
８
行
目
上

22

ヘ
ン
シ
モ

片
時

か
た
時
も

11
裏
８
行
目
下

23

ヘ
イ
コ
ウ
ス
ル

閉
口

く
ち
つ
げ
む

12
表
２
行
目
上

24

ヘ
ン
ク
ツ
ナ

偏
屈

ひ
が
め
る
・
か
た
く
な
し

12
表
３
行
目
上
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25

ヘ
イ
ユ
ス
ル

平
癒

を
こ
た
る
病
ナ
リ

12
表
５
行
目
上

26

ヘ
イ
ゼ
イ

平
生

と
は
に
・
つ
ね
に

12
表
５
行
目
下

27

ド
ウ
リ
デ

道
理

む
べ

16
表
６
行
目
下

28

チ
ワ
ス
ル

痴
話

な
ま
め
く
・
な
ま
め
き
か
は
す

18
表
６
行
目
上

29

リ
ツ
シ
ン
ス
ル

立
身

な
り
い
づ
る
・
お
と
な
ぶ
ト
モ

18
裏
４
行
目
下

30

リ
ツ
パ
ナ

立
派

お
も
だ
た
し
き
・
あ
ざ
や
か
に

18
裏
５
行
目
上

31

リ
ク
ツ
ク
サ
イ

理
屈

か
ど
か
ど
し
き

18
裏
５
行
目
下

32

リ
コ
ウ
ソ
ウ
ナ

利
口

か
ど
か
ど
し
き

18
裏
６
行
目
上

33

リ
チ
ギ
ナ

律
儀

ま
め
ま
め
し
き
・
ま
め
に
ト
モ

18
裏
７
行
目
上

34

リ
ハ
ツ
ナ

利
発

さ
と
き
・
さ
か
し
き

18
裏
７
行
目
下

35

オ
ク
ビ
ヤ
ウ
モ
ノ

臆
病

お
く
た
か
き
も
の

22
表
７
行
目
上

36

ガ
ツ
テ
ン
ガ
イ
ク

合
点

と
く
お
も
ひ
し
る

26
表
２
行
目
下

37

カ
ウ
コ
ウ

孝
行

け
う

27
裏
５
行
目
上

38

カ
ウ
セ
キ

行
跡

た
た
ず
ま
ひ

28
表
８
行
目
下

39

カ
ク
ベ
ツ
ニ

格
別

こ
と
に
・
心
こ
と
に

28
裏
１
行
目
下

40

カ
ク
ダ
ン
ナ

格
段

こ
よ
な
き

29
表
２
行
目
下

41

カ
ウ
マ
ン
ブ
ル

高
慢

思
ひ
あ
が
る

29
表
５
行
目
上

42

カ
イ
ホ
ウ
ス
ル

介
抱

み
る
・
源
ニ
看
病
ニ
イ
ヘ
リ

29
裏
３
行
目
上

43

カ
ン
ジ
ン
ニ
シ
テ

肝
心

え
う
し
て

29
裏
７
行
目
下

44

タ
ン
キ
ナ

短
気

こ
こ
ろ
み
じ
か
き

33
表
１
行
目
下

45

タ
ツ
シ
ヤ
ニ
カ
ク

達
者

は
し
り
が
き

33
裏
１
行
目
下
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46

タ
ニ
ン

他
人

う
と
き
ひ
と
・
他
人
ナ
リ

34
表
４
行
目
上

47

タ
イ
ガ
イ

大
概

お
ほ
よ
そ
・
お
ほ
か
た

34
裏
７
行
目
上

48

ソ
エ
ン
ナ

疎
遠

う
と
し
・
う
す
く
な
る

35
裏
８
行
目
上

49

ナ
ン
ギ
ナ

難
儀

わ
び
し
き
・
わ
づ
ら
は
し

44
表
５
行
目
下

50

ム
チ
ウ
ナ

夢
中

心
そ
ら
な
る

47
裏
２
行
目
上

　

例
え
ば
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
刊
行
さ
れ
、
後
に
続
く
漢
語
辞

書
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
漢
語
字
類
』
に

お
い
て
、
右
の
五
十
語
の
う
ち
で
見
出
し
項
目
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
語

は
、
３
「
イ
ン
ギ
ン
（
慇
懃
）」
45
「
タ
ッ
シ
ャ
（
達
者
）」
47
「
タ
イ
ガ

イ
（
大
概
）」
の
三
語
の
み
で
、
他
は
、
見
出
し
項
目
と
し
て
採
ら
れ
て

い
な
い
。
つ
ま
り
、『
漢
語
字
類
』
が
見
出
し
項
目
と
し
て
採
り
あ
げ
る

よ
う
な

0

0

0

漢
語
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
詞
葉
新
雅
』
が
出
版
さ

れ
た
十
八
世
紀
末
に
、
す
で
に
「
里
言
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
漢
語
は
当

然
明
治
期
に
お
い
て
も
、
そ
う
で
あ
っ
た（
註
１
）と

み
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
考

え
る
。

二　

明
治
時
代
の
状
況

二 

― 

一　
『
俗
語
雅
調
』（
明
治
二
十
四
年
刊
）

　

明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
俗
語
雅
調
』
と
名
付

け
ら
れ
た
小
冊
子
が
あ
る
。
刊
記
に
は
「
編
輯
兼
発
行
者　

弾
舜
平
」
と

あ
る
。
山
田
忠
雄
（
一
九
八
一
）
は
、
こ
の
『
俗
語
雅
調
』
に
つ
い
て
、「
前

附
四
丁
、
本
文
五
十
二
丁
、
毎
半
葉
十
行
の
小
型
活
版
本
で
あ
る
。
見
出

し
は
カ
タ
カ
ナ
、
対
応
す
る
雅
語
は
双
行
で
注
す
る
。
そ
の
平
仮
名
な
る

は
歌
詞
、
カ
タ
カ
ナ
は
文
詞
と
区
別
し
て
あ
る
の
が
珍
し
い
。
第
二
音
節

ま
で
イ
ロ
ハ
順
、改
行
せ
ず
追
込
み
で
あ
る
点
は
詞
葉
新
雅
に
等
し
い
が
、

内
容
上
は
大
概
其
の
影
響
か
ら
脱
し
て
い
る
も
の
の
如
く
判
ぜ
ら
れ
る
」

（
四
九
九
頁
）
と
述
べ
る
。

　

冒
頭
に
置
か
れ
た
「
凡
例
」
に
は
「
此コ
ノ

書フ
ミ

は
／
俗サ
ト
ビ
コ
ト
バ語
を
雅ミ
ヤ
ビ
コ
ト
バ語
に
い

ひ
と
ゝ
の
へ
ら
る
べ
く
も
の
し
た
る
な
り
」「
雅
語
に
は
歌
に
よ
む
べ
き

と
。
文フ

章ミ

に
か
く
べ
き
と
。
さ
し
て
わ
か
／
ち
は
あ
ら
ね
ど
。
そ
の
う
ち

文フ

章ミ

に
は
音オ
ン

便ビ
ン

。
ま
た
字ジ

音オ
ン

な
ど
を
も
／
用
ひ
た
れ
ば
。
か
ゝ
る
た
ぐ
ひ

は
。
皆ミ
ナ
カ
タ
カ
ナ

片
仮
字
も
て
し
る
し
つ
」
と
あ
る
。
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俗
語

漢
字
列

雅
語
（
和
歌
用
）

雅
語
（
文
章
用
）

所
在

1

イ
ツ
カ
ウ

一
向

ひ
た
す
ら
に

ム
ゲ
ニ

一
丁
裏
七
行
目

2

イ
ン
グ
ワ

因
果

む
く
ひ
・
ち
ぎ
り

一
丁
裏
九
行
目

3

イ
サ
イ
ノ
ワ
ケ

委
細

ク
ワ
シ
キ
ユ
ヱ
ヨ
シ

二
丁
表
四
行
目

4

ロ
ン

論

ア
ゲ
ツ
ラ
ヒ
・
ア
ゲ
ツ
ラ
フ

二
丁
表
十
行
目

5

ロ
ウ

楼

た
か
ど
の
・
た
か
き
や

二
丁
裏
一
行
目

6

ロ
ケ
ン
ス
ル

露
顕

あ
ら
は
る
る
・
も
る
る

二
丁
裏
二
行
目

7

ハ
イ
ス
ル

拝

を
か
む
・
を
ろ
か
む

二
丁
裏
四
行
目

8

バ
チ

罰

た
だ
り
・
む
く
い

二
丁
裏
五
行
目

9

ハ
ツ
メ
イ

発
明

さ
と
き
・
心
と
き

三
丁
表
三
行
目

10

ボ
ク
性
ナ

朴
性

な
ほ
き
・
す
ぐ
な
る

ス
グ
ス
グ
シ

四
丁
裏
四
行
目

11

ヘ
イ
キ

平
気

さ
わ
が
す

ド
ウ
モ
ナ
ク

四
丁
裏
九
行
目

12

ベ
ツ
ベ
ツ

別
々

こ
と
ご
と

五
丁
表
一
行
目

13

ベ
ツ
ダ
ン
ニ

別
段

さ
ら
に
・
こ
と
さ
ら
に

心
コ
ト
ニ

五
丁
表
二
行
目

　
「
雅
語
」
に
は
和
歌
に
使
う
も
の
と
、
文
章
に
使
う
も
の
と
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
が
、
文
章
に
お
い
て
は
、「
音
便
」
や
「
字
音
」

を
使
う
と
い
う
認
識
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
認
識
は
、
文
章
に

使
う
「
雅
語
」
を
片
仮
名
で
書
く
と
い
う
か
た
ち
を
採
ら
せ
て
い
る
。
例

え
ば
、
見
出
し
項
目
「
タ
シ
ナ
ミ
ブ
カ
イ
」
に
お
い
て
は
「
こ
ゝ
ろ
に
く

き
。
／
ヨ
ウ
イ
フ
カ
キ
」（
十
四
丁
裏
十
行
目
）
と
あ
る
。
俗
語
「
タ
シ

ナ
ミ
ブ
カ
イ
」
に
対
応
す
る
雅
語
を
、
和
歌
に
使
う
「
こ
ゝ
ろ
に
く
き
」

と
文
章
に
使
う
「
ヨ
ウ
イ
フ
カ
キ
」
と
に
分
け
て
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
『
俗
語
雅
調
』
が
俗
語
と
し
て
採
り
あ
げ
て
い
る
語
の
中
に
も
漢

語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
次
に
そ
れ
を
掲
げ
て
み
る
。
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14

ヘ
ン

辺

わ
た
り
・
あ
た
り

五
丁
表
四
行
目

15

ヘ
ン
ジ

返
事

か
へ
し
・
こ
た
へ
・
い
ら
へ

カ
ヘ
リ
ゴ
ト

五
丁
表
四
行
目

16

ト
ン
ジ
ヤ
ク

頓
着

な
づ
む

心
ガ
カ
リ

六
丁
表
五
行
目

17

ト
セ
イ

渡
世

わ
た
ら
ひ
・
世
わ
た
り

六
丁
裏
八
行
目

18

チ
ン
ズ
ル

陳

の
ぶ
る

七
丁
表
六
行
目

19

チ
ン
チ
ヨ
ウ

珍
重

め
で
・
め
づ
る

七
丁
表
六
行
目

20

チ
ユ
ウ
モ
ン

注
文

あ
つ
ら
へ
・
あ
つ
ら
ふ
る
・
あ
と
ら
へ

七
丁
表
八
行
目

21

リ
ハ
ツ

利
発

さ
と
き

サ
カ
シ
キ

七
丁
裏
一
行
目

22

リ
チ
ギ

律
儀

ま
め
・
ま
め
ま
め
し

七
丁
裏
一
行
目

23

リ
カ
イ

理
解

こ
と
わ
り

七
丁
裏
二
行
目

24

リ
ヨ
グ
ワ
イ

慮
外

は
ば
か
り
な
く

七
丁
裏
二
行
目

25

リ
ツ
パ

立
派

は
な
や
か
・
う
つ
く
し
く
・
き
ら
め
く
（
略
）

七
丁
裏
三
行
目

26

リ
ツ
シ
ン

立
身

世
に
い
づ
る
・
な
り
い
で
・
な
り
の
ぼ
る

七
丁
裏
四
行
目

27

リ
ン
キ

悋
気

ね
た
み
・
そ
ね
む
・
ふ
す
ふ
る

七
丁
裏
四
行
目

28

リ
ン
ジ
ユ
ウ

臨
終

い
ま
は
・
身
の
は
て
・
身
の
を
は
り

七
丁
裏
五
行
目

29

リ
ク
ツ

理
屈

こ
と
わ
り

七
丁
裏
五
行
目

30

リ
コ
ウ

利
口

こ
こ
と
ろ
き
・
い
ち
は
や
き

カ
ド
ア
ル

七
丁
裏
六
行
目

31

ル
ラ
ウ

流
浪

さ
す
ら
へ
・
さ
す
ら
ふ
・
さ
す
ら
ふ
る

八
丁
表
七
行
目

32

ル
ス

留
守

な
し

八
丁
表
七
行
目

33

ワ
イ
ロ

賄
賂

ま
ひ
・
ま
ひ
す
る

八
丁
裏
六
行
目

34

カ
イ
ハ
ウ

介
抱

た
す
く
る
・
や
し
な
ふ
・
あ
つ
か
ふ

九
丁
裏
九
行
目
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35

カ
ツ
カ
ウ

恰
好

か
た
ち
・
さ
ま

十
丁
裏
九
行
目

36

カ
ン
ニ
ン

堪
忍

し
の
び
・
し
の
ぶ
る
・
た
へ

十
一
丁
表
五
行
目

37

カ
ン
ベ
ン

勘
弁

わ
き
ま
へ
・
わ
き
ま
ふ
・
わ
き
ま
ふ
る

十
一
丁
表
六
行
目

38

カ
ン
リ
ヤ
ク

簡
略

こ
と
そ
ぎ
・
こ
と
は
ぶ
く

十
一
丁
表
七
行
目

39

カ
ク
ゴ

覚
悟

こ
こ
ろ
お
き
て
・
こ
こ
ろ
じ
ら
ひ

十
一
丁
裏
一
行
目

40

カ
ク
ベ
ツ
ニ

格
別

こ
と
に
・
心
こ
と
に

十
一
丁
裏
五
行
目

41

ガ
テ
ン

合
点

こ
こ
ろ
え
・
こ
こ
ろ
う
（
略
）

十
一
丁
裏
九
行
目

42

ヨ
ウ
イ

用
意

ま
う
け
・
い
そ
ぎ
・
心
ま
う
け
・
心
じ
ら
ひ

十
二
丁
裏
十
行
目

43

ヨ
ウ
ジ
ン

用
心

心
が
ま
へ
・
心
お
く

十
三
丁
表
一
行
目

44

ヨ
ク
ジ
ツ

翌
日

マ
タ
ノ
日

十
三
丁
表
一
行
目

45

ヨ
ケ
イ

余
計

さ
は
・
お
ほ
く
・
あ
ま
た

十
三
丁
表
二
行
目

46

タ
イ
ヘ
ン

大
変

思
ハ
ズ
ナ
ル
事

十
三
丁
表
十
行
目

47

タ
イ
ガ
イ
・
タ
イ
テ
イ

大
概
・
大
抵

お
ほ
か
た

オ
ホ
ヨ
ソ

十
三
丁
表
十
行
目

48

タ
イ
サ
ウ
ナ

大
層

い
か
め
し
く
・
き
び
し
く
（
略
）

十
三
丁
裏
一
行
目

49

タ
イ
セ
ツ

大
切

ゆ
ゆ
し

ダ
イ
ジ

十
三
丁
裏
一
行
目

50

タ
ニ
ン

他
人

あ
だ
し
人

ヨ
ソ
ビ
ト

十
三
丁
裏
四
行
目

　

10
「
ボ
ク
性
ナ
」
は
雅
語
と
し
て
「
な
ほ
き
・
す
ぐ
な
る
／
ス
グ
ス
グ

シ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、「
素
朴0

な
性0

質
」
と
い
う
語
義
の
「
ボ

ク
シ
ョ
ウ
（
朴
性
）」
な
る
語
を
想
定
し
た
が
、『
大
漢
和
辞
典
』
は
「
朴

性
（
樸
性
）」
を
載
せ
な
い
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
も
「
ボ
ク
シ
ョ

ウ
（
朴
性
）」
を
見
出
し
項
目
と
し
て
お
ら
ず
、
語
の
同
定
が
こ
れ
で
よ

い
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。

　

明
治
期
の
文
献
に
な
じ
ん
で
い
れ
ば
、
四
十
五
〜
四
十
七
頁
に
掲
げ
た

よ
う
な
漢
語
が
明
治
期
に
お
い
て
は
、
上
層
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
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が
漠
然
と
で
は
あ
っ
て
も
わ
か
る
と
推
測
す
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
例

え
ば
、
50
「
タ
ニ
ン
（
他
人
）」
が
「
俗
語
」
と
は
思
い
に
く
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
リ
カ
イ
（
理
解
）」
は
ど
う
か
。
現
代
日

本
語
を
母
語
と
す
る
者
は
、「
内
省
」
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
「
感
覚
」

は
も
ち
得
る
だ
ろ
う
が
、
と
い
っ
て
、
現
代
日
本
語
と
同
じ
よ
う
に
明
治

期
の
日
本
語
が
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
短
い
ス
パ
ン
に
お
い
て
、

語
義
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
考
察
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
パ
タ
ン
が
捕
捉
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
と

考
え
る
が
、
明
治
期
の
日
本
語
の
よ
う
に
、
現
代
日
本
語
と
ち
か
い
「
距

離
」
に
あ
る
場
合
に
は
、「
内
省
」
が
は
た
ら
く
反
面
、「
距
離
」
が
ち
か

す
ぎ
て
は
た
ら
き
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

明
治
期
の
作
家
が
「
俗
語
」
と
し
て
使
っ
た
漢
語
が
、
現
代
日
本
語
を
母

語
と
す
る
者
に
は
そ
う
は
み
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
。

二 

― 

二　

服
部
元
彦『［
雅
俗
／
俗
雅
］日
本
小
辞
典
』（
明
治
二
十
三
年
刊
）

　

次
に
、
雅
俗
辞
書
と
俗
雅
辞
書
と
を
合
わ
せ
た
『［
雅
俗
／
俗
雅
］
日

本
小
辞
典
』
の
俗
雅
部
を
採
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。「
凡
例
」
に
は
「
俗

雅
の
部
は
、
初
学
者
を
し
て
、
少
し
高
尚
な
る
国
文
、
又
は
和
歌
を
綴
ら

ん
と
す
る
時
、
其
の
思
想
を
現
は
す
べ
き
国
語
と
、
其
れ
を
装
飾
す
べ
き

枕
詞
と
を
、
引
出
さ
し
め
ん
が
た
め
に
、
其
れ
ら
を
、
集
め
掲
げ
た
る
な

り
」「
俗
語
の
下
に
掲
げ
た
る
国
語
は
、
其
の
見
出
の
、
極
め
て
、
大
体

の
意
味
に
当
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
俗
雅
の
部
」
が
「
少

し
高
尚
な
る
国
文
、
又
は
和
歌
」
を
綴
る
た
め
に
役
立
つ
と
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
和
歌
が
視
野
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い（
註
２
）。「
俗

雅
の
部
」
は
当
然
俗
語
を
見
出
し
項
目
と
し
て
い
る
が
、
同
部
か
ら
見
出

し
項
目
と
な
っ
て
い
る
漢
語
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

見
出
し
項
目

語
釈

1
案
外

存
外
ヲ
見
ヨ
。

2
安
心

気
遣
ヒ
ガ
無
イ
ヲ
見
ヨ
。

3
案
内

あ
な
い
・
し
る
べ
・
消セ

ウ

息ソ
コ

・
先セ
ン

達ダ
チ

・
た
づ
き

4
優
美

品ヒ
ン

ガ
イ
ヽ
ヲ
見
ヨ
。

5
委
細

つ
ぶ
さ
・
つ
ま
び
ら
か
。

6
一イ

ツ
カ
ウ向

む
げ
に
・
さ
ら
に
・
ひ
た
す
ら

7
一
層

ひ
と
き
は
。

8
因
果

す
く
せ
・
ち
ぎ
り
・
む
く
い

9
臆
病

お
く
だ
か
し
・
お
く
す
・
は
な
じ
ろ
む
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10
狡カ
ウ
カ
ツ猾

さ
か
し
ら
。

11
覚
悟

お
も
ひ
な
る
・
こ
こ
ろ
お
き
て
・
こ
こ
ろ
し
ら
び

12
各
別
ヂ
ヤ

際キ
ハ

こ
と
な
り
・
こ
よ
な
し
・
や
ん
ご
と
な
し

13
合
点
ス
ル

う
け
ひ
く
・
う
べ
な
ふ
・
お
も
ひ
し
る
・
こ
こ
ろ
う
。

14
ガ
マ
ン
ス
ル

コ
ラ
ヘ
ル
ヲ
見
ヨ
。

15
堪
忍
ス
ル

コ
ラ
ヘ
ル
ヲ
見
ヨ
。

16
究
屈

と
こ
ろ
せ
し
・
う
も
れ
い
た
し

17
機
嫌

け
し
き
。

18
近
辺

わ
た
り
。

19
仰
山
ナ

い
ら
な
し
・
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
・
こ
ち
た
し
（
略
）

20
華
奢
ナ

あ
て
・
あ
て
は
か
・
あ
て
や
か
・
さ
さ
や
か
。

21
虚
病

そ
ら
な
や
み
。

22
義
理

こ
と
わ
り
。

23
器
量

ざ
え
。

24
キ
レ
イ

ウ
ツ
ク
シ
イ
ヲ
見
ヨ
。

25
愚
痴

か
た
く
な
。

26
工ク
フ
ウ夫

た
く
み
・
た
ば
か
り
・
し
た
だ
く
み

27
区
別

あ
や
め
・
け
ぢ
め
・
わ
き
だ
め

28
外
国

と
つ
ぐ
に
・
ひ
と
の
國
。

29
外
聞

人
ぎ
き
・
よ
そ
の
き
こ
え
。

30
頑
固

か
た
く
な
。

二 

― 

三　

高
橋
五
郎
『［
和
漢
／
雅
俗
］
い
ろ
は
辞
典
』

　

高
橋
五
郎
は
『
言
海
』
刊
行
に
先
立
つ
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年

に
『［
漢
英
／
対
照
］
い
ろ
は
辞
典
』
を
刊
行
し
、
翌
二
十
二
年
に
は
『［
和

漢
／
雅
俗
］
い
ろ
は
辞
典
』（
以
下
単
に
「
い
ろ
は
辞
典
」
と
呼
ぶ
こ
と

が
あ
る
）
を
刊
行
し
た
。
見
出
し
項
目
に
は
相
当
数
の
漢
語
を
採
り
あ
げ
、

ま
た
「
緒
言
」
に
お
い
て
「
本
辞
書
ハ
西
洋
字
書
編
輯
ノ
体
裁
ニ
倣
ヒ
い

ろ
は
順
ヲ
追
テ
毎
語
ヲ
掲
ゲ
一
々
其
釈
義
ヲ
附
シ
漢
語
ノ
之
ニ
相
当
ス
ル

類
語
ヲ
多
ク
列
記
シ
タ
レ
バ
其
捜
索
ノ
語
手
ニ
応
ジ
テ
顕
レ
来
リ
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
語
釈
に
お
い
て
漢
語
類
語
を
多
く
示
す
傾
向
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
見
出
し
項
目
と
し
て
採
ら
れ
た
漢
語
、
語
釈
中
に
置
か
れ

た
漢
語
類
語
を
「
漢
」
と
し
て
く
く
れ
ば
、
見
出
し
項
目
と
し
て
採
ら
れ

て
い
る
和
語
と
合
わ
せ
、「
和
漢
」
と
い
う
枠
組
み
を
形
成
し
て
い
る
と
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み
る
こ
と
は
で
き
な
く
は
な
い
。「
漢
英
対
照
」
の
「
英
」
を
は
ず
し
た

も
の
が
「
和
漢
雅
俗
」
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
か
の
説
明
が

ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
緒
言
」
も
「
雅
俗
」
に
つ
い
て
は
述
べ
る

と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
、
語
釈
中
に
［
俗
］
表
示
が
み
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
「
ゐ
た
く
［
俗
］（
名
）
居
宅
、
す
ま
ひ
」
と
い
う
見
出
し
項

目
が
あ
る
。「
イ
タ
ク
」
は
漢
語
「
キ
ョ
タ
ク
（
居
宅
）」
の
上
字
を
訓
読

み
し
た
と
こ
ろ
か
ら
う
ま
れ
た
語
と
覚
し
く
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
「
俗
」

と
み
な
し
て
い
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
見
出
し
項
目

「
ハ
ツ
メ
イ
（
発
明
）」
に
お
い
て
は
、「
発
明
、
か
ん
が
へ
だ
す
、
さ
と
る
。

（
ま
た
俗
に
形
容
詞
に
用
ふ
即
ち
利
口
、
聡
明
、
鋭
敏
の
意
）」
と
あ
っ
て
、

〈
利
口
、
聡
明
、
鋭
敏
〉
と
い
う
語
義
で
使
用
す
る
「
ハ
ツ
メ
イ
（
発
明
）」

を
「
俗
」
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
俗
語
雅
調
』
の
８
は
こ

う
し
た
語
義
の「
ハ
ツ
メ
イ（
発
明
）」と
思
わ
れ
、こ
の
点
に
お
い
て『
俗

語
雅
調
』
と
『［
和
漢
雅
俗
］
い
ろ
は
辞
典
』
の
判
断
は
一
致
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
同
じ
時
期
に
日
本
語
を
使
っ
て
い
る
人
ど
う
し
は
、
い
か

な
る
語
を
「
俗
語
」
と
み
な
す
か
と
い
う
判
断
に
お
い
て
原
則
的
に
は
一

致
し
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
「
判
断
」
で
あ
れ

ば
、
不
一
致
の
場
合
も
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
幾
つ
か
の
文
献
が
等

し
く
「
俗
（
語
）」
と
み
な
し
て
い
る
語
は
万
人
が
認
め
る
「
俗
（
語
）」

で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
は
、「
万
人
が
認
め
る
俗
（
語
）」
の

周
辺
に
位
置
を
占
め
る
「
俗
が
か
っ
た
語
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
『
俗
語
雅
調
』『
俗
雅
日
本
小
辞
典
』
が
「
俗
語
」

と
み
な
し
て
い
る
漢
語
に
つ
い
て
、『［
和
漢
／
雅
俗
］
い
ろ
は
辞
典
』
が

ど
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

　
「
い
ろ
は
辞
典
」
に
は
「
か
ん
に
ん
［
す
る
］（
自
）
堪
忍
、
こ
ら
え
る
、

が
ま
ん
す
る
。
又
［
俗
］
ゆ
る
す
」
と
あ
る
。
漢
語
「
カ
ン
ニ
ン
（
堪
忍
）」

の
語
義
は
〈
こ
ら
へ
忍
ぶ
・
が
ま
ん
す
る
〉（『
大
漢
和
辞
典
』
巻
三
、
二

一
三
頁
）
で
あ
る
。
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
小
型
の
国
語
辞
書
『
三
省
堂

国
語
辞
典
』
第
七
版
（
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
す
る
と
、
見
出
し
項
目
「
か

ん
に
ん
［
堪
忍
］」
の
語
釈
に
は
「
い
か
り
を
お
さ
え
て
、
相
手
を
ゆ
る

す
こ
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
日
本
語
「
カ
ン
ニ
ン
」
の
語
釈
と
し
て

ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
代
日
本
語
に
お
い
て
は
、〈
が
ま

ん
す
る
〉
か
ら
〈
ゆ
る
す
〉
に
語
義
の
中
心
が
移
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
「
芽
」
は
明
治
期
に
あ
り
、
そ
う
し
た
語
義
の
「
カ
ン
ニ
ン
」
を
「
い

ろ
は
辞
典
」
が
［
俗
］ 

と
み
な
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
見
出
し
項
目
「
が
ま
ん
［
俗
］（
名
）
我
慢
、
い
ぢ
。
し
ん
ぼ
う
、
か

ん
に
ん
」
に
お
い
て
は
、
漢
語
「
ガ
マ
ン
（
我
慢
）」
を
［
俗
］
と
み
な

し
て
い
る
が
、
語
釈
に
置
か
れ
た
漢
語
「
イ
ジ
（
意
地
）」「
シ
ン
ボ
ウ
（
辛

抱
）」「
カ
ン
ニ
ン
（
堪
忍
）」
が
い
ず
れ
も
平
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
い
ろ
は
辞
典
」
は
何
も
記
し
て
い
な
い
と

覚
し
い
が
、
こ
れ
が
有
意
の
現
象
で
あ
れ
ば
、「
漢
字
を
離
れ
た
漢
語
」

と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
い
は
あ
る
か
と
推
測
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
検
す

る
と
、「
い
ぢ
［
俗
］
意
地
、
心
術
、
性
、
こ
こ
ろ
ね
、
こ
ん
じ
や
う
」、「
し

ん
ば
う
（
名
）。
―
す
る　

辛
抱
、
こ
ら
へ
。
こ
ら
へ
る
、
が
ま
ん
す
る
」

（「
か
ん
に
ん
」
は
前
引
）
と
あ
っ
て
、「
シ
ン
ボ
ウ
（
辛
抱
）」
に
は
［
俗
］

と
な
い
け
れ
ど
も
、「
イ
ジ
（
意
地
）」
と
「
カ
ン
ニ
ン
（
堪
忍
）」
と
に

は
［
俗
］
と
あ
り
、「
漢
字
を
離
れ
た
漢
語
」
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に

あ
る
と
推
測
す
る
。

　

ま
た
、
例
え
ば
小
栗
風
葉
『
魔
風
恋
風
』
前
編
（
一
九
〇
三
年
刊
）
に

登
場
人
物
初
野
の
妹
が
姉
に
向
か
っ
て
「
ぢ
や
、
堪か

忍に

し
て
呉く

れ
る
の
？

え
、
姉ね
え

さ
ん
堪か

忍に

し
て
呉く

れ
て
？
」（
二
〇
四
頁
）
と
言
っ
て
い
る
。
別

の
箇
所
に
は
「
は
。
何ど
う
ぞ卒

堪か
ん

忍に
ん

な
す
ッ
て
。」「
然さ

う
云い

ふ
事こ
と

な
ら
、
今こ
ん
ど回

だ
け
は
堪か
ん
に忍
し
て
上
げ
ま
せ
う
」（
後
編
十
頁
）
と
あ
る
。「
堪か
ん
に忍
」
は
複

数
回
み
え
て
お
り
、
振
仮
名
の
誤
植
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、「
カ
ン
ニ
ン
（
堪
忍
）」
が
変
化
し
た
語
形
で
あ
る
「
カ
ン
ニ
」

「
カ
ニ
」
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
語
義
を
変
化
さ
せ
、

語
形
を
変
化
さ
せ
、
漢
語
が
次
第
に
も
と
も
と
の
姿
を
変
え
て
話
し
こ
と

ば
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
例
に
み
え
る
。

　
「
い
ろ
は
辞
典
」は『
俗
語
雅
調
』、『
俗
雅
日
本
小
辞
典
』が
と
も
に「
俗

語
」と
み
な
し
て
い
る「
ガ
ッ
テ
ン（
合
点
）」に
つ
い
て
は「
が
て
ん（
名
）。

―
す
る
（
他
）
合
点
、
の
み
こ
み
、
の
み
こ
む
、
承
知
」
と
記
し
て
お
り
、

こ
の
語
に
つ
い
て
は
［
俗
］
と
み
な
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
俗
語
」

と
み
な
す
か
、
み
な
さ
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
文
献
ご
と
に
、
つ
ま
り
そ

の
文
献
を
編
ん
だ
人
物
ご
と
に
、
判
断
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

　
『
俗
語
雅
調
』
は
「
ヨ
ウ
イ
（
用
意
）」
を
「
俗
語
」
と
み
な
し
て
い
る
。

「
い
ろ
は
辞
典
」
に
は
「
よ
う
い
（
名
）
用
意
、
こ
こ
ろ
も
ち
ひ
。
準
備
、

設
備
、
予
防
、
予
備
、
そ
な
へ
、
し
た
く
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
語
も
［
俗
］

と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
漢
語
「
ヨ
ウ
イ
（
用
意
）」
の
そ
も
そ
も
の

語
義
は
〈
心
を
つ
か
ふ
〉（『
大
漢
和
辞
典
』
巻
七
、
一
〇
四
五
頁
）
で
あ

り
、「
い
ろ
は
辞
典
」
の
「
こ
こ
ろ
も
ち
ひ
」
は
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
〈
準
備
・
支
度
〉
と
い
う
語
義
を
う
み
だ
し
た

と
思
わ
れ
る
が
、「
い
ろ
は
辞
典
」
の
「
準
備
、
設
備
、
予
防
、
予
備
、

そ
な
へ
、
し
た
く
」
は
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

か
つ
て
稿
者
は
「
明
治
の
中
の
近
世
―
「
準
備
」
と
「
用
意
」
と
を
め

ぐ
っ
て
―
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究　

二
十
四
』
二
〇
〇
五
年
、
和
泉
書

院
刊
）
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
唐
話
辞
書
」
に
お
い
て
、「
準
備
・
准
備
」

が
「
ヨ
ウ
イ
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
明
治
二
十
年
前
後
に

刊
行
さ
れ
た
ボ
ー
ル
表
紙
本
に
「
ヨ
ウ
イ
（
用
意
）」
に
漢
字
列
「
準
備
・

准
備
」
を
あ
て
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
長
き
に
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わ
た
っ
て
、
先
行
す
る
借
用
語
「
用
意
」
を
も
っ
て
、
後
か
ら
日
本
語
に

流
入
し
て
き
た
と
覚
し
い
「
準
備
」
を
説
く
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
き
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、こ
の
二
語
の
関
わ
り
か
た
を
通
し
て
、そ
う
し
た〈
漢

語
の
層
〉
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
六
一
頁
）
と

述
べ
た
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
新
し
く
借
用
し
た
漢
語
を
、
す
で
に

日
本
語
の
語
彙
体
系
内
に
位
置
を
占
め
て
い
る
漢
語
に
よ
っ
て
説
明
す

る
、
と
い
う
経
時
的
な
観
点
か
ら
の
考
察
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
右
の

よ
う
な
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、「
先
行
す
る
借
用
語
」
は
（
場
合
に
よ
っ

て
は
、
と
い
う
の
が
よ
い
だ
ろ
う
が
）「
は
な
し
こ
と
ば
」
に
お
い
て
も

使
わ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、「
俗
」
に
傾
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
今
、
こ
こ
」
で
使
っ
て
い
る
語
彙
と
、
か
つ
て
使
っ
て
い
て
今
使
わ

な
い
語
彙
と
を
対
照
し
た
場
合
、「
か
つ
て
使
っ
て
い
て
今
使
わ
な
い
語

彙
」
が
「
雅
語
」
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
語
の
「
新

旧
」
が
「
俗
雅
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
ヨ
ウ
イ
（
用

意
）」
が
、
あ
る
時
点
で
、「
俗
」
に
傾
き
始
め
た
と
す
れ
ば
、「
新
旧

←
→
雅
俗
」
で
は
な
い
モ
デ
ル
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
今
後
さ
ら
に
考
え
を
進
め
て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

中
国
語
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
々
の
中
国
語
が
借
用
さ
れ
、
使

用
の
「
実
績
」
を
積
み
重
ね
て
い
く
う
ち
に
日
本
語
の
語
彙
体
系
内
に
位

置
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
借
用
さ
れ
た
漢
語
が
層
を
な
す

こ
と
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
「
モ
デ

ル
」
は
自
然
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
「
漢
語
の
層
」
は
い
ろ
い
ろ
な
「
方
法
」
に
よ
っ
て
析
出
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
多
賀
糸
絵
美
（
二
〇
一
二
）
が
草
双
紙
の
漢
語
の
分
析
に
あ

た
っ
て
用
い
た
「
方
法
」
は
視
野
も
ひ
ろ
く
、
一
つ
の
「
方
法
」
と
し
て

評
価
で
き
る
と
考
え
る
。
仮
に
、
上
層
を
占
め
る
漢
語
群
と
下
層
を
占
め

る
漢
語
群
が
つ
か
め
た
と
し
て
、
そ
の
上
層
と
下
層
と
の
「
関
係
」
も
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
新
旧
」
で
あ

る
場
合
も
あ
れ
ば
、
下
層
が
「
俗
」
に
ち
か
づ
い
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
観
察
し
、
そ
の
文
献
に
ふ

さ
わ
し
い
「
方
法
」
を
使
っ
て
「
漢
語
の
層
別
化
」
を
は
か
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
「
方
法
」
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
た
上
層
（
あ

る
い
は
下
層
）
に
位
置
す
る
漢
語
群
が
、
他
の
「
方
法
」
に
よ
っ
て
析
出

さ
れ
た
漢
語
群
と
、
ど
の
よ
う
に
重
な
り
、
ど
の
よ
う
に
重
な
ら
な
い
か
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と
い
う
こ
と
に
も
つ
ね
に
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

註１ 

山
田
忠
雄
『
近
代
国
語
辞
書
の
歩
み
』（
一
九
八
一
年
、
三
省
堂
刊
）
に
お
い
て

小
田
清
雄
編
輯
『［
雅
俗
／
対
訳
］
国
語
の
し
る
べ
』（［　

］
は
角
書
き
を
示
し
、

「
／
」
は
改
行
位
置
を
示
す
）
下
巻
が
『
詞
葉
新
雅
』
の
「
単
な
る
活
字
化
に
過

ぎ
な
い
」（
五
〇
一
頁
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
詞
葉
新
雅
』
の

「
活
字
化
」
が
『［
雅
俗
／
対
訳
］
国
語
の
し
る
べ
』
が
出
版
さ
れ
た
明
治
二
十
一

年
に
お
い
て
ま
っ
た
く
意
義
を
も
た
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
テ

キ
ス
ト
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
み
る
こ
と
も
で
き
、
そ
う
み
れ
ば

『
詞
葉
新
雅
』
の
記
事
そ
の
も
の
も
お
お
む
ね
は
明
治
期
に
「
通
用
す
る
」
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

２ 

和
歌
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
日
常
の
言
語
生
活
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
の
言
語
生
活
の
幅
、
過
去
へ
の
ひ
ろ
が
り
に
影
響
を
与

え
る
と
考
え
る
。


