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本
稿
は
、
本
誌
11
号
掲
載
の
前
稿
﹁
絵
本
・
小
学
校
低
学
年
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
分
か
ち
書
き
と
文
節

表
示
﹂
と
、
本
来
は
一
体
の
論
考
と
し
て
構
想
し
、
書
き
進
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
最
中
に

筆
者
に
時
間
的
余
裕
が
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
事
情
が
起
こ
り
、
そ
の
た
め
に
一
体
の
稿
と
し
て

成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
や
む
な
く
前
半
の
み
を
体
裁
を
整
理
し
て
投
稿
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
前
号
掲
載
の
前
稿
と
併
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
幸
甚
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
﹁
前
稿
﹂
と
い
う

と
き
に
は
、
本
誌
前
号
掲
載
の
稿
を
指
す
も
の
と
ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
。

　

こ
れ
は
大
昔
、
筆
者
が
学
校
で
初
め
て
古
文
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
が
、
古
文
の
先
生
か
ら

ノ
ー
ト
の
採
り
方
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
指
導
を
受
け
た
。
も
ち
ろ
ん
縦
書
き
で
、
教
科
書
の
文
章
を
ノ
ー

ト
に
書
き
写
す
よ
う
に
、
た
だ
し
そ
の
書
き
写
し
は
間
に
二
行
の
空
白
を
設
け
、
ノ
ー
ト
の
三
行
を
一
行
に
宛

て
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
文
の
文
章
に
つ
い
て
、
右
の
空
白
に
現
代
語
訳
を
書
き
、
左

の
空
白
に
品
詞
分
解
の
結
果
を
書
く
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
学
業
不
熱
心
の
筆
者
が
、
古
文
の
こ
の

ノ
ー
ト
の
採
り
方
だ
け
は
、
高
校
三
年
生
の
教
科
書
の
教
材
で
あ
ろ
う
こ
と
か
天
孫
降
臨
の
い
き
さ
つ
を
記
し

た
古
事
記
の
文
章
が
載
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
品
詞
分
解
に
挫
折
す
る
ま
で
は
続
け
て
い
た
の
は
不
思
議
な
こ
と

で
あ
っ
た
。
不
思
議
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
塾
や
学
校
で
古
文
の
教
師
を
す
る
と
き
に
大
い
に
役
に

立
っ
た
し
、
そ
の
後
の
研
究
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
が
購
読
し
て
い
る
学
会
誌
の
エ
ッ
セ
ー
の
欄
に
最
近
、
平
安
文
学
専
攻
の
大
学
教
員
の
文
章
が
載
っ

て
お
り
、
大
学
国
文
科
の
学
修
に
い
か
に
品
詞
分
解
が
不
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の

は
、
筆
者
に
と
っ
て
は
不
審
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
筆
者
が
古
文
の
文
章
を
読
む
と
き
に
、
も
ち
ろ
ん

一
々
品
詞
分
解
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
難
解
な
箇
所
に
つ
い
て
は
頭
の
中
で
品
詞
分
解

を
行
っ
て
い
る
の
に
気
付
く
。
古
文
ど
こ
ろ
か
現
代
語
で
も
、
し
か
も
話
し
言
葉
の
場
合
に
な
に
か
表
現
に

引
っ
か
か
り
を
感
じ
た
と
き
に
も
、
品
詞
分
解
が
有
効
で
あ
る
︵
注
一
︶。
と
く
に
現
代
人
が
古
文
の
読
解
を
学
ぶ
と
き

に
品
詞
分
解
は
読
解
力
を
付
け
る
た
め
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
は
た
し
て
、
品
詞
分
解
を

行
っ
て
き
た
の
は
無
駄
な
作
業
で
あ
っ
た
の
か
と
驚
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
﹁
品
詞
分
解
﹂
と
い
う

作
業
が
何
事
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
ろ
そ
ろ
勉
強
を
続
け
る
時
間
も
終
わ
り
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
現
在
、
そ
の
勉

強
の
初
発
に
お
い
て
の
、
古
文
の
先
生
の
指
示
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
を
、
考
え
て
み
た
い
の
で

あ
る
。

橋
本
萬
太
郎
『
現
代
博
言
学
』
第
3
章
を
読
む

　

か
つ
て
、﹁
月
刊
言
語
﹂
と
い
う
雑
誌
が
あ
っ
て
、
一
応
の
位
置
づ
け
と
い
う
と
言
語
に
関
連
す
る
研
究
者

と
言
語
に
関
心
を
持
つ
一
般
読
者
を
対
象
に
し
た
、
啓
蒙
的
学
術
雑
誌
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
碩
学
泉
井
久
之
助
が
そ
の
晩
年
に
雑
誌
初
期
の
執
筆
陣
と
し
て
、
印
欧
語
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
を
中

心
と
す
る
問
題
を
書
き
記
し
た
の
も
こ
の
雑
誌
で
あ
っ
た
。
学
会
誌
の
よ
う
な
研
究
雑
誌
と
は
違
っ
て
、
公
的

な
学
術
の
作
法
に
と
ら
わ
れ
ず
に
書
け
る
こ
と
か
ら
、
心
中
に
思
う
大
胆
な
意
見
を
遠
慮
無
く
言
え
る
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
実
際
、
泉
井
の
晩
年
の
﹁
月
刊
言
語
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
は
、
本

稿
の
筆
者
も
繰
り
返
し
読
ん
で
、
そ
こ
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
は
多
か
っ
た
と
思
う
。

　

こ
の
雑
誌
に
し
ば
し
ば
論
文
を
掲
載
し
た
言
語
学
者
に
、
橋
本
萬
太
郎
と
い
う
ひ
と
が
い
た
。
す
で
に
亡
く

な
っ
て
多
く
の
時
日
が
経
つ
が
、
そ
の
年
齢
も
若
か
っ
た
の
で
、
惜
し
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
と
思
い
出
す
。
こ

の
ひ
と
が
﹁
月
刊
言
語
﹂
に
掲
載
し
た
論
文
を
ま
と
め
て
、同
じ
出
版
社
か
ら
出
し
た
著
書
に
﹃
現
代
博
言
学
︵
注
二
︶﹄

と
い
う
書
物
が
あ
る
。
橋
本
に
つ
い
て
は
こ
の
書
物
の
ま
え
に
出
版
さ
れ
た
﹃
言
語
類
型
地
理
論︵
注
三
︶﹄
と
い
う

書
物
を
読
ん
で
い
て
、
そ
れ
が
筆
者
に
と
っ
て
は
言
語
の
類
型
論
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
論
考
を
読
ん
だ
最
初

で
あ
っ
て
、
新
鮮
な
印
象
を
受
け
て
い
た
の
で
、
そ
の
橋
本
の
書
物
を
店
頭
で
見
て
、
購
入
す
る
に
つ
い
て
は

迷
わ
な
か
っ
た
。
さ
っ
そ
く
読
ん
で
み
て
、
最
も
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
第
3
章
﹁
一
致
と
母
音
調
和
と
ア

ク
セ
ン
ト
﹂
で
あ
っ
た
。
表
題
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ふ
つ
う
は
言
語
の
異
な
っ
た
側
面
に
つ
い
て
の
現

古
文
学
習
に
お
け
る
品
詞
分
解
の
意
義
に
つ
い
て

渡
瀬　
　

茂

要
旨

　

本
稿
は
、
前
稿
﹁
絵
本
・
小
学
校
低
学
年
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
分
か
ち
書
き
と
文
節
表
示
﹂
と
一
体
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
稿
で
は
国
語
教
育
の
初
期
に
お
け
る
分

か
ち
書
き
の
表
記
が
国
語
習
得
に
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
述
べ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
橋
本
萬
太
郎
の
諸
言
語
に
お
け
る
シ
ン
タ
グ
マ
の
研
究
を
援
用
し
、
国
語
の
表
記
の
特
質
と
文
節
に
お
け

る
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
述
べ
つ
つ
、
母
語
で
あ
る
現
代
文
で
は
適
宜
に
分
節
化
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
古
文
に
お
い
て
は
そ
の
手
が
か
り
が
不
十
分
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
、
品
詞
分
解
が
古
文
の
分
節
化
と
統
合
に
よ
る
文
章
理
解
の
た
め
の
作
業
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
国
語
の
﹁
活
用
﹂
の
現
象
を
ふ
ま
え
、
品
詞
分
解
に
お
い
て
活
用
語

の
活
用
を
確
認
す
る
こ
と
も
品
詞
分
解
の
作
業
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
古
文
学
習
に
お
け
る
品
詞
分
解
の
必
要
性
の
由
来
と
意
義
を
述
べ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
橋
本
萬
太
郎
、
分
節
化
、
文
節
、
シ
ン
タ
グ
マ
、
活
用
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象
と
見
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
は
た
ら
き
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
大
胆
な
試
み
で
あ
っ
た
。
ラ
テ
ン

語
や
ロ
シ
ア
語
の
よ
う
な
印
欧
諸
語
に
お
け
る
性
と
数
と
人
称
の
一
致
の
現
象
、
ト
ル
コ
語
や
モ
ン
ゴ
ル
語
な

ど
ア
ル
タ
イ
諸
語
に
お
け
る
母
音
調
和
の
現
象
、
朝
鮮
語
︵
南
部
方
言
︶
や
日
本
語
に
お
け
る
﹁
ア
ク
セ
ン
ト

の
縮
約
﹂
の
現
象
、
中
国
語
︵
漢
語
︶
諸
方
言
に
お
け
る
﹁
ト
ー
ン
・
サ
ン
デ
ィ
︵
声
調
交
替
︶﹂
の
現
象
を

取
り
上
げ
る
。
さ
ら
に
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
﹁
サ
ン
デ
ィ
ー
﹂
を
例
に
挙
げ
る
が
、
こ
れ
は
、
橋
本
が
述

べ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
ケ
ル
ト
語
の
緩
音
化
の
現
象
に
も
言
え
る
こ
と
か
と
思
う
。
似
た
よ
う
な
現
象

は
フ
ラ
ン
ス
語
の
リ
エ
ゾ
ン
に
も
見
ら
れ
る
の
か
と
思
う
。
小
規
模
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国
語
の
連
濁
現
象
に

も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、わ
が
古
代
語
に
お
け
る
、﹁
て
﹂と﹁
た
﹂︵
手
と
掌
︶、﹁
さ

け
﹂
と
﹁
さ
か
﹂︵
酒
と
酒
樽
︶、﹁
こ
ゑ
﹂
と
﹁
こ
わ
﹂︵
声
と
声
色
︶
な
ど
の
交
替
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
は

言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
章
の
最
後
は
驚
く
べ
き
現
象
の
指
摘
に
及
ぶ
。
古
代
漢
語
︵
中
国
語
︶
や
タ
イ
語
の
よ
う
な
孤

立
語
に
お
け
る
、
リ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
特
に
漢
語
に
つ
い
て
は
、
文
学
に
お
け
る
修
辞
の
問
題

と
思
っ
て
い
た
対
句
や
四
六
駢
驪
体
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
最
初
に
こ
の
章
を
読
ん
だ
と
き
に
、
も
っ
と
も
印

象
深
か
っ
た
の
は
、
印
欧
語
の
屈
折
と
孤
立
語
の
対
句
と
い
う
、
ま
っ
た
く
共
通
の
も
の
と
思
っ
て
い
な
か
っ

た
も
の
が
、
同
一
の
言
語
的
は
た
ら
き
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
章
は
、
以
上
の
よ
う
に
そ
の
類
型
も
様
々
な
言
語
の
様
々
な
現
象
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
現

象
に
共
通
す
る
言
語
の
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
。
ま
さ
に
﹁
博
言
学
﹂
に
名
を
裏
切
ら
な
い
論
考
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
単
語
が
シ
ン
タ
グ
マ
と
し
て
結
び
つ
く
、
そ
の
結
び
つ
き
が
音
声
言
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

示
さ
れ
る
の
か
と
い
う
普
遍
的
な
課
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
類
型
的
な
違
い
に
お
い
て
多
様
な
現
れ
方
を

し
、
そ
れ
で
も
シ
ン
タ
グ
マ
の
表
示
と
い
う
一
点
に
お
い
て
共
通
の
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
示
そ
う
と
し
た
の
だ
と
、
こ
の
印
象
深
い
論
考
を
読
ん
で
理
解
で
き
る
。
こ
の
趣
旨
を
橋
本
は

こ
の
よ
う
な
、
北
方
の
母
音
調
和
、
中
央
部
の
ア
ク
セ
ン
ト
縮
約
や
ト
ー
ン
・
サ
ン
デ
ィ
、
南
方
の
レ
ジ

ス
タ
ー
の
ま
と
め
の
よ
う
な
現
象
を
つ
う
じ
て
、
共
通
に
み
ら
れ
る
は
た
ら
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
を

な
す
音
声
の
な
が
れ
を
、
シ
ン
タ
グ
マ
に
区
切
っ
て
い
る
役
割
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
シ
ン
タ
グ
マ
と
し
て

の
、
つ
ま
り
文
と
単
語
の
中
間
に
く
る
と
こ
ろ
の
こ
と
ば
の
単
位
と
し
て
の
、
ま
と
ま
り
を
し
め
す
役
割

で
あ
る
。

と
言
い
、
ま
た

さ
て
、
人
類
の
言
語
は
、
ど
ん
な
言
語
で
も

0

0

0

0

0

0

0

、
宿
命
的
に
負
っ
て
い
る
、
ひ
と
つ
の
絶
対
的
な
、
物
理

的
制
約
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
分
析
型
の
言
語
で
あ
ろ
う
と
、
総
合
型
の
言
語
で
あ
ろ
う
と
、

そ
の
発
出
に
あ
た
っ
て
は
、
一
定
の
音
波
を
、
時
間
の
一
軸
に
沿
う
と
い
う
、
リ
ニ
ア
ー
な
か
た
ち
で
、

な
ら
べ
て
い
く
よ
り
し
ょ
う
が
な
い
、
と
い
う
制
約
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
言
語
に
よ
っ
て
は
、
短
縮

︵contraction

︶
と
か
融
合
︵fusion

︶
と
よ
ば
れ
る
現
象
が
あ
り
、cannot

がcan't

︵
で
き
な
い
︶
の

よ
う
に
つ
づ
ま
っ
た
り
、dans cela

がy

︵
そ
こ
に
︶
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
語
で
数
語
を
あ
ら

わ
さ
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
な
い
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
短
縮
形
や
融

合
形
さ
え
、
や
は
り
リ
ニ
ア
ー
な
か
た
ち
で
な
ら
べ
ら
れ
る
よ
り
、
し
か
た
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
も
し
、
リ
ニ
ア
ー
な
信
号
の
、
一
次
元
的
発
出
と
い
う
制
約
か
ら
、
絶
対
的
に
の
が
れ
ら
れ
な
い
と

し
た
ら
、そ
の
連
鎖
を
さ
さ
え
て
い
る
二
次
元
的
︵
と
き
に
は
三
次
元
的
︶
な
、統
辞
構
造
の
ハ
イ
ア
ラ
ー

キ
ー
読
み
と
り

0

0

0

0

の
た
め
の
﹁
フ
ラ
ッ
グ
︵
標
識
旗
？
︶﹂
を
、
そ
の
連
鎖
の
な
か
に
チ
リ
ば
め
て
い
か
な

け
れ
ば
、
通
信
が
成
立
し
な
い̶

と
言
っ
て
い
る
。

　

橋
本
の
論
は
話
し
言
葉
︵
口
頭
言
語
︶
の
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
主
張
は
書
き
言
葉

︵
文
字
言
語
︶
も
無
関
係
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
一
概
に
言

え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
語
や
ト
ル
コ
語
は
、
そ
の
屈
折
や
母
音
調
和
は
文
字
面
に
も
明
確
に
表
現
さ

れ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
キ
リ
ル
文
字
や
ロ
ー
マ
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
表
記
で
は
、
分
か
ち
書
き
が

用
い
ら
れ
る

　

こ
れ
に
対
し
て
、
漢
語
の
場
合
に
は
、
話
し
言
葉
の
音
声
で
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て

い
た
﹁
ト
ー
ン
・
サ
ン
デ
ィ
︵
声
調
交
替
︶﹂
は
書
き
こ
と
ば
で
は
表
記
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
先
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
橋
本
は
漢
語
の
書
き
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
対
句
が
﹁
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
﹂
同
等
の
役
割
を

果
た
す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
論
述
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

ま
だ
、
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
﹁
漢
文
﹂
と
総
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
あ
の
漢
字
に
依
拠
し
た
中
国
の

書
き
こ
と
ば
で
あ
る
。こ
れ
も
、ふ
る
い
と
こ
ろ
へ
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、ほ
ぼ
完
璧
に
、単
音
節
孤
立
語
で
、

す
く
な
く
と
も
字
面
の
う
え
で
は
、
シ
ン
タ
グ
マ・マ
ー
カ
ー
が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
を
音
読
す
る̶

コ
エ
を
だ
し
て
読
む̶

ひ
と
は
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
方
言
︵
朝
鮮
の
ひ
と
び
と
は
、

朝
鮮
漢
字
音
で
棒
よ
み
す
る
！
︶
で
よ
む
わ
け
だ
が
、
ど
の
方
言
と
も
、
完
全
に
は
合
わ
な
い
の
で
、
一

字
一
字
棒
読
み
す
る
よ
り
仕
方
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
点
で
は
、
典
型
的
な
﹁
単
音
節
孤
立
語
﹂
な
の
で

あ
る̶

そ
れ
も
、
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
。
⋮
⋮
⋮
⋮

　

こ
こ
ま
で
き
た
ら
、
も
う
、
ど
な
た
も
ヒ
ザ
を
う
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
と
お
も
う
。
そ
う
、
ま
さ
し
く
、

古
代
の
中
国
人
は
、
漢
字
の
字
面
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
文
の
随
所
に
、
こ
う
い
っ

た
対
句̶

対
句
的
表
現
を
ち
り
ば
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
、
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
を
ふ
ん
だ

ん
に
与
え
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
み
て
く
れ
ば
、
対
句
を
こ
の
む
中
国
人
と
い
う
の
も
、
そ
れ

は
、
な
に
も
国
民
性
と
か
、
中
庸
感
覚
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
か
れ
ら
の
言
語
の
な
り
た
ち
か
ら
き

た
、
さ
け
が
た
い
選
択
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る̶

も
っ
と
も
、
そ
う
い
う
言
語
を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ

と
自
体
が
、
そ
の
国
民
性
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
い
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
こ
と
だ
け
れ
ど
も
。

す
な
わ
ち
、
橋
本
は
一
方
で
シ
ン
タ
グ
マ・マ
ー
カ
ー
を
言
語
の
音
声
の
特
性
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
、

そ
の
論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
表
意
文
字
た
る
漢
字
の
羅
列
で
あ
る
漢
語
の
表
記
に
論
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

漢
語
と
国
語
の
文
字
表
記

　

以
上
の
よ
う
に
、
漢
語
の
対
句
的
表
現
の
極
致
と
し
て
の
四
六
駢
驪
体
を
取
り
上
げ
る
と
き
に
、
橋
本
の
議

論
は
音
声
言
語
か
ら
文
字
言
語
へ
と
踏
み
出
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
語
を
音
声
言
語
と
し
て
聞
く
と
き
に
、

と
く
に
四
つ
の
語
を
基
幹
と
す
る
音
節
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
句
の
リ
ズ
ム
が
強
く
響
く
の
は
、
た
と
え
ば
中

国
の
政
治
家
の
演
説
な
ど
を
聴
い
て
い
て
も
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
文
字
言
語
で
は
そ
の
よ
う
な
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リ
ズ
ム
は
読
み
と
り
に
く
い
こ
と
を
橋
本
は
述
べ
て
い
る
。
現
代
語
風
に
句
読
点
を
記
し
た
表
記
法
で
は
、
そ

の
リ
ズ
ム
は
句
読
点
に
よ
っ
て
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
元
来
の
漢
語
の
文
字
表
記
は
ひ
た
す
ら
漢
字
が

な
ら
ぶ
だ
け
で
あ
る
か
ら
︵
注
四
︶、
一
見
読
み
と
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
と
し
て
、
文
選
巻
第
十
五
所
収
の
張
衡
﹁
帰

田
賦
﹂
の
一
節
を
引
用
す
る
と

於
是
仲
春
令
月
時
和
氣
清
原
隰
鬱
茂
百
草
滋
榮
王
雎
鼓
翼
鶬
鶊
哀
鳴
交
頸
頡
頏
關
關
嚶
嚶
於
焉
逍
遙
聊

以
娛
情
爾
乃
龍
吟
方
澤
虎
嘯
山
丘
仰
飛
纖
繳
俯
釣
長
流
觸
矢
而
斃
貪
餌
吞
鉤
落
雲
間
之
逸
禽
懸
淵
沈
之

魦
鰡

と
な
る
。
版
本
に
お
い
て
も
こ
の
活
字
の
表
記
と
同
様
に
、
漢
字
が
縦
横
揃
っ
て
行
儀
よ
く
、
ひ
た
す
ら
続
く

の
で
あ
る
︵
注
五
︶。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
新
釈
漢
文
大
系
﹃
文
選︵
注
六
︶﹄
に
従
っ
て
句
読
点
を
打
つ
と
、

於
是
仲
春
令
月
、時
和
氣
清
。
原
隰
鬱
茂
、百
草
滋
榮
。
王
雎
鼓
翼
、
鶬
鶊
哀
鳴
。
交
頸
頡
頏
、關
關
嚶
嚶
。

於
焉
逍
遙
、聊
以
娛
情
。
爾
乃
龍
吟
方
澤
、虎
嘯
山
丘
。
仰
飛
纖
繳
、俯
釣
長
流
。
觸
矢
而
斃
、貪
餌
�
鉤
。

落
雲
間
之
逸
禽
、
懸
淵
沈
之
魦
鰡
。

と
な
り
、
は
る
か
に
読
み
や
す
く
な
る
。
し
か
し
後
者
の
よ
う
な
表
記
は
現
代
の
も
の
で
あ
っ
て
、
元
来
は
前

者
の
よ
う
な
表
記
な
の
だ
が
、
こ
れ
に
四
字
六
字
を
基
本
と
す
る
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
対
句
、
さ
ら
に
賦
の
場
合

に
は
﹁
清
・
栄
・
鳴
・
嚶
・
情
﹂
の
よ
う
な
韻
字
を
手
が
か
り
に
す
れ
ば
、
読
み
と
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
文
字
表
記
の
特
性
が
日
本
語
の
表
記
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

前
稿
に
述
べ
た
。
橋
本
は
日
本
語
で
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
縮
約
が
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
現
象
も
話
し
言
葉
の
場
合
で
は
有
効
だ
が
、
書
き
言
葉
に
は
反
映
さ
れ
な

い
。
現
代
語
で
言
え
ば
漢
字
も
カ
タ
カ
ナ
も
用
い
ず
に
、
ひ
ら
が
な
だ
け
で
書
か
れ
た
文
章
が
い
か
に
読
み
に

く
い
か
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
古
文
の
場
合
も
同
様
で
、
そ
の
実
際
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
平
安
後

期
の
法
華
講
に
お
け
る
説
教
の
聞
き
書
き
を
活
字
に
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
が
︵
注
七
︶、
カ
タ
カ
ナ
漢
字
交
じ
り
文
で

あ
る
。阿

弥
経
ハ
タ
ヽ
阿
弥
仏
ノ
名
号
ヲ
ア
ル
イ
ハ
耳
ニ
フ
レ
或
ハ
ク
チ
ニ
ト
ナ
フ
ル
ニ
ミ
ナ
極
楽
ニ
往
生
ス

ル
ヨ
シ
ヲ
ト
ケ
ル
経
也
ム
カ
シ
きキ

うウ

しシ

国
ノ
カ
タ
ワ
ラ
ニ
ヒ
ト
ツ
ノ
シ
マ
ア
リ
ケ
リ
人
ノ
家
ワ
ツ
カ
ニ

五
百
家
許
ナ
ム
ア
リ
ケ
ル
タ
ヽ
ア
ミ
人
ノ
ス
ム
シ
マ
ナ
リ
ケ
リ
ヒ
ト
リ
ノ
人
海
ノ
ホ
ト
リ
ヲ
ミ
ケ
ル
ニ

レ
イ
ノ
イ
オ
ニ
モ
ニ
ヌ
魚
ノ
カ
ス
モ
シ
ラ
ス
オ
ホ
ク
ハ
マ
ツ
ラ
ニ
イ
テ
キ
タ
リ
ケ
レ
ハ
サ
ト
ノ
人
々
ア

ツ
マ
リ
テ
ア
ミ
シ
テ
ト
リ
ツ
ク
シ
テ
ト
リ
ケ
レ
ト
サ
ラ
ニ
エ
ト
リ
エ
サ
リ
ケ
リ
イ
カ
ヽ
シ
タ
リ
ケ
ム
魚

ヒ
ト
ツ
ト
ラ
レ
タ
リ
ケ
ル
モ
ノ
ヨ
ロ
コ
ヒ
テ
ト
リ
ア
ク
ル
ホ
ト
ニ
ス
ヘ
ラ
カ
シ
テ
ニ
カ
シ
テ
オ
モ
ヒ
モ

ア
ヘ
ス
阿
弥
陀
仏
ト
イ
ハ
レ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
キ
ヽ
テ
コ
ノ
魚
ノ
ワ
カ
ヽ
タ
ニ
カ
ヘ
リ
キ
ケ
レ
ハ
モ
シ
コ
ノ

イ
ヒ
ツ
ル
コ
ト
ヲ
キ
カ
ム
ト
ヲ
モ
ウ
カ
ト
テ
又
阿
弥
陀
仏
ト
イ
ヒ
ケ
レ
ハ
コ
ト
魚
モ
ア
ツ
マ
リ
ケ
リ
阿

弥̶

〳
〵
ト
申
テ
オ
ホ
ク
ノ
魚
ヲ
ト
リ
ツ
カ
タ
ハ
ラ
ノ
人
々
ニ
コ
ノ
ヨ
シ
ヲ
イ
フ
ニ
ア
ミ
ツ
リ
ニ
テ
エ

ト
ラ
サ
リ
ツ
ル
魚
タ
ヽ
阿
弥
陀
仏
ニ
ス
ク
ハ
レ
テ
ノ
ミ
ト
ラ
レ
ケ
レ
ハ
ソ
ノ
シ
マ
ノ
オ
ト
コ
女
ヲ
ヒ
タ

ル
ワ
カ
キ
魚
ト
ラ
ム
タ
メ
ニ
三
年
ハ
カ
リ
カ
ホ
ト
ヨ
ル
ヒ
ル
念
仏
ヲ
シ
ケ
ル
ハ
ミ
ナ
極
楽
ヘ
マ
イ
リ
ニ

ケ
リ
シ
マ
ノ
ウ
チ
ニ
ヒ
ト
リ
モ
ノ
コ
ラ
ス
往
生
シ
ケ
レ
ハ
往
生
ノ
シ
マ
ト
ナ
ム
イ
ヒ
魚
ヲ
ハ
阿
弥
陀
仏

ト
ナ
ム
ナ
ツ
ケ
ヽ
ル
イ
ロ
ク
ツ
ヲ
ス
ク
ヒ
テ
モ
ノ
ヽ
イ
ノ
チ
ヲ
コ
ロ
サ
ム
カ
タ
メ
ニ
阿
弥
陀
仏
ト
ト
ナ

フ
ル
ニ
ミ
ナ
往
生
シ
ニ
ケ
リ
イ
カ
ニ
イ
カ
ニ
イ
ハ
ム
ヤ
心
ヲ
イ
タ
シ
テ
孝
養
報
恩
ノ
タ
メ
ニ
阿
弥
陀
経

供
養
シ
後
世
菩
提
ノ
タ
メ
ニ
念
仏
セ
シ
メ
タ
マ
ハ
ム
ヲ
ヤ

一
部
に
漢
字
を
交
え
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
句
読
点
な
し
で
文
字
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
そ
れ
で

も
、
現
代
の
文
字
表
記
と
同
様
に
、
漢
字
で
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
文
節
の
区
切
り
の
表
示
と
な
っ
て
い
る
の
で

そ
れ
な
り
に
読
み
や
す
い
が
、
ひ
ら
が
な
書
き
の
和
文
の
場
合
は
も
っ
と
わ
か
り
に
く
い
。
た
ま
た
ま
手
元
に

中
山
家
本
﹁
末
摘
花
﹂
の
複
製︵
注
八
︶が
あ
る
の
で
、
そ
の
一
丁
オ
を
活
字
に
起
こ
し
て
み
よ
う
。

お
も
へ
と
も
な
を
ゆ
ふ
か
ほ
の
つ
ゆ
に
を
く
れ
し
程
の
こ
ゝ
ち
月
日
ふ
れ
と
おもほ
し
わ
す
れ
す
こ
ゝ
も

か
し
こ
も
う
ち
と
け
す
気
色
は
み
こ
ゝ
ろ
に
く
き
か
た
の
御
い
と
ま
し
さ
と
も
に
け
ち
か
く
な
つ
か
し

か
り
し
あ
は
れ
に
ゝ
る
物
な
く
こ
ひ
し
く
お
ほ
し
い
て
ら
る
い
か
て
こ
と
く
し
く
は
あ
ら
さ
ら
ん
人
の

ら
う
た
け
な
ら
ん
を
見
て
し
か
な
と
こ
り
す
ま
に
お
も
ほ
し
わ
た
れ
は
す
こ
し
ゆ
へ
つ
き
て
き
こ
ゆ
る

あ
た
り
に
は
か
な
し
き
御
み
ゝ
と
ま
り
た
ま
は
ぬ
く
ま
な
き
に
さ
て
も
や
と
お
ほ
し
よ
ら
る
ゝ
あ
た
り

こ
の
よ
う
に
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
文
節
や
文
を
区
切
る
の
か
を
表
記
し
な
い
の
が
ひ
ら
が
な
書
き
の
和
文
の

表
記
の
通
例
で
あ
る
。
こ
の
中
の
漢
字
は
、﹁
御
﹂
は
多
く
の
場
合
に
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
が
、﹁
程
﹂﹁
月
日
﹂

﹁
気
色
﹂や﹁
物
﹂は
ひ
ら
が
な
で
表
記
さ
れ
る
方
が
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
。
二
行
目
の﹁
み
こ
ゝ
ろ
﹂の﹁
み
﹂

と
四
行
目
の
﹁
見
て
し
か
な
﹂
の
﹁
見
﹂
は
実
は
ほ
ぼ
同
じ
字
形
で
、
後
者
は
﹁
見
る
﹂
の
意
味
な
の
で
漢
字

で
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
筆
記
し
た
人
の
意
識
と
し
て
意
図
的
に
漢
字
を
書
こ
う
と
し
た
と
も
思
え
な
い
。

こ
れ
ら
も
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
読
み
に
く
い
だ
ろ
う
。
元
来
の
写
本
で
は
、
た
し
か
に
小

松
英
雄
の
い
う
よ
う
に
、
墨
継
ぎ
の
た
め
の
連
綿
の
切
れ
目
が
文
字
列
の
切
れ
目
を
表
示
す
る
と
い
う
こ
と
は

あ
る
︵
注
九
︶。
こ
れ
は
活
字
に
翻
字
す
る
と
消
え
て
し
ま
う
要
素
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
切
れ
目
は
筆
と
墨
と
い
う

物
理
的
要
因
が
優
先
し
、
頻
繁
に
起
こ
る
こ
と
で
は
な
く
、
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
と
し
て
さ
ほ
ど
有
効
に

働
く
わ
け
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
こ
の
中
山
家
本
の
﹁
末
摘
花
﹂
に
は
全
巻
に
わ
た
っ
て
朱
の
句
点
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
古
人

に
も
こ
の
よ
う
な
表
記
が
け
っ
し
て
読
み
や
す
い
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。
そ
の
朱
の
句
点

を
複
製
で
読
み
取
れ
る
限
り
再
現
し
て
み
る
と
、

お
も
へ
と
も
・
な
を
ゆ
ふ
か
ほ
の
つ
ゆ
に
を
く
れ
し
程
の
こ
ゝ
ち
・
月
日
ふ
れ
と
おもほ
し
わ
す
れ
す
・
こ
ゝ

も
か
し
こ
も
う
ち
と
け
す
・
気
色
は
み
こ
ゝ
ろ
に
く
き
か
た
の
御
い
と
ま
し
さ
と
も
に
・
け
ち
か
く
な
つ

か
し
か
り
し
あ
は
れ
に
・
ゝ
る
物
な
く
こ
ひ
し
く
お
ほ
し
い
て
ら
る
・
い
か
て
こ
と
く
し
〳
〵
は
あ
ら
さ

ら
ん
人
の
ら
う
た
け
な
ら
ん
を
見
て
し
か
な
と
・
こ
り
す
ま
に
お
も
ほ
し
わ
た
れ
は
・
す
こ
し
ゆ
へ
つ
き

て
き
こ
ゆ
る
あ
た
り
に
は
・
か
な
し
き
御
み
ゝ
と
ま
り
た
ま
は
ぬ
く
ま
な
き
に
・
さ
て
も
や
と
お
ほ
し
よ

ら
る
ゝ
あ
た
り

と
な
り
、
現
代
人
が
こ
の
文
章
を
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
句
読
点
を
施
す
の
と
大
差
な
い
。
た
だ
、
こ
の
朱

点
は
本
行
が
筆
写
さ
れ
た
と
き
に
同
時
に
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
筆
写
後
に
筆
写
し
た
人
物
が
施
し
た

も
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
読
者
が
施
し
た
も
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
よ
う
に
点
が
施
さ
れ
た
も

の
は
、
仮
名
書
き
の
古
写
本
で
も
け
っ
し
て
一
般
的
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
点
を
施
す
必
要
が
あ
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
発
達
し
て
分
か
ち
書
き
な
り
句
読
点
な
り
が
定
式
化
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
が
、
実
際
に
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
明
治
に
な
っ
て
西
洋
か
ら
活
字
印
刷
が
取
り
入
れ
ら
れ
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て
か
ら
、
句
読
点
を
印
刷
す
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
も
、
句
読
点
は
文
字
の
よ
う
な
大
き
さ
は
与
え
ら
れ

ず
、
本
行
の
横
に
傍
記
さ
れ
る
印
刷
が
行
わ
れ
、
句
読
点
に
文
字
と
同
じ
大
き
さ
を
与
え
る
︵
原
稿
用
紙
で
あ

れ
ば
一
ま
す
分
を
使
っ
て
句
読
点
を
書
く
︶
よ
う
に
な
る
の
は
さ
ら
に
後
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
は
句
読
点

や
括
弧
は
一
ま
す
分
の
ス
ペ
ー
ス
を
与
え
ら
れ
る
表
記
に
変
化
し
た
が
、
そ
れ
で
も
文
字
の
部
分
に
つ
い
て
は

分
か
ち
書
き
を
行
わ
ず
に
文
字
列
を
続
け
て
い
く
と
い
う
慣
習
が
い
ま
も
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

国
語
の
文
字
表
記
と
書
き
言
葉
の
学
習

　

と
こ
ろ
で
橋
本
は
﹁
シ
ン
タ
グ
マ
︵
文
節
︶﹂
と
、
括
弧
付
き
で
﹁
シ
ン
タ
グ
マ
﹂
＝
﹁
文
節
﹂
と
す
る
箇

所
が
あ
る
が
、
こ
の
﹁
文
節
﹂
が
国
語
の
文
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
文
節
﹂
と
同
等
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
︵
注
一
〇
︶。
し
か
し
、
国
語
の
文
節
が
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
橋
本
の

言
う
﹁
ア
ク
セ
ン
ト
の
縮
約
﹂
が
お
も
に
﹁
文
節
﹂
を
単
位
に
し
て
起
こ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
文
節
に
つ
い
て
、
筆
者
は
前
稿
で
こ
れ
を
国
語
の
学
習
の
観
点
か
ら
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
国
語
の
学
習
の
初

期
に
お
い
て
は
、
分
か
ち
書
き
に
よ
っ
て
文
節
の
区
切
り
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
文

字
列
の
間
の
空
白
が
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子

ど
も
た
ち
は
こ
の
絵
本
や
小
学
校
低
学
年
国
語
教
科
書
を
音
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字
表
記
上
の
分
か
ち

書
き
さ
れ
た
単
位
と
、
音
声
に
お
け
る
ア
ク
セ
ン
ト
の
縮
約
に
よ
る
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
が
連
動
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
文
節
の
意
義
を
直
感
的
に
学
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ひ
ら
が
な
だ
け
で
な
く
カ
タ

カ
ナ
を
も
学
び
、
さ
ら
に
漢
字
を
学
び
、
文
章
中
の
漢
字
の
数
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
複
数
の
文
字
の
混
在

に
よ
る
文
節
読
み
と
り
が
可
能
に
な
る
に
つ
れ
て
、
分
か
ち
書
き
が
行
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
小
学
校
高
学

年
で
は
そ
の
文
字
表
記
は
成
人
向
け
の
書
物
と
遜
色
な
く
な
る
が
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
読
み
と
り
が
可
能
と
な
る

ま
で
に
、
語
と
文
の
中
間
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
文
節
の
読
み
と
り
が
で
き
る
よ
う
に
、
訓
練
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ひ
ら
が
な
を
主
と
し
、
漢
字
や
カ
タ
カ
ナ
を
交
え
、
さ
ら
に
ア
ラ
ビ

ア
数
字
や
、
と
き
に
ロ
ー
マ
字
を
交
え
、
そ
れ
ら
の
混
用
が
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
の
役
割
を
果
た
す
が
、

文
字
列
そ
の
も
の
は
句
読
点
を
挟
む
の
み
で
連
鎖
し
て
ゆ
く
国
語
の
文
字
表
記
に
対
し
て
、
そ
の
句
読
点
と
句

読
点
の
あ
い
だ
の
文
字
列
を
適
切
に
分
節
化
で
き
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
学
校
教
育
は
日
本
語
を
母
語
と
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
国
語
科
は

母
語
教
育
で
あ
り
、
小
学
校
教
育
の
う
ち
に
は
意
図
的
な
分
節
化
を
お
こ
な
わ
な
く
と
も
文
節
の
読
み
と
り
と

文
章
の
理
解
が
お
お
む
ね
可
能
な
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
古
文
は
日
本
語
で
は
あ
る
も
の
の
、
現

代
人
に
と
っ
て
母
語
で
あ
る
よ
う
で
も
母
語
と
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
︵
国
語
科
の
漢
文
は
訓
読
法
に
よ
っ

て
読
む
限
り
は
、
所
詮
こ
れ
も
古
文
で
あ
る
︶。
あ
と
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
現
代
語
を
援
用
し
て
分
節
化
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
部
分
も
あ
る
が
、
す
べ
て
を
行
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
分
節
化
の
難
し
い
と
こ
ろ

こ
そ
古
文
と
し
て
の
理
解
の
難
し
い
箇
所
で
あ
る
。
語
や
文
節
を
認
識
し
、
そ
れ
を
統
合
し
て
い
か
な
け
れ
ば

古
文
を
ま
と
ま
っ
た
言
語
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
学
校
教
育
で
の
古
文
は
、
先
に
挙

げ
た
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
の
文
章
や
ひ
ら
が
な
書
き
の
和
文
の
文
章
の
よ
う
な
か
た
ち
で
与
え
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
適
宜
に
漢
字
を
交
え
、
句
読
点
や
括
弧
を
補
い
、
現
代
文
の
表
記
に
よ
く
似
た
表
記
に
改
め
ら
れ

て
い
る
の
で
、
橋
本
い
う
と
こ
ろ
の
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
は
古
文
本
来
の
表
記
に
比
べ
れ
ば
多
く
与
え
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
現
代
文
の
読
解
の
能
力
を
も
っ
て
し
て
は
、
古
文
は
そ
の
す
べ
て
を
分
節
化
し
、
分

節
化
さ
れ
た
文
節
や
語
を
統
合
し
て
文
章
を
理
解
で
き
る
ま
で
に
は
十
分
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
古
文
の
学
習

の
初
期
に
お
い
て
、
与
え
ら
れ
た
古
文
の
文
章
を
分
節
化
す
る
た
め
の
訓
練
は
欠
か
せ
な
い
。
こ
こ
に
品
詞
分

解
の
必
要
性
の
理
由
の
一
つ
が
あ
る
。

活
用
形
を
調
べ
る
作
業

　

と
こ
ろ
で
、
品
詞
分
解
で
行
う
作
業
が
句
読
点
で
区
切
ら
れ
た
文
を
文
節
へ
、
さ
ら
に
語
へ
分
節
化
す
る
こ

と
が
目
的
な
ら
、な
に
か
本
行
に
し
る
し
を
付
け
て
い
け
ば
良
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
の
中
山
家
本
の﹁
末

摘
花
﹂
の
冒
頭
で
言
え
ば
、
学
校
教
科
書
で
は
漢
字
を
交
え

思
へ
ど
も
、
な
を
夕ゆ
ふ
顔が
ほ
の
露
に
を
く
れ
し
程
の
心
地
、
月
日
経ふ

れ
ど
思
ほ
し
忘
れ
ず
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
単
に
切
れ
目
を
入
れ
る
だ
け
な
ら
、
た
と
え
ば
文
節
間
の
切
れ
目
に
太
線
を
、

文
節
内
の
語
の
切
れ
目
に
細
線
を

思
へ
─
ど
も
━
、
な
を
━
夕ゆ
ふ

顔が
ほ

─
の
━
露
─
に
━
を
く
れ
─
し
━
程
─
の
━
心
地
━
、
月
日
━
経
れ
─
ど

━
思
ほ
し
━
忘
れ
─
ず
━
。

の
よ
う
に
本
行
に
入
れ
れ
ば
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
、
わ
ざ
わ
ざ
品
詞
分
解
の
た
め
に
一
行
を
用
意
す
る
必
要

は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
行
を
用
い
る
主
な
目
的
は
、
活
用
語
の
活
用
形
を
調
べ
、
そ
れ
を
記
入
す
る

こ
と
で
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
活
用
形
の
違
い
が
そ
の
部
分
の
解
釈
の
違
い
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
受

験
勉
強
を
行
う
受
験
生
に
よ
く
提
示
す
る
例
は
﹁
行
か
な
む
﹂
と
い
う
文
節
と
﹁
行
き
な
む
﹂
と
い
う
文
節
の

違
い
で
あ
る
。
こ
れ
を
語
に
品
詞
分
解
す
れ
ば
、

動
詞
﹁
行
く
﹂
の
未
然
形
＋
あ
つ
ら
え
の
終
助
詞
﹁
な
む
﹂

あ
る
い
は

動
詞
﹁
行
く
﹂
の
連
用
形
＋
完
了
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
未
然
形
＋
推
量
の
助
動
詞
﹁
む
﹂
の
終
止
形

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
誰
か
に
﹁
行
っ
て
ほ
し
い
﹂
と
い
う
こ
と
だ
が
、
後
者
は
﹁
行
く
だ
ろ
う
﹂
と

い
う
推
量
も
し
く
は
文
脈
に
よ
っ
て
は
﹁
行
こ
う
﹂
と
い
う
意
志
を
あ
ら
わ
し
、
解
釈
が
違
っ
て
く
る
が
、
そ

の
違
い
は
文
字
列
の
﹁
か
﹂
と
﹁
き
﹂
の
違
い
に
着
目
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
し
、
そ
こ
を
見
誤
る
と
、
解

釈
問
題
の
何
点
か
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
、
受
験
生
に
教
え
る
の
で
あ
る
。
活
用
語
の
活
用
形
を
理
解
す

る
こ
と
は
古
文
学
習
の
初
心
者
に
と
っ
て
は
負
担
と
な
る
。
古
文
の
文
章
と
文
法
は
平
安
時
代
の
そ
れ
に
大
き

く
準
拠
す
る
が
、
そ
の
文
法
の
な
か
で
も
助
動
詞
の
体
系
は
現
代
語
で
は
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
、
古
文
の
理
解
の
た
め
に
は
助
動
詞
の
活
用
と
語
義
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
古
文
の
理
解
に
大
き
く

影
響
す
る
。

　

ち
な
み
に
こ
の
よ
う
な
作
業
が
必
要
と
な
る
こ
と
の
原
因
の
一
つ
は
、
自
立
語
の
活
用
語
︵
学
校
文
法
で
言

う
動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
︶
が
助
動
詞
と
接
続
し
た
り
，
助
詞
と
接
続
し
た
り
、
あ
る
い
は
助
動
詞
が
他

の
助
動
詞
や
助
詞
と
接
続
す
る
場
合
に
そ
の
活
用
形
が
定
ま
っ
て
お
り
、
語
の
相
承
が
文
節
を
形
づ
く
る
指
標

と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
い
直
せ
ば
、
活
用
語
の
活
用
が
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
、
現
代
語
で
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
は
日
本
語
が
膠
着
語
で
あ
る
も
の
の
、

そ
の
語
と
接
辞
の
膠
着
に
あ
た
っ
て
は
屈
折
語
の
よ
う
な
現
象
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
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が
活
用
語
の
活
用
の
理
解
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

で
は
そ
の
屈
折
語
を
、
そ
の
言
語
を
母
語
と
し
な
い
学
習
者
が
学
ぶ
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
作
業
が
必
要
と

な
る
の
か
を
見
て
み
た
い
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
連
邦
の
あ
る
法
律
の
表
題
と
冒
頭
部
で
あ
る
。

3А
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К
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Х
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А
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Д
О

В
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С
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И
Й

С
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Й
 Ф

ЕД
ЕРА

Ц
И

И
В

водная часть
Я

зы
ки народов Российской Ф

едерации - национальное достояние Российского 
государства.

こ
の
場
合
、
ロ
シ
ア
語
学
習
者
は
辞
書
と
文
法
書
を
首
っ
引
き
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
調
べ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

закон　

男
性
名
詞
﹁
法
律
﹂
単
数
主
格

о  　

前
置
格
支
配
の
前
置
詞
﹁
～
に
つ
い
て
﹂

язы
ках  　

男
性
名
詞язы

к ﹁
言
語
﹂
複
数
前
置
格

народов  　

男
性
名
詞народ

﹁
民
族
﹂
複
数
生
格

российской  　

形
容
詞российский
﹁
ロ
シ
ア
の
﹂
単
数
女
性
生
格

федерации  　

女
性
名
詞федерация

﹁
連
邦
﹂
単
数
生
格

вводная    

形
容
詞вводны

й

﹁
導
入
の
﹂
単
数
女
性
主
格

часть    

女
性
名
詞
﹁
部
分
、
章
﹂
単
数
主
格

язы
ки   　

男
性
名
詞язы

к

﹁
言
語
﹂
複
数
主
格

народов     

男
性
名
詞народ

﹁
民
族
﹂
複
数
生
格

российской    

形
容
詞российский

﹁
ロ
シ
ア
の
﹂
単
数
女
性
生
格

федерации    

女
性
名
詞федерация

﹁
連
邦
﹂
単
数
生
格

-     ﹁
～
は
～
で
あ
る
﹂
構
文
の
繫
辞бы

ть

の
現
在
形есть

は
省
略
さ
れ
る
が
、
そ
の
代
替
と
し
て
記
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

национальное   　

形
容
詞национальны

й

﹁
国
の
。
国
民
の
、
国
家
の
﹂
単
数
中
性
主
格

достояние     

中
性
名
詞достояние

﹁
財
産
﹂
単
数
主
格

российского    

形
容
詞российский

﹁
ロ
シ
ア
の
﹂
単
数
中
性
生
格

государства    

中
性
名
詞государство

﹁
国
家
﹂
単
数
生
格

以
上
を
ま
と
め
る
と

ロ
シ
ア
連
邦
の
諸
民
族
の
言
語
に
つ
い
て
の
法
律

 

導
入
章

ロ
シ
ア
連
邦
の
諸
民
族
の
言
語
は
ロ
シ
ア
国
家
の
国
民
の
財
産
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

ロ
シ
ア
語
の
読
解
力
を
目
的
と
す
る
大
学
の
授
業
で
、
ロ
シ
ア
語
の
初
級
の
教
室
で
も
中
級
の
教
室
で
も
、

こ
の
よ
う
な
作
業
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
初
級
の
教
室
か
ら
脱
落
し
た
者
た
ち
は
、
そ
の
発
音
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
概
ね
こ
の
よ
う
な
作
業
が
続
か
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
作
業
の
習

慣
を
身
に
つ
け
て
初
級
の
教
室
に
残
っ
た
も
の
は
、
中
級
の
終
了
ま
で
脱
落
す
る
も
の
は
一
人
も
い
な
か
っ
た

︵
残
念
な
が
ら
上
級
は
開
講
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︶。
屈
折
語
を
学
ぶ
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
日
本
語
は
膠
着
語
で
あ
り
、
屈
折
語
的
な
語
形
の
変
化
は
ロ
シ
ア
語
の
よ
う
に
大
規
模
で
は
な
い

が
、
そ
れ
で
も
述
語
部
の
役
割
の
大
き
い
日
本
語
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
述
語
の
シ
ン
タ
グ
マ
で
活
用
の
果
た
す

役
割
は
大
き
い
。
現
代
語
は
母
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
析
を
経
な
く
て
も
理
解
で
き
る
し
、
ま
た
発

話
あ
る
い
は
記
述
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
﹁
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
形
式
的
に
二

文
節
の
シ
ン
タ
グ
マ
を
形
成
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
の
に
、
文
法
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
文
法
の
学
び
が
不
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
小
学
校
の
教
科
書
で
は
、
文
法
用
語
は
ほ
と

ん
ど
使
用
し
な
い
も
の
の
、
低
学
年
の
﹁
主
語̶

述
語
﹂
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
文
法
的
な
事
項
は
実
は
詳
し

く
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
古
文
は
け
っ
し
て
母
語
で
は
な
い
。
母
語
で
あ
る
国
語
の
古
い
形
態
で
あ
っ
て
、
外
国
語
で
は

な
い
か
ら
、
母
語
の
知
識
と
感
覚
が
理
解
に
有
用
で
あ
る
部
分
も
多
い
が
、
す
べ
て
を
母
語
同
様
に
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、だ
か
ら
こ
そ
古
文
へ
の
苦
手
意
識
を
持
つ
学
生
が
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、だ
か
ら
こ
そ
、

現
代
語
の
援
用
で
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
、
外
国
語
の
解
析
と
同
様
に
文
法
的
に
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
行
う
た
め
に
、
古
文
の
ノ
ー
ト
の
空
白
の
一
行
は
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

や
が
て
古
文
に
習
熟
し
て
行
け
ば
、
す
べ
て
の
文
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
意
図
的
な
分
節
化
や
解
析
を
行
わ

な
く
て
も
、
古
文
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
高
校
や
大
学
で
専
業
と
し
て
古
文
を
教
え
る
教

師
は
当
然
に
こ
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
と
く
に
大
学
の
教
員
の
場
合
、
文
法
な
ど
学
ぶ
よ
り
、

古
典
の
魅
力
や
楽
し
さ
、
そ
の
価
値
を
学
ぶ
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
文
法
を
基
礎
と
し
て
古
文
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
一
つ
一
つ
の
語
句
か
ら
は
じ
め
て
古
文
の
読
解
力
を
身
に
付
け
、
い
ま
で
は
無
意
識
に
文
法
的
に
古
文
を

理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。
文
法
を
学
ぶ
こ
と
が
無
駄
な
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
う
の

は
、
本
稿
の
筆
者
に
は
理
解
で
き
な
い
。

注︵
一
︶
た
と
え
ば
二
〇
一
六
年
の
新
語
・
流
行
語
大
賞
を
受
賞
し
た
﹁
神
っ
て
る
﹂
の
場
合
、﹁
神
っ
て
い
る
﹂

の
省
略
形
で
あ
り
、﹁
神
っ
﹂﹁
て
﹂﹁
い
る
﹂
と
品
詞
分
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
﹁
神
っ
﹂
は

連
用
形
で
あ
り
、
そ
の
終
止
形
は
﹁
神
る
﹂
と
な
る
。
こ
こ
に
見
る
、
古
代
よ
り
連
綿
と
続
く
﹁
る
﹂
の

接
辞
と
し
て
の
生
産
性
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
最
近
に
耳
に
す
る
﹁
こ
く
る
︵
告
る
？
︶﹂

も
同
様
で
あ
る
。﹁
こ
く
ら
せ
た
い
﹂
な
ど
と
テ
レ
ビ
の
画
面
中
の
若
い
女
優
さ
ん
が
言
う
と
、
筆
者
の

よ
う
な
老
人
は
品
詞
分
解
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
胸
に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。

︵
二
︶
橋
本
萬
太
郎
﹃
現
代
博
言
学　

言
語
研
究
の
最
前
線
﹄︵
大
修
館
書
店　

一
九
八
一
︶
第
3
章
﹁
一
致
と

母
音
調
和
と
ア
ク
セ
ン
ト
︱
語
句
音
形
論
﹂。
な
お
、
同
書
カ
バ
ー
に
記
さ
れ
た
書
籍
紹
介
の
一
文
は
以

下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。﹁
か
つ
て
、
言
語
学
が
博
言
学
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
人

類
の
も
つ
様
々
な
言
語
の
構
造
へ
の
新
鮮
な
興
味
は
、
言
語
の
研
究
に
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
し
た
。
中

国
諸
方
言
を
は
じ
め
東
洋
の
諸
言
語
に
通
じ
、
生
成
文
法
全
盛
期
の
ア
メ
リ
カ
で
学
究
生
活
を
送
っ
た
著
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者
は
、
抽
象
的
な
理
論
構
築
に
偏
り
つ
つ
あ
る
現
代
言
語
学
の
流
れ
に
あ
き
た
ら
ず
、
世
界
の
諸
言
語
の

該
博
な
知
識
を
武
器
に
、
か
つ
て
な
い
マ
ク
ロ
な
言
語
学
を
展
開
し
た
。
今
日
の
言
語
研
究
の
10
の
最
前

線
に
読
者
を
案
内
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
言
語
学
概
論
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
の
言
語
と
民
族
の
新
た
な
俯
瞰
図

を
提
供
す
る
野
心
作
で
あ
る
。﹂

︵
三
︶
橋
本
萬
太
郎
﹃
言
語
類
型
地
理
論
﹄︵
弘
文
堂　

一
九
七
八
︶。
の
ち
に
、﹃
橋
本
萬
太
郎
著
作
集
﹄
第
三

巻
︵
内
山
書
店　

二
〇
〇
〇
︶
に
所
収
。

︵
四
︶
こ
れ
も
い
ま
か
ら
何
十
年
も
前
の
こ
と
だ
が
、
大
学
院
の
入
試
で
他
の
受
験
者
は
み
な
外
国
語
が
英
語

で
あ
っ
た
の
に
、
筆
者
ひ
と
り
は
英
語
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
の
で
、
や
む
な
く
漢
字
な
ら
ば
ど
う
に
か

な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
中
国
語
を
選
択
し
た
。
そ
の
問
題
は
、
一
題
は
横
書
き
簡
体
字
、
も
ち
ろ
ん
句

読
点
付
き
の
現
代
文
で
、
こ
れ
は
予
想
し
て
い
た
と
お
り
だ
っ
た
が
、
も
う
一
題
は
縦
書
き
正
字
の
、
古

典
に
つ
い
て
の
文
章
の
中
国
の
版
本
の
コ
ピ
ー
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
漢
字
が
並
ん
で
い
る
だ
け
も
の
を
訳

せ
と
い
う
の
で
あ
り
、
驚
く
こ
と
に
な
っ
た
。
出
題
し
た
の
は
中
国
文
学
研
究
室
の
教
員
で
、
国
文
学
専

攻
の
学
生
で
も
こ
の
程
度
の
も
の
は
読
め
な
け
れ
ば
話
に
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
言

葉
の
リ
ズ
ム
や
対
句
や
韻
字
、
さ
ら
に
は
﹁
矣
﹂
や
﹁
也
﹂
や
﹁
焉
﹂
な
ど
の
、
漢
文
訓
読
法
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
﹁
置
き
字
﹂̶

そ
の
実
、
漢
語
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
心
情
表
現
を
担
う
文
字̶

を
手
が

か
り
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
漢
字
が
並
ぶ
だ
け
の
文
字
列
を
意
味
を
持
つ
言
語
と
し
て
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

︵
五
︶
た
だ
し
、
実
際
の
文
選
の
版
本
で
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
李
善
の
注
な
ど
の
注
記
が
細
字
二
行
で
挟
ま

れ
る
が
、
考
え
て
み
れ
ば
こ
の
注
記
も
シ
ン
タ
グ
マ
・
マ
ー
カ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
傍
注
で
も

欄
外
注
で
も
な
く
、
細
字
の
注
を
本
行
の
文
字
に
挟
み
込
む
注
記
の
方
法
自
体
が
、
漢
字
の
羅
列
と
い
う

漢
文
文
字
表
記
と
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

︵
六
︶
新
釈
漢
文
大
系
﹃
文
選
︵
賦
篇
︶
下
﹄︵
高
橋
忠
彦
著　

明
治
書
院
刊　
Ｈ
一
三
︶

︵
七
︶﹃
法
華
修
法
一
百
座
聞
書
抄
﹄︵
勉
誠
社　

一
九
七
六
︶

︵
八
︶﹃
中
山
家
本
源
氏
物
語　

わ
か
む
ら
さ
き　

す
ゑ
つ
む
は
な
﹄︵
日
本
古
典
文
学
会　
Ｓ
四
六
︶

︵
九
︶
小
松
は
言
う
。﹁
仮
名
文
の
場
合
に
は
、
構
文
指
標
と
な
る
文
字
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
大
部
分
の

文
字
は
表
音
文
字
で
あ
る
か
ら
、
中
国
語
古
典
文
や
漢
字
文
と
は
事
情
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
と
考
え

る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
文
字
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
観
念
的
に
捉
え
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
実
際
に
読
ん
で
み
れ

ば
、仮
名
文
テ
キ
ス
ト
に
は
語
句
の
連
綿
が
導
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
、連
綿
末
尾
の
助
詞
／
助
動
詞
な
ど
、

構
文
指
標
は
豊
富
で
あ
る
。﹂︵﹃
日
本
語
書
記
史
原
論
﹄
第
一
章
﹁
仮
名
文
の
発
達　

三
つ
の
書
記
様
式

の
一
つ
と
し
て
﹂
の
6
﹁
仮
名
文
の
切
れ
続
き
﹂︶
た
だ
し
、
筆
者
に
は
﹁
豊
富
で
あ
る
﹂
と
い
う
の
は

言
い
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
。

︵
一
〇
︶
前
稿
で
取
り
上
げ
た
絵
本
の
例
で
、﹃
う
ら
し
ま
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
る
と
こ
ろ
に
﹂﹁
う
ら
し
ま
た
ろ

う
と
い
う
﹂
の
よ
う
な
例
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
国
文
法
に
お
け
る
定
型
的
な
﹁
文
節
﹂
の
定
義
、
す
な
わ

り
﹁
一
つ
の
自
立
語
と
〇
個
以
上
の
付
属
語
に
よ
っ
て
文
節
が
形
成
さ
れ
る
﹂
と
い
う
定
義
か
ら
は
は
ず

れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
定
義
を
超
え
て
﹁
シ
ン
タ
グ
マ
﹂
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
理
解
す
れ
ば
、
絵
本
に
お
い
て
分
か
ち
書
き
さ
れ
な
い
一
体
の
も
の
と
し
て
表
記
さ
れ
た
の
も
、
疑

問
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。

 

︵
Ｒ
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九
︶


