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一　

は
じ
め
に

新
刊
の
白
川
静
著
『
漢
字
の
体
系
』（
平
凡
社　

二
〇
二
〇
年
九
月
）
は
、「
漢

字
の
繋
が
り
が
見
え
る
全
く
新
し
い
字
書
。
約
２
５
０
０
字
を
「
天
象
・
氏
族
・

祭
祀
」
等
の
テ
ー
マ
、「
安
・
才
・
多
」
等
の
形
態
素
別
に
分
類
し
解
説
」（
版
元

に
よ
る
）
し
た
一
冊
で
あ
る
。「
第
一
部
で
は
「
天
象
・
氏
族
・
祭
祀
」
な
ど
65

の
テ
ー
マ
別
に
約
７
０
０
字
、
第
二
部
で
は
「
安
」
か
ら
「
婁
」
ま
で
形
態
素
ご

と
に
約
１
８
０
０
字
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
解
説
」
す
る
と
も
い
う
（
こ
こ
で
い
う

形
態
素
は
、
言
語
学
の
用
語
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
）。

世
に
広
く
知
ら
れ
た
白
川
文
字
学
を
み
ず
か
ら
ま
と
め
た
最
後
の
締
め
く
く
り

と
な
る
本
書
は
遺
稿
と
も
位
置
付
け
う
る
も
の
で
あ
る
。
生
涯
に
わ
た
っ
て
既
存

の
権
威
に
挑
み
、
苦
境
に
あ
っ
て
も
信
念
を
曲
げ
る
こ
と
な
く
研
究
を
続
け
て
功

績
を
残
し
、
最
晩
年
に
あ
っ
て
一
〇
〇
〇
頁
を
超
え
る
著
述
を
な
し
た
著
者
に
ま

ず
敬
意
を
表
し
た
い
。

稿
者
は
、
先
秦
時
代
の
社
会
や
字
源
に
つ
い
て
、
か
つ
て
加
藤
常
賢
、
藤
堂
明

保
、
白
川
静
ほ
か
の
種
々
の
書
籍
で
研
究
に
触
れ
て
、
そ
の
学
者
像
に
憧
憬
を
抱

き
、
学
を
志
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
見
確
か
に
見
え
る
傍

証
を
伴
い
な
が
ら
各
氏
が
全
く
異
な
る
結
論
に
至
る
「
白
」
な
ど
の
例
、
甲
骨
や

金
文
の
不
確
か
な
形
態
や
当
時
の
不
明
確
な
発
音
に
対
す
る
解
釈
に
明
確
な
根
拠

が
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
断
定
す
る
姿
勢
な
ど
を
見
て
い
く
に
つ
れ
、
ま
た
近
代
の

言
語
学
は
個
々
の
語
の
根
源
的
な
語
源
や
正
誤
、
美
醜
を
扱
う
も
の
で
は
な
い
こ

と
（
そ
も
そ
も
文
字
も
中
心
的
に
は
扱
わ
な
い
こ
と
）
な
ど
を
学
ぶ
中
で
、
実
証

で
き
る
こ
と
が
多
い
、
よ
り
新
し
い
時
代
の
漢
字
の
使
用
実
態
や
変
遷
の
原
因
の

追
究
へ
と
関
心
が
移
っ
た
。

そ
う
い
う
こ
と
に
よ
り
、
学
部
生
の
頃
か
ら
中
国
古
代
の
文
字
は
専
門
と
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
著
者
か
ら
の
書
籍
な
ど
活
字
を
通
じ
て
の
学
恩
に
報
い
る

た
め
に
、
こ
の
依
頼
を
引
き
受
け
た
。
ま
た
、
著
者
は
、「
知
識
は
、
す
べ
て
を

疑
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
」
と
述
べ
て
い
た
（『
毎
日
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
二
月

一
六
日
付
「
人
生
流
儀
」
ほ
か
）。
著
者
の
学
者
と
し
て
の
こ
の
信
条
は
首
肯
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
真
実
を
追
究
す
る
者
は
当
然
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
前
提

と
な
る
姿
勢
で
あ
る
。
著
者
の
遺
志
を
受
け
と
め
、
以
下
は
漢
字
学
の
一
端
を
研

究
す
る
者
と
し
て
の
問
題
意
識
に
基
づ
く
記
述
と
な
る
こ
と
を
、
ご
理
解
頂
き
た

書
評

白
川
静
著
『
漢
字
の
体
系
』

笹　
　

原　
　

宏　
　

之
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い
。

二　

字
源
探
究
に
付
き
ま
と
う
困
難

字
源
の
探
究
は
、
方
法
論
的
な
困
難
を
抱
え
て
い
る
。
ま
ず
古
代
中
国
で
の
造

字
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
、
あ
る
い
は
同
時
代
の
客
観
的
な
記
述
が

残
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
そ
こ
で
書
か
れ
た
文
字
が
最
重
要
な
資
料
と
な
る
。

殷
周
代
の
甲
骨
文
や
金
文
は
、
文
意
は
か
な
り
の
程
度
ま
で
解
読
さ
れ
て
い
る
と

さ
れ
る
。

し
か
し
、
個
々
の
字
に
つ
い
て
は
形
音
義
や
用
法
の
各
面
で
、
種
々
の
問
題
が

残
さ
れ
て
い
る
。
三
〇
〇
〇
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
漢
字
の
多
く
が
記
さ
れ
た
素

材
と
と
も
に
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
重
い
。
甲
骨
も
鐘
鼎
も
、
厳
し
い
自

然
環
境
と
度
重
な
る
戦
乱
な
ど
の
中
で
偶
然
に
後
代
に
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
遺
物

と
い
え
る
。
そ
し
て
出
土
し
た
甲
骨
文
は
比
較
的
整
然
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
よ
り
古
い
原
初
の
漢
字
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
変
形
を
経
た
字
形

し
か
見
ら
れ
な
い
字
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

造
字
さ
れ
た
段
階
で
の
字
義
（
本
義
や
原
義
）
や
文
法
的
な
機
能
（
用
法
）
に

つ
い
て
も
確
実
な
資
料
は
失
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
あ
る
事
物
や
概
念
に
あ
る
字

形
が
与
え
ら
れ
た
意
図
に
つ
い
て
は
、
故
人
の
心
内
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
記
述
が
見
つ
か
ら
な
い
以
上
、「
本
来
」
を
語
る
場
合
、
仮
説
と
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

そ
し
て
当
時
話
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
言
語
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
殷
人

の
言
語
は
、
タ
イ
語
系
と
み
る
説
が
あ
っ
た
（
藤
堂
一
九
八
三
・
同
一
九
九
三
ほ

か
）。た
だ
し
タ
イ
語
も
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
族
に
属
す
る
と
し
た
う
え
の
も
の
で
、

シ
ナ
・
タ
イ
語
派
の
一
つ
と
見
て
い
た
。
一
方
、
金
文
を
検
討
し
、
方
言
の
差
程

度
で
同
類
と
み
る
説
が
提
唱
さ
れ
た
（
佐
藤
二
〇
一
九
a
）。
言
語
そ
の
も
の
の

具
体
的
な
音
韻
体
系
や
語
形
、
文
法
な
ど
が
判
然
と
し
な
い
中
で
解
読
と
語
の
特

定
を
行
う
こ
と
に
は
困
難
が
生
じ
る
。
わ
ず
か
に
形
声
文
字
（「
寮
」「
宇
」「
語
」

な
ど
）
や
仮
借
用
法
が
当
時
の
発
音
の
影
を
残
す
ば
か
り
で
あ
る
。

古
代
の
言
語
音
や
漢
字
音
は
、
比
較
言
語
学
、
音
韻
学
な
ど
の
方
法
も
基
に
し

て
再
構
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
復
元
さ
れ
る
発
音
は
、
古
代
に
遡
る
ほ
ど
複
雑
な
も

の
と
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
実
際
の
音
価
は
自
然
で
な
だ
ら
か
な
も
の
も
あ
っ
た

こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
時
代
と
と
も
に
複
雑
化
す
る
諸
文
化
の
現
象
と
は
矛
盾

を
呈
す
る
。

文
字
を
書
い
た
人
々
と
そ
の
文
化
、
彼
ら
が
暮
ら
し
た
社
会
と
信
仰
、
儀
礼
な

ど
の
実
像
に
迫
る
必
要
も
あ
る
。
文
字
か
ら
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
遺
物
や

考
古
学
的
な
資
料
、
史
料
か
ら
も
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
存
在
が
確
か
め

ら
れ
な
い
呪
術
を
想
定
し
た
字
源
説
は
仮
説
に
と
ど
ま
り
、
落
合
二
〇
二
〇
は

「
取
」
な
ど
の
字
で
そ
れ
ら
を
排
除
す
る
。
社
会
か
ら
文
字
を
知
ろ
う
と
す
る
方

法
を
採
り
、
時
に
文
字
か
ら
社
会
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
循
環
の
危
う
さ
が
伴
う
。

本
書
で
は
フ
レ
イ
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
に
収
め
ら
れ
た
古
代
の
各
地
の
習
俗
が

引
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
（「
虔
」
な
ど
）、
同
じ
人
間
、
同
じ
時
代
な
の
で
、
同

じ
文
化
圏
、同
じ
社
会
だ
か
ら
と
い
っ
て
同
一
の
意
識
を
共
有
す
る
と
は
限
ら
ず
、

ま
た
他
者
で
あ
る
個
人
の
心
理
を
推
断
し
正
確
に
理
解
で
き
る
も
の
か
、
そ
も
そ

も
現
代
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
推
論
が
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か
は
問
わ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。古
代
人
は
素
朴
で
あ
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
世
に
な
く
は
な
い
が
、

俄
に
は
信
を
措
き
が
た
い
。
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こ
れ
ら
列
記
し
て
き
た
諸
点
を
実
証
的
に
統
合
し
な
け
れ
ば
、
万
人
を
納
得
さ

せ
る
字
源
説
は
生
み
出
せ
な
い
。そ
れ
以
前
に
存
在
す
る
語
の
語
源
に
つ
い
て
も
、

よ
り
根
源
的
で
は
あ
る
が
本
質
的
に
同
様
で
あ
り
、
オ
ー
パ
ー
ツ
的
な
資
料
が
劇

的
に
出
土
し
な
い
限
り
、
断
定
的
な
判
断
は
困
難
で
あ
る
。

実
証
の
た
め
の
根
拠
と
な
る
も
の
に
散
逸
や
欠
落
が
あ
る
場
合
、
遺
物
同
士
に

つ
な
が
り
を
設
け
る
た
め
に
は
、
論
理
的
な
合
理
性
が
求
め
ら
れ
る
。
無
理
の
な

い
論
証
で
あ
る
。
不
足
す
る
場
合
は
、
後
代
の
連
続
す
る
事
物
に
そ
れ
ら
の
痕
跡

を
見
出
す
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
物
証
、論
証
と
も
に
万
全
で
は
な
い
場
合
に
は
、

恣
意
性
を
排
し
て
資
料
を
提
示
し
可
能
な
解
釈
と
推
測
と
を
分
け
て
記
述
し
、
不

明
な
部
分
は
未
詳
と
明
言
す
る
こ
と
が
後
代
の
た
め
に
必
要
な
措
置
と
な
ろ
う
。

稿
者
は
古
代
文
字
学
の
世
界
に
ロ
マ
ン
と
敬
意
を
抱
く
者
で
あ
る
が
、
研
究
上

の
関
心
は
上
述
の
通
り
漢
字
の
根
源
よ
り
も
変
遷
に
あ
り
、
と
く
に
和
製
漢
字
の

展
開
が
そ
の
中
心
に
あ
る
。
そ
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
と
き
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の

ば
あ
い
上
記
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
十
全
に
は
揃
え
ら
れ
な
い
た
め
に
、
後
述
す
る
よ

う
に
か
な
り
の
想
像
を
加
え
る
必
要
が
あ
り
、
古
い
字
ほ
ど
断
定
を
避
け
ざ
る
を

え
な
い
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る
。
数
百
年
の
前
の
日
本
の
字
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も

そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
ま
し
て
、
と
考
え
る
と
諦
め
る
者
が
多
い
こ
と
は
無

理
も
な
い
。
そ
こ
に
果
敢
に
も
斬
り
込
ん
だ
先
達
の
一
人
が
著
者
で
あ
っ
た
。

三　

百
科
篇
の
個
々
の
検
討

前
半
の
「
百
科
篇
」
で
は
、
著
者
の
到
達
し
た
体
系
的
な
枠
組
み
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
意
味
分
類
と
字
種
の
選
択
に
よ
る
立
項
に
は
、
著
者
が
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
古
代
中
国
社
会
の
思
想
、
民
俗
や
生
活
、
風
習
に
対
す
る
見
方
と
漢

字
観
が
伺
え
る
。

「
秋
」（
一
六
頁
）
は
、
甲
骨
文
を
秋
の
収
穫
時
の
害
虫
を
焼
く
形
と
み
る
。
甲

骨
文
の
字
形
、
要
素
と
そ
の
配
置
位
置
を
理
解
し
、
文
献
を
含
め
た
字
義
の
捕
捉
、

当
時
の
習
俗
に
対
す
る
推
理
と
中
国
に
お
け
る
研
究
成
果
を
活
用
し
た
一
つ
の
到

達
点
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
斤
」（「
お
の
」
の
形　

五
〇
六
頁
）
の
よ
う

に
方
法
論
を
大
き
く
異
に
す
る
他
者
の
研
究
成
果
と
一
致
す
る
説
も
少
な
か
ら
ず

あ
る
。

「
卜
」（
二
〇
七
頁
）
で
は
ボ
ク
と
い
う
音
の
由
来
に
触
れ
な
い
よ
う
に
、
本
書

で
は
字
形
、
字
義
に
比
し
て
字
音
に
対
す
る
言
及
が
少
な
い
。
ま
た
日
本
漢
字
音

の
字
音
仮
名
遣
い
に
よ
る
発
音
表
記
は
、
後
継
す
る
者
が
検
討
し
精
緻
化
を
要
す

る
点
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
二
重
声
符
を
「
あ
り
え
な
い
」（
一
四
四
頁
）
と
す
る

点
も
同
様
で
あ
る
。

「
民
」（
六
二
・
九
四
七
頁
）
は
、
目
を
つ
ぶ
さ
れ
た
様
子
と
み
る
こ
と
は
妥
当

だ
と
し
て
、「
お
そ
ら
く
神
の
徒
隷
と
し
て
仕
え
る
者
」
と
い
う
推
測
は
資
料
か

ら
証
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
転
注
篇
に
お
い
て
は
断
定
を
し
て
い
る
、
こ
う
し

た
点
に
関
し
て
は
批
判
が
少
な
く
な
い
。
大
西
二
〇
〇
九
は
そ
の
一
つ
の
例
で
あ

り
、
そ
の
解
釈
の
差
異
を
挙
げ
る
と
、「
泰
」（
二
五
頁
）
を
水
中
に
陥
っ
た
人
を

左
右
の
手
で
救
い
あ
げ
る
形
と
み
る
の
に
対
し
、
大
西
二
〇
一
三
は
、
秦
の
全
国

統
一
を
記
念
し
て
そ
の
水
徳
に
合
わ
せ
て
「
秦
」
に
似
せ
て
作
り
「
大
」
に
替
え

た
と
す
る
。

「
休
」（
二
四
一
頁
）
の
旁
の
部
分
は
金
文
で
は
「
木
」
で
は
な
く
「
禾
」
と
い

う
が
、
本
書
に
掲
げ
ら
れ
た
字
形
は
前
の
頁
の
「
禾
」
の
そ
れ
と
重
な
ら
な
い
。

ま
た
、
示
さ
れ
て
い
る
甲
骨
の
独
特
な
字
形
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
点
も
気
に
な
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る
。「

幸
」
は
「
コ
ウ
」「
し
あ
わ
せ
」「
さ
ち
」
と
い
う
音
訓
か
ら
は
索
引
で
見
つ

け
ら
れ
な
い
。
実
際
に
「
信
」
の
よ
う
な
頻
用
の
字
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
あ
る
が
、「
㚔
」（
七
八
三
頁　

タ
ツ
）
と
い
う
項
目
に
見
ら
れ
る
。「
幸
」
の

字
で
は
藤
堂
と
同
様
に
手
か
せ
象
形
説
を
取
っ
て
い
た
が
、
研
究
を
更
新
し
、
修

正
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
近
年
、
変
遷
に
問
題
の
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
字
で
あ
り
（
笠
川
二
〇
二
〇
ほ
か
）、
今
後
の
さ
ら
な
る
展

開
と
記
述
の
整
備
が
後
続
の
研
究
者
に
求
め
ら
れ
る
。

「
竜
（
龍
）」
に
つ
い
て
は
立
項
し
て
い
な
い
。
た
だ
「
龔
」
の
項
目
な
ど
で
触

れ
て
お
り
、
や
は
り
全
体
を
読
む
必
要
が
あ
る
。
こ
の
伝
承
古
文
の
一
つ
に
つ
い

て
、
笹
原
二
〇
一
四
〜
二
〇
一
九
に
追
究
し
た
の
だ
が
、「　
　
　

」
と
い
う
周

代
の
も
の
と
し
て
宋
代
か
ら
現
れ
る
、
字
形
も
拓
本
も
文
章
も
何
も
か
も
が
怪
し

い
系
統
の
字
で
あ
っ
て
も
、
古
代
の
存
在
を
否
定
し
が
た
い
点
が
い
く
つ
も
確
か

め
ら
れ
た
。「
九
」（
四
八
五
頁
）
に
お
い
て
は
、「
九
は
竜
の
形
。
お
そ
ら
く
身

を
折
り
曲
げ
て
い
る
雌
の
竜
で
あ
ろ
う
。
岐
頭
の
竜
を
虯
竜
と
い
い
、
甲
骨
文
の

竜
の
字
は
九
の
字
形
に
近
い
。」
と
す
る
。「
禸
」「
究
」
な
ど
も
こ
れ
に
よ
る
と

す
る
。「
旬
」（
字
音
の
シ
ュ
ン
か
ら
は
引
け
な
い
）「
云
」「
雲
」
も
同
様
と
す
る

が
、
落
合
二
〇
二
〇
な
ど
は
「
龍
」
の
字
と
の
形
態
上
の
違
い
を
指
摘
し
、
腕
や

雲
の
形
と
見
る
。

本
書
は
「
口
」
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。「
載
書
」
は
Ⅰ
Ⅱ
に
わ
た
っ
て
説
か

れ
て
い
る
も
の
の
、
索
引
か
ら
も
辿
り
着
き
に
く
い
。「
コ
ウ
・
く
ち
」
の
使
用

は
稀
で
、「
サ
イ
・
祝
詞
を
入
れ
る
器
」
と
し
て
の
使
用
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た

と
す
る
著
者
の
文
字
論
の
根
幹
は
、
発
表
当
初
か
ら
斬
新
さ
を
持
っ
て
受
け
止
め

ら
れ
た
。
た
だ
今
日
に
至
る
ま
で
、「
サ
イ
」
の
材
質
の
た
め
か
実
物
が
確
実
に

存
在
し
た
と
い
う
決
定
的
な
証
拠
と
な
る
考
古
学
的
な
文
物
が
な
お
も
見
つ
か
っ

て
お
ら
ず
（
そ
の
可
能
性
を
示
す
出
土
品
に
つ
い
て
は
佐
藤
二
〇
一
九
b
参
照
）、

仮
定
の
上
に
白
川
文
字
学
の
体
系
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
な
お
も
仮

説
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
の
位
置
付
け
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
。
多
く
の
漢
字
に
見
出
し
た
呪
術
性
と
と
も
に
、
構
成
要
素
の
「
横
」
に
「
サ

イ
」
に
よ
る
解
釈
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
に
は
「
口
」
を
含
む
字
が
か

な
り
の
比
率
で
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
へ
の
不
審
と
批
判
が
諸
氏
か
ら
寄
せ

ら
れ
、
個
々
の
字
に
下
し
た
判
断
、
認
定
さ
え
も
一
切
無
視
し
よ
う
と
す
る
人
も

お
り
、
そ
こ
を
い
か
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
か
が
、
今
後
の
古
代
文
字
研
究
者
に
課

せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
。

「
甘
」（
三
二
一
頁
）
は
、
ク
チ
で
は
な
く
「
錠
の
形
」、
嵌
入
の
意
、
形
と
み

る
（
大
形
二
〇
一
八
参
照
）。「
器
」（
一
〇
〇
頁
）
で
は
『
説
文
解
字
』
が
「
器
」

は
器
の
口
に
象
る
、
犬
は
こ
れ
を
守
る
所
以
な
り
と
す
る
こ
と
を
退
け
、「
口
」

を
サ
イ
と
し
、
犬
牲
を
以
て
清
め
た
器
と
み
る
。
な
お
、
時
空
と
言
語
を
超
え
て

常
用
漢
字
の
字
体
へ
の
批
判
も
行
う
。「
尼
」
で
は
ア
マ
へ
の
転
用
に
批
判
を
与

え
て
お
り
、「
原
義
」
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。

「
横
」
が
ク
チ
の
ほ
か
に
容
器
も
表
す
と
の
指
摘
自
体
は
、
著
者
の
独
創
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
清
末
に
徐
灝
が
『
説
文
解
字
注
箋
』
に
お
い
て
「
局
」「
龠
」

な
ど
や
「
器
（
器
）」
に
含
ま
れ
る
口
は
ク
チ
で
は
な
く
器
、
器
物
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

民
国
期
以
降
で
は
、
于
省
吾
（「

」
に
関
し
て
）
に
つ
い
て
佐
藤
二
〇
一
九

b
に
指
摘
が
あ
り
、
唐
蘭
も
『
古
文
字
学
導
論
』
に
お
い
て
「
横
」
が
食
器
の
形
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館
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字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
四
號

八
一

も
表
す
と
し
て
い
た
（
落
合
淳
思
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）。
日
本
で
も
、
林
泰
輔

（
一
九
二
二
年
没
）
が
、『
支
那
上
代
史
之
研
究
』
な
ど
に
お
い
て
す
で
に
（
貝
や

冊
の
）「
そ
の
下
に
あ
る
横
は

（
は
こ
・
ひ
つ
の
意
）
の
形
」
と
推
測
し
て
い

る
（
大
形
徹
「
新
発
見
で
覆
る
定
説
。
古
代
文
字
の
世
界
は
お
も
し
ろ
い
」　

二
〇
一
七
年　

https://kaigo.new
s-postseven.com

/59893　

大
形
氏
か
ら
御

教
示
も
頂
い
た
）。
内
藤
湖
南
も
ま
た
『
東
洋
文
化
史
研
究
』（
一
九
一
七
「
支
那

上
古
の
社
会
状
態
」　

一
九
三
六
な
ど　

久
米
二
〇
二
〇
）
で
「
祭
」
に
見
ら
れ

た
「
横
」
の
形
は
「
肉
を
供
へ
る
こ
と
」
と
解
し
て
い
た
こ
と
な
ど
も
知
ら
れ
て

い
る
。
落
合
二
〇
一
一
な
ど
も
、
祝
詞
を
入
れ
る
器
、
入
れ
な
い
器
の
意
を
認
め

て
い
る
。

「
サ
イ
」
に
関
す
る
推
論
は
体
系
的
で
あ
る
が
、
相
互
の
字
が
互
い
に
証
明
の

要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
点
も
残
さ
れ
て
お
り
、
築
か
れ

た
白
川
文
字
学
が
根
底
か
ら
揺
る
が
さ
れ
か
ね
な
い
。「
才
」（
九
五
、
五
九
八
頁
）

の
上
部
に
も
「
横
（
サ
イ
）」
が
あ
る
と
す
る
。「
字
形
」
を
重
視
す
る
著
者
だ
が
、

本
書
に
挙
げ
る
甲
骨
文
、
金
文
の
字
形
が
他
の
「
サ
イ
」
と
す
る
字
形
と
か
な
り

異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
点
が
気
に
掛
か
る
。
印
刷
の
苦
労
は
「
白
川
先
生

が
伝
え
た
か
っ
た
本
当
の
漢
字
の
世
界
」（『
漢
字
之
窓
』
二

二　

二
〇
二
〇
）

な
ど
に
記
さ
れ
て
い
て
敬
意
を
表
す
る
者
で
あ
る
が
、
よ
り
説
明
に
適
し
た
字
形

が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
今
後
は
そ
の
器
物
名
も
示
さ
れ
る
と
検
証

が
容
易
と
な
る
。「
耳
」
や
「
齒
」（
歯
）
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
齒
」

に
は
「
口
」
の
篆
書
の
よ
う
な
形
を
甲
骨
文
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
大
形

二
〇
一
八
、
黄
二
〇
一
九
ほ
か
）。

言
語
は
文
字
よ
り
も
先
に
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
、
字
源
を
音
韻
か
ら
考
え
る

立
場
も
あ
る
。
藤
堂
明
保
は
国
内
に
お
け
る
そ
の
先
駆
者
で
あ
り
、
カ
ー
ル
グ
レ

ン
の
単
語
家
族
説
を
発
展
さ
せ
た
。
そ
の
成
果
に
は
見
る
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
一

方
で
、
例
え
ば
『
学
研
漢
和
大
字
典
』
で
は
「
淫
」
に
つ
い
て
字
形
を
誤
っ
て
認

識
し
た
上
で
の
曲
解
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
字
訓
し
か
持
た
な
い
日
本
製
漢
字
に

対
し
て
ま
で
グ
ル
ー
プ
化
を
無
理
に
行
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

さ
ら
に
漢
字
の
場
合
は
、
書
き
言
葉
が
成
立
し
た
後
に
、
廃
字
と
な
っ
た
漢
字

を
見
つ
け
出
し
て
新
た
な
語
の
表
記
と
し
て
復
活
さ
せ
た
り
、
漢
字
を
念
頭
に
置

い
て
熟
語
な
ど
の
造
語
を
行
っ
た
り
す
る
と
い
う
西
洋
の
言
語
学
で
は
想
定
し
え

な
か
っ
た
言
語
行
動
も
な
さ
れ
、
さ
ら
に
訓
読
み
の
よ
う
な
現
象
も
各
地
で
発
生

し
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
文
字
が
音
声
に
先
立
つ
事
象
も
起
き
て
い
た
。

「
阜
」（
八
八
頁
）
は
神
梯
と
み
る
。「
道
」（
七
八
頁
）
に
つ
い
て
は
、
金
文
の

字
形
か
ら
、
首
を
手
に
携
え
て
祓
い
清
め
る
た
め
に
道
を
行
く
と
す
る
。
な
る
べ

く
多
く
の
形
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
著
者
の
方
法
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
呪
術
の
存
在
は
、
文
化
人
類
学
的
に
は
想
像
で
き
て
も
、
こ
の
字
に
そ
れ

が
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
文
献
に
も
遺
物
に
も
直
接
の
具
体
性

を
持
っ
た
根
拠
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。
著
者
が
判
断
す
る
に
至
っ
た
根
拠
（
字
形

や
典
拠
な
ど
）
と
思
考
の
過
程
と
真
意
を
確
か
め
る
に
は
『
字
統
』
な
ど
の
よ
り

詳
し
い
解
説
に
戻
る
必
要
が
出
て
く
る
。
著
者
は
、
各
種
の
著
述
に
お
い
て
分
か

ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
と
明
言
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合

と
断
言
す
る
場
合
と
の
違
い
が
読
み
取
り
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。

著
者
の
字
源
説
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
漢
和
辞
典
な
ど
に
も
部
分

的
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ま
た
、
書
籍
や
テ
レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
メ



白
川
静
著
『
漢
字
の
体
系
』

八
二

デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
と
き
に
本
当
は
怖
い
漢
字
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
て
、
古

代
中
国
に
対
す
る
一
般
に
広
ま
っ
て
い
る
戦
乱
や
策
謀
や
神
仙
の
織
り
な
す
漠
然

と
し
た
世
界
観
に
融
合
し
な
が
ら
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
教
育
の
場
で
は
、
そ
れ
を

聞
い
て
泣
く
子
が
い
た
と
話
す
人
が
い
た
。
福
井
県
出
身
の
学
生
た
ち
に
聞
く
限

り
、白
川
式
の
漢
字
教
育
は
彼
ら
に
種
々
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
義
務
教
育
を
通
し
て
、
子
の
名
付
け
に
い
く
つ
か
の
字
の
選
択
が
少
な

く
な
る
傾
向
が
地
域
性
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
日
本
人
は
、
基
本

的
に
和
語
こ
そ
が
身
体
性
を
伴
っ
た
語
彙
で
あ
る
た
め
、
漢
字
を
訓
読
み
し
、
そ

の
字
形
に
意
味
を
見
出
し
、
ま
た
字
形
を
意
味
に
結
び
つ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
。
一
方
、
中
国
の
人
々
は
、
中
国
語
の
発
音
を
そ
こ
に
託
し
、
ま
た
見
出
そ
う

と
す
る
資
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
随
所
で
感
じ
ら
れ
、
ま
た
観
察
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。著
者
が
甲
骨
文
に
形
声
符
を
認
め
る
こ
と
も「
青
」（
二
七
六
、
七
二
三

頁　

百
科
篇
で
は
「
お
そ
ら
く
」
と
す
る
）
の
よ
う
に
あ
る
が
、
こ
の
「
道
」
字

に
は
形
声
説
を
採
ら
な
い
。

造
字
者
が
仮
に
異
族
か
ら
刈
り
取
っ
た
生
首
を
意
図
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
字

を
受
け
継
い
だ
人
々
が
同
じ
よ
う
に
認
識
を
し
て
使
用
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
漢

字
を
習
う
過
程
で
、
造
字
者
自
身
が
解
説
を
記
し
た
字
源
ま
で
教
わ
っ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
時
期
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
周
代
に
す

で
に
「
武
」
に
対
す
る
「
戈
」
を
「
止
め
る
」
か
ら
な
る
と
の
俗
解
（
民
間
字
源
）

が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
六
書
説
が
記
録
に
表
れ
る
時
期
が
遅
い
こ

と
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
後
の
『
蒼
頡
篇
』
の
よ
う
な
識
字
教
科
書
に
よ
っ
て

漢
字
の
書
か
れ
た
文
章
の
中
で
漢
字
を
ひ
た
す
ら
覚
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ

る
程
度
覚
え
れ
ば
、
他
の
竹
簡
な
ど
か
ら
も
字
を
覚
え
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
そ

の
場
で
既
存
の
字
を
応
用
し
て
造
字
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら

字
形
は
変
化
し
、
字
種
も
増
減
を
繰
り
返
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
後

の
道
教
の
信
仰
に
お
い
て
「
道
」
を
考
え
る
際
に
、
こ
の
生
首
の
イ
メ
ー
ジ
は
ほ

と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
眞
」（
真
）
に
つ
い
て
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る
。

字
源
研
究
全
般
に
対
し
て
い
え
る
こ
と
だ
が
、
古
代
に
は
、
ダ
ブ
ル
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
的
な
造
字
は
皆
無
だ
っ
た
と
言
い
切
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
会
意
形
声
と
い
う

方
法
の
存
在
さ
え
否
定
す
る
者
が
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
笹
」
は
周
代
の
金

文
に
見
え
る
字
で
（
笹
原
二
〇
〇
七
、
落
合
二
〇
二
〇
ほ
か
）、
そ
れ
か
ら

二
〇
〇
〇
年
ほ
ど
た
っ
た
室
町
時
代
こ
ろ
に
日
本
で
も
現
れ
る
字
で
あ
る
。
日
本

で
は
、
簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
過
去
と
同
時
代
の
文
献
に
お
け
る
使
用
実
態
な
ど

種
々
の
状
況
証
拠
か
ら
、「
竹
葉
」
の
会
意
的
な
合
字
化
、
そ
の
頃
に
使
わ
れ
て

い
た
「
巫
」（
篠
を
元
に
し
た
字
か
）
の
「
少
」
を
字
音
が
一
部
重
な
る
「
世
」

に
置
き
換
え
た
異
体
字
化
と
い
う
二
つ
の
動
機
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

に
も
「
竹
に
は
節
（
よ
）」
す
な
わ
ち
「
世
」
が
あ
る
と
い
う
意
識
も
造
字
者
の

脳
裏
に
連
想
的
に
浮
か
び
造
字
を
あ
と
押
し
し
た
可
能
性
さ
え
排
除
で
き
な
い
。

む
し
ろ
、
例
え
ば
「
日
本
」
と
い
う
命
名
や
解
釈
の
際
に
、
複
数
の
絡
み
合
う
典

故
に
よ
っ
て
深
い
教
養
と
知
識
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
り
（
大
形

二
〇
二
〇
）、
過
去
の
造
字
に
お
い
て
、
こ
の
典
故
を
根
拠
や
着
想
に
置
き
換
え

て
も
良
い
が
、
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
と
断
定
で
き
る
も
の
だ
ろ

う
か
。

現
代
は
文
字
使
用
者
を
取
り
巻
く
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
も
の
の
造
字

行
為
自
体
に
は
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
創
作
漢
字
を
六
〇
〇
〇
種
ほ
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ど
分
析
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
そ
う
し
た
複
数
の
成
り
立
ち
を
創
作

者
自
ら
が
一
字
に
お
い
て
語
る
も
の
も
あ
っ
た
（
稿
者
に
も
思
い
当
た
る
経
験
が

内
省
さ
れ
る
）。
こ
れ
ら
も
本
当
に
現
代
日
本
だ
け
の
完
全
に
普
遍
性
を
持
た
な

い
現
象
と
言
い
切
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

造
字
者
自
身
の
字
解
に
は
、
江
戸
時
代
の
安
藤
昌
益
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
も

の
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
実
用
を
企
図
し
た
造
字
で
は
な
か
っ
た
。
よ
り
近
い
例

で
は
、
人
力
車
（
中
国
の
他
の
字
義
で
は
な
く
）
を
意
味
す
る
「
俥
」
に
つ
い
て

は
、造
字
者
が
み
ず
か
ら
意
図
を
語
っ
た
記
録
が
一
八
七
二
年
一
一
月
一
四
日「
東

京
日
日
新
聞
」
二
三
六
号
（
現
在
は
「
毎
日
新
聞
」）
に
残
さ
れ
て
い
る
。

  

古
今
文
明
の
際
凡
そ
事
簡
易
に
し
て
明
解
な
る
を
貴
ぶ
因
て
示
後
馬
車
を
馬車

と
書
し
人
力
車
を
俥
と
書
し
文
書
往
復
す
べ
し
文
路
の
諸
君
そ
れ
之
を
記
せ

よ　

大
簡
堂
主
人
誌

不
可
知
論
に
陥
る
ば
か
り
で
は
先
に
進
め
な
い
が
、
む
ろ
ん
そ
こ
に
も
作
者
の

胸
中
に
去
来
し
た
真
実
の
意
図
が
正
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
保
留

す
べ
き
点
が
な
く
も
な
い
。
こ
の
十
年
前
に
中
国
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
易
鏡
清
・

易
本

『
字
孳
補
』
に
収
め
ら
れ
て
い
た
同
形
字
を
踏
ま
え
た
と
は
伝
来
の
状
況

や
内
容
面
な
ど
の
点
か
ら
考
え
に
く
い
が
、
こ
の
記
述
か
ら
「
人
力
車
」
の
略
合

字
だ
っ
た
の
か
、
人
の
隣
に
車
を
配
置
す
る
こ
と
に
象
形
性
を
含
意
さ
せ
た
会
意

文
字
だ
っ
た
の
か
、「
く
る
ま
」
と
読
ま
せ
る
意
志
も
あ
っ
た
の
か
、
後
に
俥
夫

と
し
て
現
れ
る
「
シ
ャ
」
と
い
う
音
を
許
容
し
て
い
た
の
か
は
、
完
全
に
は
読
み

取
り
が
た
い
。

「
白
」
に
つ
い
て
は
、見
出
し
「
伯
」（
三
六
頁
）
に
お
い
て
説
い
て
い
る
。『
説

文
解
字
』
が
篆
書
や
せ
い
ぜ
い
古
文
、
籀
文
を
対
象
に
、
と
き
に
易
や
五
行
説
の

影
響
を
受
け
た
解
釈
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
（
福
田
一
九
七
九

ほ
か
。「
爻
」「
壬
」な
ど
。「
禿
」に
は
王
育
の
民
間
字
源
の
よ
う
な
説
も
引
く
。）、

著
者
も
こ
の
字
に
対
し
て
成
り
立
ち
を
断
定
す
る
。信
念
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
た
め
に
は
読
者
に
疑
う
余
地
を
残
さ
な
い
よ
う
な
エ
ビ
デ
ン
ス
の
明
示
が
不

可
欠
と
な
る
。
た
と
え
ば
「
終
助
詞
」
の
項
目
で
は
「
で
あ
ろ
う
」「
ら
し
い
」

と
推
測
を
示
す
表
現
が
複
数
見
ら
れ
る
。
読
者
は
そ
れ
を
検
証
し
、
総
合
的
に
理

解
し
よ
う
と
す
れ
ば
著
者
の
他
の
膨
大
な
著
作
を
参
観
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
本
書
は
著
者
の
最
終
作
に
し
て
、白
川
文
字
学
の
入
り
口
と
な
っ
て
い
る
。

随
所
で
中
国
古
代
の
習
俗
に
関
し
て
、奈
良
時
代
の
『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』

が
引
か
れ
て
い
る
点
も
、
著
者
の
過
去
の
著
述
を
読
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
日
中
と

い
う
空
間
と
文
化
の
違
い
、
時
代
の
隔
た
り
を
超
え
て
つ
な
が
り
を
見
出
そ
う
と

す
る
論
を
理
解
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

声
符
と
原
義
と
の
関
係
に
も
体
系
性
が
重
要
だ
と
す
る
が
、
古
代
の
漢
字
は
完

全
な
体
系
性
を
維
持
で
き
る
ま
で
に
一
元
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
検

証
は
不
要
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
甲
骨
の
書
記
に
当
た
っ
た
グ
ル
ー
プ
に
二
派

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
古
代
に
お
い
て
書
風
の
差
に
と
ど
ま
ら
ず
、

字
に
よ
っ
て
は
個
別
的
に
作
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
排
除
し
が
た
い
。
春
秋
戦

国
の
世
で
は
、
各
国
で
字
形
に
変
異
が
派
生
す
る
。
六
書
と
い
う
概
念
が
整
備
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
個
々
人
の
造
字
行
為
の
際
の
心
内
で
の
意
図

に
関
し
て
、
体
系
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
の
み
注
意
を
向
け
れ
ば
、
全
体
の
た
め

に
個
別
の
特
異
性
を
捨
象
し
、
帳
尻
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
操
作
を
生
み
出
す
恐

れ
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。
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転
注
篇
の
個
々
の
検
討

後
半
は
、「
転
注
篇
」
と
題
す
。
部
首
に
よ
っ
て
字
を
分
類
し
た
『
説
文
解
字
』

に
お
い
て
許
慎
は
六
書
説
の
中
の
転
注
を
「
建
類
一
首
同
意
相
受
」
と
曖
昧
な
説

明
を
し
た
た
め
に
、
現
在
で
も
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
著
者
は
形
声

符
を
等
し
く
す
る
文
字
は
字
義
に
も
共
通
性
が
あ
る
と
解
釈
し
た
よ
う
で
あ
る
。

「
波
」「
滑
」
の
話
で
有
名
な
い
わ
ゆ
る
右
文
説
の
検
証
と
も
な
っ
て
い
る
。

た
だ
単
語
家
族
説
（
藤
堂
一
九
六
五
ほ
か
）
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
形
態

面
で
共
通
す
る
要
素
を
も
つ
一
群
に
対
す
る
検
討
で
あ
る
。「
丁
」「
包
」「
辰
」

な
ど
で
は
、
掲
げ
た
か
な
り
の
字
群
に
、
旁
の
字
義
が
働
い
て
い
る
と
認
め
て
い

る
（「
丁
」
な
ど
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
異
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

例
：nkay

「「
漢
字
の
成
り
立
ち
」
を
語
る
際
は
、
最
も
初
期
の
字
形
を
根
拠
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
「
丁
・
正
・
以
・
亡
・
家
・
安
」
の
字
源
を
例
と
し
て
」　

https://note.com
/nkay　

二
〇
二
〇
ほ
か
）。

そ
も
そ
も
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
造
字
原
理
の
運
用
の
傾
向
や
造
字
の
体
系

性
は
、
必
ず
し
も
整
然
と
し
て
い
な
い
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
殷
代
の
造
字
は
、

仮
に
神
話
的
呪
術
的
世
界
の
象
徴
的
か
つ
具
体
的
な
代
表
で
あ
る
占
卜
の
記
録
に

携
わ
る
者
だ
け
が
独
占
し
て
い
た
と
し
て
も
、
殷
代
に
お
い
て
字
源
意
識
が
薄
れ

る
に
つ
れ
て
字
形
は
変
化
し
て
お
り
、
二
次
的
な
解
釈
を
生
む
。
そ
の
頃
に
新
た

に
作
ら
れ
る
字
に
は
、
生
ま
れ
て
い
た
二
次
的
な
解
釈
こ
そ
が
影
響
を
与
え
る
こ

と
が
あ
っ
た
。

本
書
の
根
幹
に
は
、
漢
代
に
許
慎
が
編
み
、
字
源
研
究
の
指
標
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
き
た
『
説
文
解
字
』
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
あ
り
、
本
書
は
凡
例
に
述

べ
る
と
お
り
、『
説
文
解
字
』
と
白
川
文
字
学
と
の
対
比
を
示
し
て
い
る
。
音
の

近
似
す
る
字
を
声
符
と
し
て
利
用
す
る
形
声
の
方
法
が
古
代
に
お
い
て
も
あ
っ
た

わ
け
な
の
で
、
二
次
的
解
釈
に
よ
る
ず
れ
た
意
味
を
含
意
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

「
臣
」「
帝
」「
真
」（
眞
）
な
ど
は
、
百
科
篇
に
も
立
項
さ
れ
て
お
り
、
お
の
お

の
で
文
言
が
若
干
異
な
る
た
め
、著
者
の
見
方
が
複
眼
的
に
確
か
め
ら
れ
る
。『
説

文
解
字
』
を
「
字
形
の
学
に
お
い
て
は
、
音
韻
の
み
に
依
存
す
べ
き
で
な
い
」
と

も
述
べ
て
批
判
す
る
。

「
鶏
」（
鷄
・
雞
）
も
殷
代
の
初
期
に
は
ま
だ
象
形
文
字
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に

声
符
「
奚
」
が
加
え
ら
れ
た
（
黄
二
〇
一
九
ほ
か
）。
こ
の
よ
う
に
明
確
な
も
の

の
ほ
か
、
構
成
要
素
に
対
し
て
、
字
義
よ
り
も
声
符
機
能
を
見
出
そ
う
と
す
る
方

向
に
近
年
の
中
国
の
研
究
者
は
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
中
国
で
は

新
出
の
甲
骨
文
、
金
石
文
、
戦
国
時
代
の
竹
簡
な
ど
の
出
土
物
が
後
を
断
た
な
い
。

そ
れ
ら
を
元
に
し
た
精
緻
な
研
究
も
、
上
古
音
に
対
す
る
研
究
と
と
も
に
目
ま
ぐ

る
し
く
進
展
し
て
い
る
。
中
国
の
社
会
状
況
の
変
化
に
加
え
、
研
究
職
に
対
す
る

業
績
評
価
が
数
値
化
さ
れ
、
非
常
に
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。

「
各
」（
四
二
一
頁　

一
五
四
頁
に
も
）「
客
」「
落
」「
路
」
な
ど
の
頭
子
音
が

k-

とl-

と
に
分
か
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
紙
幅
の
制
約
や
編
纂
の
目
的
に
よ

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
『
字
統
』
に
述
べ
た
よ
う
な
持
説
に
よ
る
言
及
が

あ
る
と
よ
か
っ
た
（
例
え
ば
「Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction, 

version 1.1

」（20 Septem
ber 2014

）
で
は
「*k ˤak

」　

http://

ocbaxtersagart.lsait.lsa.um
ich.edu/BaxterSagartO

CbyM
andarin

M
C2014-09-20.pdf

）。「
台
」（
三
五
三
頁
ほ
か
）「

」（
九
九
六
頁
）
な
ど
も
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同
様
で
あ
り
、
周
代
ま
で
し
か
遡
れ
な
い
も
の
と
は
い
え
、
上
古
音
研
究
の
成
果

を
採
り
入
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。「
兒
」（
五
四
三
頁
）で
は
児
童
の
ジ（
字

音
索
引
か
ら
引
け
な
い
）
と
ゲ
イ
と
は
別
の
字
と
見
る
。

「
巫
祝
」
に
列
挙
さ
れ
た
「
若
」「
夭
」「
吳
」「
而
」「
虔
の
一
部
分
」（
一
九
〇

〜
一
九
四
頁
）
の
ほ
か
、別
の
箇
所
に
あ
る
「
失
」（
六
二
九
頁
）、「
葫
」（
二
一
八

頁
）
な
ど
、
著
者
が
巫
と
み
た
字
形
に
、
形
態
の
差
異
が
大
き
い
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
字
形
を
重
視
す
る
著
者
だ
け
に
、
前
述
の
「
才
」
と
合
わ
せ
て
気
に
な

る
。「
諾
」「
需
」
な
ど
に
そ
の
解
が
及
ぶ
の
だ
が
、
こ
れ
ら
に
巫
の
姿
が
あ
る
と

す
れ
ば
、「
眉
」「
夢
」
な
ど
（
二
一
六
〜
二
二
〇
頁
）
の
特
殊
な
飾
り
は
別
格
と

し
う
る
が
、
説
明
さ
れ
る
踊
り
方
な
ど
の
状
態
や
髪
型
な
ど
の
違
い
を
差
し
引
い

て
も
、
そ
の
姿
に
一
貫
性
、
体
系
性
は
必
ず
し
も
見
出
し
に
く
い
。
こ
の
「
失
」

は
「
詛
楚
文
」
を
引
く
。
戦
国
時
代
に
お
い
て
も
、
な
お
殷
代
と
同
様
の
呪
術
が

行
わ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
形
が
そ
う
い
う
姿
だ
と
し
て
、
そ
の
形

が
表
す
と
い
う
字
義
や
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
な
が
ら
文
章
を
綴
る
人
が
当
時
、

ど
の
程
度
い
た
の
か
も
気
に
掛
か
る
点
で
あ
る
。「
無
」「
舞
」（
一
七
七
・

九
四
九
頁
）
は
「
人
」
と
い
う
が
、こ
れ
ら
も
巫
と
理
解
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、呪
術
に
覆
わ
れ
た
世
界
観
が
常
に
指
摘
さ
れ
る
著
者
で
あ
る
が
、「
尞
」

（
一
〇
〇
〇
頁
）
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
『
説
文
解
字
』
に
あ
っ
た
祭
天
と
い
う

信
仰
を
甲
骨
文
に
よ
る
初
文
な
ど
に
基
づ
い
て
消
去
し
て
い
る
。

「
我
」（
四
〇
九
、
四
一
〇
頁
）
は
「
原
義
」
を
鋸
と
す
る
。
こ
れ
は
定
説
と
い

え
よ
う
が
、
一
人
称
に
仮
借
さ
れ
る
前
に
鋸
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
、そ
し
て
そ
こ
で
す
で
に
、語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
呪
術
の
世
界
が
あ
っ

た
の
か
、著
者
の
見
解
を
確
か
め
た
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、「
我
」「
義
」「
羲
」「
犠
」

「
議
」
と
字
音
と
字
体
の
違
い
を
超
え
て
、展
開
の
跡
を
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
奈
良
時
代
の
辞
書
と
見
ら
れ
る
「
小
学
篇
」
に
も
「
旒
」
に
「
の
ほ
（
こ
）

ぎ
り
」
を
載
せ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
が
編
ま
れ
る
時
代
に
こ
う
し
た
古
い
字
義

の
伝
播
が
起
こ
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
興
味
深
い
。

先
秦
時
代
に
著
さ
れ
た
漢
籍
は
、
そ
の
竹
簡
を
見
る
と
仮
借
に
よ
る
表
記
が
非

常
に
多
い
。
そ
れ
が
後
代
の
敦
煌
写
本
や
宋
版
で
は
、
字
書
が
正
し
い
と
す
る
字

種
や
新
た
な
形
声
文
字
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
も
そ
も
伝

世
文
献
と
出
土
資
料
と
で
本
文
や
使
用
さ
れ
て
い
る
語
や
字
が
異
な
る
ケ
ー
ス

は
、広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
『
老
子
』
の
そ
れ
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、

ご
く
一
般
的
に
見
ら
れ
る
（
大
形
二
〇
〇
三
ほ
か
）。
本
書
で
は
、
始
皇
帝
が
ツ

ミ
の
意
に
変
え
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
罪
」（
一
八
三
頁　

な
お
、
こ
の
史
実
に
つ

い
て
は
議
論
が
あ
る
）
が
『
論
語
』
に
あ
る
と
し
て
否
定
し
て
い
る
が
、
著
者
が

長
く
解
読
に
努
め
た
周
代
の
金
文
と
、『
詩
経
』『
書
経
』
な
ど
の
漢
籍
と
を
マ
ッ

チ
ン
グ
さ
せ
る
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
異
文
と
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
は
い
か
に
解
決

さ
れ
る
の
か
、
今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

本
書
は
、
漢
字
と
古
代
社
会
の
究
明
に
心
血
を
注
い
だ
著
者
が
平
易
に
最
終
到

達
点
を
示
し
た
一
冊
で
あ
る
。
無
批
判
の
継
承
か
峻
烈
な
批
評
に
よ
る
全
否
定
か

の
二
者
択
一
で
は
な
く
、
個
々
の
検
証
と
漢
字
の
字
源
に
関
す
る
学
問
全
体
を
発

展
さ
せ
る
建
設
的
な
批
判
が
求
め
ら
れ
る
。

本
書
で
凡
例
に
示
さ
れ
た
文
字
資
料
は
、一
九
八
〇
年
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。



白
川
静
著
『
漢
字
の
体
系
』

八
六

中
国
で
は
、
古
代
の
字
源
の
影
を
伝
え
る
甲
骨
、
鐘
鼎
、
璽
印
、
封
泥
、
竹
簡
な

ど
の
出
土
が
相
次
い
で
お
り
、「
本
書
の
編
集
に
つ
い
て
」に
お
い
て
語
ら
れ
た『
説

文
解
字
』
の
「
資
料
の
不
足
」
は
、時
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
ま
ま
本
書
に
も
返
っ

て
く
る
。
字
源
研
究
は
、
前
述
の
通
り
偶
然
の
出
土
物
と
と
も
に
更
新
さ
れ
る
運

命
に
あ
る
。

稿
者
が
編
集
委
員
を
務
め
る
『
日
本
語
学
』
で
は
二
〇
一
一
年
一
〇
月
号
に
お

い
て
特
集
「
字
源
研
究
の
現
在
」
が
組
ま
れ
、
字
源
研
究
の
広
が
り
と
展
開
が
示

さ
れ
た
。
李
二
〇
一
三
、
黄
二
〇
一
八
、
裘
二
〇
一
九
な
ど
の
専
門
的
な
書
籍
に

加
え
て
、今
も
『
中
国
文
字
』『
中
国
文
字
学
報
』『
中
国
文
字
研
究
』『
出
土
文
献
』

『
出
土
文
献
研
究
』『
出
土
文
献
綜
合
研
究
集
刊
』『
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
』

な
ど
中
国
の
各
研
究
組
織
か
ら
続
々
と
届
く
専
門
誌
に
は
、
中
国
や
欧
米
な
ど
の

学
者
た
ち
に
よ
り
、
最
新
の
資
料
に
基
づ
く
新
た
な
字
源
解
釈
が
学
会
の
査
読
を

経
る
な
ど
し
て
報
告
さ
れ
続
け
、
日
進
月
歩
の
活
況
を
呈
し
て
い
る
が
、
台
湾
と

異
な
り
著
者
の
成
果
の
参
照
は
少
な
い
。

楷
書
成
立
後
の
漢
字
に
関
し
て
は
、
稿
者
も
そ
れ
ら
に
僅
か
に
関
わ
り
つ
つ
圧

倒
的
な
学
的
刺
激
を
受
け
続
け
て
い
る
。
白
川
文
字
学
も
佐
藤
二
〇
二
〇
の
説
く

と
お
り
、
中
国
側
の
研
究
に
よ
る
更
新
が
求
め
ら
れ
る
。
過
去
の
折
口
信
夫
の
影

響
を
受
け
た
民
俗
学
や
文
化
人
類
学
と
は
別
の
方
法
論
の
採
り
入
れ
も
提
起
さ
れ

て
い
る
。
そ
う
し
た
方
向
性
は
、
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究

所
の
研
究
雑
誌
に
も
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
潟
市
民
病
院
の
医
師
、
橋
立
英
樹

氏
は
、「
心
」
の
古
体
字
は
幼
児
の
心
臓
の
形
に
似
て
い
る
と
解
剖
の
際
に
気
付

い
た
そ
う
で
あ
り
、
そ
う
し
た
学
際
的
な
知
見
も
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
た
状
態

に
あ
る
。殷
代
を
視
野
に
入
れ
た
字
音
研
究
も
ま
た
新
た
な
段
階
に
入
っ
て
い
る
。

本
書
の
刊
行
に
よ
り
、
二
〇
〇
六
年
に
世
を
去
っ
た
著
者
に
よ
る
記
述
は
、
す

べ
て
公
刊
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
著
者
は
、
前
述
の
通
り
「
知
識
は
、

す
べ
て
を
疑
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
祖
述
す
る
ば
か

り
で
批
評
や
解
説
抜
き
に
社
会
還
元
を
行
う
こ
と
が
起
こ
る
と
し
た
ら
本
意
で
は

な
か
ろ
う
。
先
行
研
究
へ
の
敬
意
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
相
対
化
を
旨
と
す
れ
ば
、

こ
の
先
は
著
者
の
遺
し
た
膨
大
な
文
字
研
究
に
つ
い
て
漢
字
研
究
史
上
で
の
位
置

付
け
を
行
い
つ
つ
、
本
書
の
冒
頭
に
「
新
し
い
文
字
学
の
成
立
の
た
め
に
」（
本

書
の
編
集
に
つ
い
て　

平
成
一
八
年
＝
二
〇
〇
六
年
）
と
あ
る
と
お
り
、
健
全
な

相
互
批
判
の
中
で
字
源
と
歴
史
、
社
会
、
文
化
、
そ
し
て
信
仰
と
儀
礼
の
実
相
の

一
層
の
解
明
に
向
け
て
、次
の
段
階
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

主
要
文
献

阿
辻　

哲
次
『
新
装
版 

漢
字
学 －

「
説
文
解
字
」
の
世
界－

』　

東
海
大
学
出
版
会　

二
〇
一
三

大
形　
　

徹
「「
僊
」
と
「
仙
」－

神
仙
思
想
の
形
成
と
文
字
の
変
化
」『
人
間
文
化
学
研

究
集
録
』
一
二　

二
〇
〇
二

大
形　
　

徹
「
口
耳
の
口
」『
漢
字
學
研
究
』
六　

二
〇
一
八

大
形　
　

徹
「
國
號
「
日
本
」
の
「
本
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
」『
漢
字
學
研
究
』
八　

二
〇
二
〇

大
西　

克
也
「
文
字
の
縁
」　http://w

w
w
.l.u-tokyo.ac.jp/teacher/essay/2009/3.

htm
l　

二
〇
〇
九

大
西　

克
也
「
秦
の
文
字
統
一
に
つ
い
て
」『
中
国
新
出
資
料
学
の
展
開
』　

汲
古
書
院　

二
〇
一
三

落
合　

淳
思
『
甲
骨
文
字
小
字
典
』　

筑
摩
選
書　

二
〇
一
一

落
合　

淳
思
『
漢
字
の
構
造
』　

中
公
新
書　

二
〇
二
〇

笠
川　

直
樹
「
釋
上
博
竹
書
《
昭
王
毀
室
》
的
〝
幸
〞
字　

古
文
字
學
研
究
文
獻
提
要　

〝
陳
劍
の
論
考
よ
り
〞
」『
漢
字
學
研
究
』
八　

二
〇
二
〇

加
藤　

常
賢
『
漢
字
の
起
原
』　

角
川
書
店　

一
九
七
〇

加
納　

喜
光
『
漢
字
語
源
語
義
辞
典
』　

東
京
堂
出
版　

二
〇
一
四



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
四
號

八
七

裘　
　

錫
圭
『
文
字
学
概
要
』
修
訂
本　

商
務
印
書
館　

二
〇
一
八

久
米　

正
雄
「
東
洋
文
字
文
化
研
究　

－

白
川
静
博
士
と
わ
た
し
の
印
学
（
上
）」『
東
洋

文
字
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
三　

二
〇
二
〇

黄　
　

徳
寛
『
古
文
字
学
』　

上
海
古
籍
出
版
社　

二
〇
一
九

笹
原　

宏
之
『
日
本
の
漢
字
』　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
六

笹
原　

宏
之
『
国
字
の
位
相
と
展
開
』　

三
省
堂　

二
〇
〇
七

笹
原　

宏
之
『
漢
字
の
歴
史
』　

筑
摩
書
房　

二
〇
一
四

笹
原　

宏
之
「
奇
妙
な
象
形
文
字
の
出
現
と
変
容
」「「
龍
」
の
象
形
文
字
の
そ
の
後
」「
さ

ら
に
現
れ
た
あ
の
「
龍
」」『
墨
』
二
二
九
〜
二
三
八
、
二
四
九
・
二
五
〇
、

二
五
五
・
二
五
六　

二
〇
一
四
〜
二
〇
一
九

佐
藤　

信
弥
「
殷
の
言
語
と
周
の
言
語
は
異
な
る
か
」『
桐
墨 

大
東
文
化
大
学
書
道
研
究

所
報
』
一
〇-

二　

二
〇
一
九
a

佐
藤　

信
弥
「「

」
字
の
釈
読
と
白
川
静
の
「
横
」
字
説
」　

日
本
漢
字
学
会
第
二
回
研

究
大
会　

二
〇
一
〇
b　

日
本
漢
字
学
会 

佐
藤　

信
弥「
白
川
文
字
学
の
今
後
の
展
望 　

－
中
国
の
研
究
と
の
対
比
を
中
心
に
」『
人

文
学
論
集
』
三
八　

二
〇
二
〇

佐
藤　
　

進
・
濱
口
富
士
雄
『
全
訳
漢
辞
海
』
第
四
版　

三
省
堂　

二
〇
一
六

白
川　
　

静
『
漢
字　

―
生
い
立
ち
と
そ
の
背
景
』　

岩
波
新
書　

一
九
七
〇

白
川　
　

静
『
漢
字
の
世
界　

―
中
国
文
化
の
原
点
』　

平
凡
社　

東
洋
文
庫　

一
九
七
六

白
川　
　

静
『
漢
字
百
話
』　

中
公
新
書　

一
九
七
八

白
川　
　

静
『
字
統
』　

平
凡
社　

一
九
八
四
（
新
訂　

二
〇
〇
七
）

白
川　
　

静
『
字
通
』　

平
凡
社　

一
九
九
六

白
川　
　

静
『
字
書
を
作
る
』　

平
凡
社　

二
〇
〇
二

白
川　
　

静
『
常
用
字
解
』　

平
凡
社　

二
〇
〇
三

田
畑　

暁
生
「
白
川
静
ブ
ー
ム
と
そ
の
問
題
点
」『
神
戸
大
学
大
学
院
人
間
発
達
環
境
学

研
究
科
研
究
紀
要
』
六－

一　

二
〇
一
二

陳　
　

紹
慈
『
徐
灝
説
文
解
字
注
箋
研
究
』　

花
木
蘭
文
化
出
版
社　

二
〇
〇
六

藤
堂　

明
保
『
漢
字
語
源
辞
典
』　

學
燈
社　

一
九
六
五

藤
堂　

明
保
『
漢
字
の
起
源
』　

現
代
出
版　

一
九
八
三

藤
堂　

明
保
『
漢
字
と
文
化
』　

徳
間
書
店　

一
九
九
三

藤
堂
明
保
中
国
語
学
論
集
編
集
委
員
会
編
『
藤
堂
明
保
中
国
語
学
論
集
』　

汲
古
書
院　

一
九
八
七

馬　
　
　

慧
『
説
文
解
字
注
箋
研
究
』　

寧
夏
人
民
出
版
社　

二
〇
〇
八

橋
本
萬
太
郎
『
言
語
類
型
地
理
論
』　

弘
文
堂
選
書　

一
九
七
八

福
田
襄
之
介
『
中
国
字
書
史
の
研
究
』　

明
治
書
院　

一
九
七
九

李　
　

学
勤
『
字
源
』　

天
津
古
籍
出
版
社　

二
〇
一
三

付
記
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