
 

我
々
が
日
常
的
に
用
い
て
い
る
漢
字
だ
が
、
漢
字
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
何
を
示
し
て
い
る
か
を
意
識

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
今
日
で
は
漢
字
は
も
は
や
形
状
で
識
別
さ
れ
る
符
号
で
あ
り
、
純
粋

な
象
形
文
字
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
形
成
に
は
当
然
古
代
中
国
人
の
価
値
観
・
世
界

観
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。
古
代
中
国
人
の
価
値
観
を
知
ら
な
い
こ
と
で
漢
字
の
使
用
に
支
障
が

出
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
が
、
漢
字
が
存
在
し
て
い
る
以
上
そ
こ
に
何
ら
か
の
秩
序
が
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
り
、
そ
れ
を
探
求
し
た
い
と
自
然
に
欲
さ
れ
る
。
頻
繁
に
使
う
漢
字
で
も
改
め
て
眺
め
て

み
る
と
意
外
な
隠
れ
た
性
質
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
漢
字
の
形
成
と
運
用
の
歴
史
を
知
る
こ
と

で
、
よ
り
漢
字
が
鮮
明
に
見
え
て
き
て
、
ど
の
よ
う
に
用
い
る
の
が
よ
い
か
も
わ
か
っ
て
く
る
。
い

く
つ
も
の
漢
字
に
潜
在
す
る
関
係
を
知
覚
し
た
時
、
き
っ
と
多
く
の
人
が
「
点
が
線
へ
と
繋
が
る
」

感
動
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。 

こ
こ
で
は
数
多
あ
る
漢
字
の
ご
く
一
部
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
試
み
た
。
金
文
や
甲
骨
文
字
の

資
料
は
稀
少
の
た
め
、
字
源
と
し
て
参
照
す
る
字
形
は
大
部
分
を
篆
書
に
頼
っ
た
。
前
半
で
は
主
に

現
代
に
於
け
る
漢
字
運
用
と
歴
史
上
の
漢
字
運
用
の
比
較
、
後
半
で
は
主
に
字
源
に
よ
る
漢
字
の
関

連
附
け
を
主
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
分
野
は
研
究
自
体
も
現
在
進
行
的
要
素
を
孕
ん
で
い
る
か
ら
、

誤
っ
た
記
述
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
内
容
の
誤
謬
の
責
任
は
全
て
●
●
に
あ
る
が
、
怪
し

い
も
の
は
申
し
訳
な
い
け
れ
ど
も
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

な
お
本
文
で
用
い
る
「
字
種
」
と
は
「
意
味
上
区
別
さ
れ
る
漢
字
の
単
位
」
で
あ
り
、「
字
体
」「
字

形
」
と
は
「
形
状
で
区
別
さ
れ
る
漢
字
の
単
位
」
で
あ
る
。
ま
た
、
三
角
括
弧
で
く
く
ら
れ
た
漢
字

は
字
種
を
指
す
。
例
え
ば
同
字
種
異
字
形
の
関
係
に
あ
る
〈
島
〉
と
〈
嶋
〉
は
同
じ
意
味
で
あ
る
。

文
脈
上
特
定
の
字
形
の
明
示
が
必
要
な
場
合
は
同
字
種
で
も
字
形
を
統
一
し
て
い
な
い
。 



 

▲1.1 

▲1.3 

▼1.2 

本
字
体
と
略
字
体
の
間
に
ご
く
わ
ず
か
な
形
状
の
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
1.1
お
よ
び
1.2
に

示
す
よ
う
に
、
〈
徳
〉
と
〈
穀
〉
は
一
画
ず
つ
減
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
類
の
多
く
は
明
治
初
頭
や
戦
後

に
略
字
体
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
そ
れ
ま
で
の
時
代
で
も
、
筆
記
で
こ
う
書
か
れ
る
こ
と
は

あ
っ
た
だ
ろ
う
が
）。 

し
か
し
、
こ
れ
は
漢
字
廃
止
の
一
段
階
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
徹
底
し
て
い
な
い
。
漢
字
全

体
一
律
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
部
分
的
に
わ
ず
か
な
改
変
を
施
し
た
た
め
に
不
都
合
が
生
じ
て
い

る
。
1.3
に
示
す
よ
う
に
、
現
在
一
般
に
普
及
し
て
い
る
〈
艱
〉
と
〈
難
〉
の
偏
に
は
わ
ず
か
に
違
い
が

あ
る
が
、
1.4
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
字
源
は
同
一
で
あ
る
。
よ
く
あ
る
例
は
〈
犬
〉
が
〈
大
〉
に
な

る
も
の
で
、
例
え
ば
〈
突
〉〈
戻
〉〈
器
〉
に
含
ま
れ
る
〈
大
〉
は
本
来
〈
犬
〉
で
あ
っ
た
。
点
画
の
削
除

は
か
な
り
多
く
の
文
字
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
し
て
、
実
は
デ
ー
タ
上
で
古
典
文
学
な
ど
を
扱
う
う
え
で
非
常
に
厄
介
な
の
は
こ
れ
ら
の
文
字
だ
。

漢
字
の
符
号
化
に
つ
い
て
、
JIS
で
は
「
本
字
体
と
略
字
体
の
画
数
差
が
少
な
い
場
合
、
原
則
と
し
て
同

一
コ
ー
ド
に
包
摂
す
る
」
と
い
う
取
り
決
め
が
あ
り
、
一
方
（
つ
ま
り
一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
略
字

体
）
が
簡
単
に
出
力
で
き
る
か
わ
り
に
他
方
（
あ
ま
り
実
用
目
的
で
使
わ
れ
な
い
本
字
体
）
の
出
力
は
困

難
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
本
末
転
倒
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
ひ
ど
い
場
合
は
ユ
ニ
コ
ー
ド
で
も
区
別

で
き
ず
、
異
体
字
セ
レ
ク
タ
ー
（
単
独
で
は
ど
の
異
体
字
か
識
別
で
き
な
い
字
の
後
ろ
に
数
バ
イ
ト
補
っ

て
異
体
字
を
区
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
）
に
頼
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

▲1.4 

本
字
体
と
略
字
体
の
「
誤
差
」 



 

 

な
お
1.5
お
よ
び
1.6
の
〈
免
〉
と
〈
兔
〉
も
〈
大
〉
と
〈
犬
〉
の
よ
う
に
混
同
さ
れ
や
す
く
、
1.7
に
示

す
よ
う
に
〈
逸
〉（
イ
ツ

）
は
〈
兔
〉（
ト

）、〈
勉
〉（
ベ
ン

）
は
〈
免
〉（
メ
ン

）
を
起
源
と
す
る
。〈
兔
〉
は
〈
兎
〉

と
い
う
字
形
の
方
が
近
年
に
於
い
て
は
一
般
的
で
あ
る
。 

 

そ
の
他
の
例
を
1.8
に
示
す
。〈
抜
〉
の
旁
は
〈
犬
〉
に
線
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
が
行
書

な
ど
で
速
く
書
か
れ
て
第
2
画
と
第
3
画
が
繋
が
り
、
点
が
省
略
さ
れ
て
偶
然
〈
友
〉
に
似
た
の
で
あ

る
。
〈
抜
〉
（
バ
ツ

）
の
音
も
〈
友
〉
（
ユ
ウ

）
と
は
全
然
関
係
が
な
い
。
「
祓
魔
師
」
（

エ
ク

シ
ス

ソ ト 

）
の
〈
祓
〉
な
ど

は
常
用
漢
字
外
で
あ
っ
た
た
め
に
旁
は
本
来
の
字
形
の
ま
ま
で
、〈
友
〉
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。 

▼1.8 ▲1.5 ▲1.6 ▲1.7 



 

▲2.1 

 

画
数
を
減
ら
す
最
も
手
っ
取
り
早
い
方
法
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
面
倒
な
部
分
を
省
略
す
る
こ
と

だ
。
2.1
の
上
段
（
本
字
体
）
と
下
段
（
略
字
体
）
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
字
は
こ
う
い
う
方
針
で
大

き
く
字
形
が
変
更
さ
れ
た
。
2.2
に
示
す
〈
法
〉
な
ど
一
部
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ
る
（
同
様
に
「
和
同

開
珎
」
の
〈
同
〉
は
〈
銅
〉
の
金
偏
を
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
鋳
造
技
術
で
は
〈
銅
〉
を
か
た

ど
る
こ
と
に
限
界
が
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
因
み
に
〈
珎
〉
は
〈
寶
〉
の
略
字
体
か
〈
珍
〉
の
俗
字
か
で

説
が
わ
か
れ
て
お
り
、
決
定
打
と
な
る
手
掛
か
り
は
未
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
）
。 

一
方
〈
圧
〉〈
価
〉〈
号
〉
は
明
治
維
新
の
頃
に
標
準
字
体
と
さ
れ
た
略
記
で
あ
る
。
一
部
分
が
消
滅
す

る
と
字
の
組
み
立
て
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
、
本
字
体
を
見
た
後
に
略
字
体
を
見
る
と
か
な
り

物
足
り
な
い
感
じ
が
す
る
。
こ
う
い
う
略
し
方
は
簡
体
中
文
で
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
が
、
略
字
体
か
ら
は

消
滅
し
た
部
分
の
担
う
意
味
が
ま
る
で
読
み
取
れ
な
い
。〈
價
〉
に
含
ま
れ
る
〈
貝
〉
の
部
分
が
「
か
ね
」

の
意
味
を
担
っ
て
い
る
の
に
、〈
価
〉
で
は
そ
の
肝
腎
要
の
〈
貝
〉
が
な
い
。「
ア
ン
パ
ン
」
と
い
う
名
前

で
中
身
の
餡
が
入
っ
て
い
な
い
く
ら
い
変
な
の
だ
。
手
書
き
は
速
く
書
け
て
不
自
由
な
く
伝
え
ら
れ
る
こ

と
が
目
的
だ
か
ら
略
字
体
で
も
問
題
な
い
の
だ
が
、
活
字
ま
で
も
そ
れ
で
出
力
さ
れ
る
の
は
い
か
が
な
も

の
か
。 

面
倒
な
部
分
の
消
滅 

▲2.2 



 

▲3.1 

面
倒
な
箇
所
を
書
か
な
く
な
る
と
、
別
の
字
と
同
じ
形
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
有

名
な
の
は
3.1
の
〈
芸
〉
で
、
現
在
「
芸
術
」（

ゲ
イ

ジ
ュ  

 ツ 

）
な
ど
で
一
般
に
用
い
ら
れ
る
〈
芸
〉（
ゲ
イ

）
の
字
は

〈
藝
〉
の
略
字
体
。
書
物
の
タ
イ
ト
ル
で
「
文
藝
」
「
藝
術
」
の
表
記
が
多
い
の
も
、
こ
れ
に
起
因
す
る

と
思
わ
れ
る
。
本
来
の
〈
芸
〉
は
「
薬
草
」
を
意
味
し
、
「
虫
食
い
を
防
ぐ
栞
」
の
意
で
「
芸
閣
」
（

ウ
ン

カ
ク

）

な
ど
の
語
で
用
い
ら
れ
、
音
読
み
も
〈
藝
〉
と
は
違
っ
て
い
て
全
く
関
係
が
な
い
。
つ
ま
り
、
全
く
関
係

の
な
い
字
を
同
字
形
に
揃
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
影
響
し
な
い
が
、
元
来
の
漢
字
体
系
を
著
し
く
揺
る
が
す
改
悪
だ
。
古
典
に
つ
い
て
記
述
す
る
際
に

〈
芸
〉（
ウ
ン

）
の
字
も
〈
藝
〉（
ゲ
イ

）
の
字
も
同
じ
く
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
混
同
を
招

き
か
ね
な
い
。
学
術
に
無
縁
な
実
用
目
的
ば
か
り
を
見
据
え
て
文
化
を
捉
え
て
い
て
は
ろ
く
な
こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。 

同
様
に
、
3.2
に
示
す
「
欠
点
」「
欠
席
」
の
〈
欠
〉（
ケ
ツ

）
が
〈
缺
〉
の
略
字
体
で
あ
る
の
に
対
し
、「
あ

く
び
」
を
意
味
す
る
「
欠
伸
」
（

ケ
ン

シ
ン

）
の
〈
欠
〉（
ケ
ン

）
は
も
と
も
と
こ
の
形
。〈
缺
〉
を
〈
欠
〉
と
す
る

の
は
か
な
り
古
く
か
ら
の
誤
用
だ
と
い
う
。
〈
缺
〉
は
大
し
て
画
数
も
多
く
な
い
の
に
、
な
ぜ
〈
欠
〉
と

い
う
ま
る
で
形
の
違
う
字
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
例
は
結
構
多
く
あ
り
、
残
念
だ
。 

3.3
は
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
代
で
用
い
ら
れ
る
〈
余
〉
の
本
字
体
は
〈
餘
〉
で
あ
る
。

略
字
体
と
い
う
よ
り
は
代
用
に
近
い
。〈
余
〉
の
本
来
の
意
味
は
〈
徐
〉
と
同
系
統
と
記
す
資
料
が
多
く
、

自
分
の
調
べ
た
範
囲
で
は
ど
う
も
不
明
瞭
。
な
お
「
余
」
を
一
人
称
代
名
詞
と
し
て
用
い
る
の
は
当
て
字
。 

字
形
の
衝
突 

▲3.2 ▲3.3 



 

▲3.4 

3.4
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
現
代
語
の
〈
予
〉
の
多
く
は
本
来
〈
豫
〉
で
あ
る
。〈
予
〉
は
も

と
も
と
〈
与
〉
に
近
い
意
味
で
あ
る
。 

3.5
は
「
台
湾
」
の
繁
体
中
文
表
記
が
「
臺
灣
」
と
な
る
こ
と
で
有
名
だ
。
と
こ
ろ
が
「
天
台
宗
」
は

も
と
も
と
こ
の
字
形
。
固
有
名
詞
ば
か
り
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
現
代
語
の
「
灯
台
」
は
「
燈
臺
」
で

あ
り
、
〈
臺
〉
に
比
べ
て
〈
台
〉
の
字
は
普
遍
的
に
使
用
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

3.6
の
〈
医
〉
は
象
形
的
に
「
矢
が
筒
に
し
ま
い
こ
ん
で
あ
る
さ
ま
」
を
表
す
が
、
明
治
の
字
体
整
理

で
〈
醫
〉
の
略
字
体
に
選
ば
れ
、
ダ
ブ
ル
ブ
ッ
キ
ン
グ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
「
医
学
」
と
書
く

と
「
矢
を
し
ま
い
こ
む
動
作
を
鍛
錬
す
る
学
問
」
の
よ
う
で
、
実
に
シ
ュ
ー
ル
な
光
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

〈
毉
〉
が
異
体
字
に
あ
る
の
は
、
も
と
も
と
古
来
中
国
で
は
医
者
と
巫
女
（
＝
シ
ャ
ー
マ
ン
）
が
同
一
で

あ
っ
た
か
ら
で
、
〈
殹
〉
の
部
分
が
「
医
者
」
の
「
矢
を
し
ま
い
こ
む
」
と
い
う
動
作
を
表
し
て
い
る
。 

3.7
に
示
す
〈
弁
〉
に
至
っ
て
は
4
～
6
字
が
統
一
さ
れ
た
も
の
で
、〈
弁
〉
を
含
む
熟
語
が
互
い
に
ま

る
で
違
う
意
味
だ
っ
た
り
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
い
ち
い
ち
全
て
区
別
す
る
必
要
が
な

く
な
っ
て
よ
い
」
と
評
す
る
の
が
極
め
て
表
面
的
な
意
見
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

▼3.7 ▲3.5 ▲3.6 

▲
〈
辨
〉
の
篆
書
体
。

し
ば
ら
く
見
て
い
る
と

顔
に
見
え
て
く
る

。 



 

▲4.1 

之
繞
（

シ
ン 

ニ
ョ
ウ

）
の
点
は
1
つ
か
2
つ
か
、
字
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
以
前
か
ら
常
用
漢

字
で
あ
っ
た
も
の
は
点
が
1
つ
、
表
外
漢
字
と
二
〇
一
〇
年
に
新
た
に
常
用
漢
字
に
追
加
さ
れ
た
〈
遜
〉

〈
遡
〉〈
謎
〉
は
点
が
2
つ
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、「
楷
書
で
は
1
点

な
の
に
活
字
が
2
点
な
の
は
お
か
し
い
。
1
点
に
揃
え
よ
う
」
と
い
う
考
え
方
で
、
一
九
四
九
年
の
当

用
漢
字
字
体
表
で
常
用
漢
字
だ
け
整
理
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
は
何
ら
区

別
の
な
い
も
の
だ
。 

字
の
起
源
を
辿
れ
ば
、
之
繞
は
行
人
偏
（

ギ
ョ
ウ 

ニ
ン
ベ
ン

）
と
〈
止
〉
を
縦
に
並
べ
た
〈
辵
〉（

チ
ャ

ク

）（
4.1
に
篆
書

を
示
す
）
と
い
う
字
が
変
形
し
て
で
き
た
も
の
だ
。
4.2
の
よ
う
に
隷
書
の
段
階
で
崩
れ
、
2
点
之
繞
に

な
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
崩
れ
た
字
形
と
し
て
2
点
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
点
の
数
は
ど
ち
ら
が
正

し
い
か
を
定
め
る
こ
と
は
あ
ま
り
本
質
的
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
明
朝
体
の
之
繞
は
隷
書
に
従
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
同
様
で
あ
る
。
字
源
に
忠
実
に
す
る
な
ら
、
〈
道
〉
は
4.3
の
よ
う
に
な
る
。 

こ
こ
か
ら
は
私
の
類
推
で
あ
っ
て
根
拠
は
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
隷
書
か
ら
（
草
書
や
行
書
を
通
じ
て
）

楷
書
へ
と
変
遷
す
る
に
あ
た
り
、
之
繞
の
点
2
つ
の
う
ち
上
の
も
の
は
そ
の
ま
ま
残
っ
た
が
、
下
の
も

の
は
次
の
画
と
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
2
点
之
繞
の
点
の
一
方
が
消
失
し
て
楷
書

の
1
点
之
繞
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
下
の
点
が
次
の
画
と
繋
が
っ
て
そ
の
存
在
が
判
り
づ
ら
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
証
拠
（
に
な
り
う
る
事
実
）
と
し
て
、
楷
書
の
之
繞
の
2
画
目

は
、
一
般
的
な
隷
書
や
明
朝
体
と
は
違
っ
て
3
の
よ
う
に
弯
曲
し
て
い
る
。 

し
ん
に
ょ
う
の
点
は
一
つ
か
二
つ
か 

▲4.2 

篆書 隷書 楷書 

▲4.3 



 

▲4.4 

も
し
こ
れ
が
正
し
い
な
ら
、
4.4
の
よ
う
に
、
明
朝
体
の
2
点
之
繞
は
楷
書
体
の
1
点
之
繞
に
、
そ
し

て
明
朝
体
の
1
点
之
繞
は
楷
書
体
の
「
0
点
之
繞
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

結
論
と
し
て
は
、
点
の
数
は
字
源
か
ら
考
え
て
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
慣
習

に
従
う
の
で
あ
れ
ば
明
朝
体
は
2
点
之
繞
に
、
楷
書
は
1
点
之
繞
に
統
一
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
そ

も
そ
も
明
朝
体
の
之
繞
を
1
点
に
し
て
も
楷
書
に
近
づ
け
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
ま
た
少
な
く
と
も

1
点
之
繞
と
2
点
之
繞
が
混
在
し
て
い
る
よ
り
は
一
方
に
揃
え
る
方
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

ち
な
み
に
、
「
之
繞
」
と
い
う
名
前
は
〈
之
〉
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
き
た
も
の
だ
が
、
起
源
は
全
く

違
う
。〈
之
〉
の
篆
書
は
4.5
に
示
す
通
り
で
、
こ
れ
を
中
央
、
左
、
右
、
下
の
順
に
繋
げ
て
速
く
書
く
と

確
か
に
楷
書
の
形
に
な
る
。 

餘
談
だ
が
、
実
は
〈
從
〉
〈
徒
〉
な
ど
に
も
之
繞
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
篆
書
か
ら
隷
書
に
な

る
際
に
行
人
偏
と
〈
止
〉
が
再
び
分
解
し
た
の
で
あ
る
（
4.6
に
示
す
）。
原
因
は
旁
が
縦
に
短
く
、
之
繞

で
は
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
た
め
。
化
学
で
い
う
マ
ル
コ
フ
ニ
コ
フ
則
の
よ
う
な
現
象
で
あ
る
。 

▲4.5 

? 

▲4.6 



 

5.1 

書
体
差
に
よ
る
異
体
字 

隷書 

異
体
字
が
生
じ
る
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
書
体
に
よ
る
差
が
字
体
に
よ
る
差
と
捉
え
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。 

5.1
の
よ
う
に
、
〈
以
〉
は
も
と
も
と
全
く
違
う
字
形
を
し
て
い
た
が
、
隷
書
以
来
は
篆
書
か
ら
大
き

く
崩
れ
た
現
在
と
同
じ
字
体
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
本
字
体
を
速
く
書
く
と
現
在
の
字
体
に
近

い
形
状
に
な
る
。
下
段
の
字
体
も
存
在
し
、
現
在
で
も
戸
籍
上
は
区
別
で
き
る
ら
し
い
（
●
●
は
〈
以
〉

と
い
う
字
種
を
使
う
苗
字
を
「
以
西
」
し
か
知
ら
な
い
）
。
た
だ
し
こ
う
い
っ
た
区
別
は
本
質
的
で
な
い
。 

書
体
差
に
よ
る
異
体
字
の
好
例
と
し
て
、
5.2
に
示
す
よ
う
に
、
〈
魚
〉
に
は
書
体
ご
と
の
多
様
な
異

体
字
が
あ
る
。
篆
書
で
は
〈
火
〉
だ
っ
た
も
の
が
隷
書
で
は
横
長
に
す
る
た
め
筆
順
が
変
化
し
、
列
火

（
レ
ッ

カ

）
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
日
本
式
新
字
お
よ
び
繁
體
中
文
で
は
隷
書
に
倣
っ
た
書
体
が
、
簡
体

中
文
で
は
〈
火
〉
に
相
当
す
る
部
分
が
〈
一
〉
と
な
っ
た
行
書
に
倣
っ
た
書
体
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
日

本
で
は
〈
火
〉
が
〈
大
〉
と
な
っ
た
書
体
が
手
書
き
略
字
体
で
用
い
ら
れ
、
特
に
魚
偏
（

さ
か
な

ヘ

ン

）
で
は
そ

の
傾
向
が
著
し
い
（
寿
司
屋
の
〈
鮨
〉
の
字
な
ど
）
。
因
み
に
〈
衡
〉
の
字
の
中
央
は
も
と
も
と
こ
の
形

で
あ
り
、
〈
魚
〉
と
は
関
係
が
な
い
。 

行書 篆書 



 

▲7.3 

明
朝
体
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
差 

書
体
差
、
字
体
差
以
外
に
「
デ
ザ
イ
ン
差
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
明
朝
体
は
そ
の
性
質
上
書
道

と
い
う
よ
り
は
装
飾
文
字
に
近
い
の
で
、
字
体
の
解
釈
に
よ
っ
て
部
位
の
表
現
方
法
に
複
数
の
可
能
性
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
現
代
で
は
可
読
性
も
重
視
さ
れ
る
か
ら
、
ど
ん
な
デ
ザ
イ
ン
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
読

め
る
か
も
加
味
さ
れ
、
そ
の
結
果
デ
ザ
イ
ン
が
フ
ォ
ン
ト
ご
と
に
違
っ
て
い
た
り
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
実
は
こ
の
デ
ザ
イ
ン
差
に
つ
い
て
は
常
用
漢
字
表
の
附
録
で
言
及
さ
れ
、
「
こ
う
い
う
差
に
つ
い
て

は
字
体
差
で
は
な
く
デ
ザ
イ
ン
差
で
あ
る
と
し
て
許
容
す
る
」
と
い
う
旨
の
内
容
が
多
く
の
具
体
例
と
と

も
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
JIS
で
は
字
体
差
の
扱
い
に
つ
い
て
は
や
た
ら
杜
撰
な
傾
向
が
あ
る
が
、
フ
ォ

ン
ト
業
界
が
神
経
質
に
な
る
デ
ザ
イ
ン
差
に
つ
い
て
は
結
構
綿
密
に
記
述
し
て
お
り
、
産
業
重
視
の
感
が

否
め
な
い
（
な
に
し
ろ
、
標
準
字
体
を
決
定
し
て
い
る
JIS
はJap

an
ese In

d
u
stria

l S
tan

d
ard

s

で
あ
る
）
。 

デ
ザ
イ
ン
差
が
生
じ
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
康
煕
字
典
体
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
康
煕
字
典

は
一
七
一
六
年
に
康
熙
帝
の
勅
命
で
編
纂
さ
れ
た
明
朝
体
で
字
形
を
示
し
た
字
典
で
、
江
戸
時
代
以
降
日

本
で
は
漢
字
字
体
の
権
威
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
康
煕
字
典
に
示
さ
れ
た
〈
戸
〉
の
字
形

が
7.1
の
右
に
示
す
も
の
。
〈
芦
〉
や
〈
煽
〉
はW

in
d
o

w
s V

ista

以
降
の
「
Ｍ
Ｓ 

明
朝
」
で
こ
の
字
体

が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
目
に
し
た
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
歴
史
上
篆
書
で
し
か
用

い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
復
古
主
義
的
な
考
え
か
ら
強
引
に
字
書
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。 

〈
腔
〉
は
、
古
く
は
7.2
の
右
に
示
す
デ
ザ
イ
ン
が
用
い
ら
れ
た
が
、
形
状
の
解
釈
の
違
い
に
よ
っ
て

中
央
に
示
す
デ
ザ
イ
ン
が
つ
く
ら
れ
た
。
フ
ォ
ン
ト
に
よ
っ
て
は
左
に
示
す
よ
う
な
穴
冠
（

あ
な 

 

か
ん
む
り

）
を
全

て
繋
げ
た
デ
ザ
イ
ン
も
あ
る
。 

康煕字典体 一般的楷書 

▲7.1 ▼7.2 

は
ら
う
か
、 

と
め
る
か
。 
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〈
便
〉
は
「
筆
押
さ
え
」
の
つ
い
た
7.3
の
右
に
示
す
デ
ザ
イ
ン
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
筆
押
さ
え

が
教
育
上
よ
く
な
い
（
筆
押
さ
え
ま
で
手
書
き
で
書
い
て
し
ま
う
児
童
が
で
て
く
る
）
な
ど
の
非
本
質
的

な
理
由
で
削
除
さ
れ
、
中
央
に
示
す
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
た
。
こ
の
俗
に
「
ヒ
ゲ
剃
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
筆

押
さ
え
の
削
除
は
常
用
漢
字
の
み
に
適
用
さ
れ
、
表
外
漢
字
で
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
7.3
の
左

に
示
し
た
の
は
篆
書
に
従
っ
た
異
体
字
で
あ
り
、
歴
史
的
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。 

7.4
に
示
す
よ
う
な
は
ら
い
と
と
め
の
違
い
も
か
な
り
多
い
。
他
に
は
〈
退
〉
、〈
継
〉
な
ど
。 

7.5
に
示
す
〈
次
〉
も
デ
ザ
イ
ン
差
が
多
い
。
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
偏
が
〈
二
〉
か
、
全
体
が
象

形
か
の
ど
ち
ら
か
で
議
論
さ
れ
て
お
り
、
成
り
立
ち
が
明
確
に
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
書
物
の
活
字
を
見
て
い
る
限
り
、
中
央
下
と
左
上
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。 

デ
ザ
イ
ン
差
、
字
体
差
と
も
に
著
し
く
多
様
な
例
も
多
く
、〈
既
〉
が
そ
の
一
例
。
篆
書
は
7.7
の
よ
う

に
結
構
異
な
っ
て
お
り
、
デ
ザ
イ
ン
差
に
つ
い
て
ど
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
か
は
一
概
に
言
え
な
い
。
〈
亡
〉

も
7.8
の
よ
う
に
字
形
が
変
化
し
て
き
た
も
の
。
7.9
、

に
示
す
筆
押
さ
え
は
不
要
に
思
え
る
が
、
こ
れ

は
〈
人
〉
と
〈
入
〉
を
字
源
上
区
別
す
る
の
に
重
要
で
、
簡
単
に
な
く
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。 

▲7.6 

▲7.7 

7.8 ▼7.9 

▼7.10 

▲7.5 



 

簡体 日式 繁体 

繁
体
字
は
日
本
の
漢
字
の
本
字
体
と
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い

て
比
較
的
見
慣
れ
て
い
る
た
め
、
臺
灣
に
旅
行
に
行
っ
て
も
看

板
が
か
な
り
読
め
る
（
時
々
平
仮
名
片
仮
名
さ
え
見
か
け
る
）
。

と
こ
ろ
が
簡
体
字
は
本
字
と
字
形
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ

と
も
珍
し
く
な
い
の
で
、
知
ら
な
い
と
本
当
に
読
め
な
い
場
合

が
結
構
あ
る
。
そ
う
い
う
字
形
の
大
半
は
本
字
体
の
ご
く
一
部

が
抜
粋
さ
れ
て
つ
く
ら
れ
た
字
形
だ
。
左
に
そ
の
類
の
簡
体
字

の
例
を
並
べ
て
み
た
。
日
本
人
か
ら
見
れ
ば
ど
う
も
こ
う
い
う

省
略
形
は
し
っ
く
り
こ
な
い
。
〈
務
〉
は
音
を
表
す
〈
矛
〉
（
ム

）

が
取
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
〈
麗
〉
は
「
鹿
の
角
が
綺
麗
に

並
ん
だ
さ
ま
」
を
表
す
字
な
の
に
角
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。 

怒
涛
の
簡
体
字 

簡体 

本字 

 

中
国
人
の
〈
愛
〉
に
は
〈
心
〉

が
な
い
。
以
上
。
別
に
深
い
意
味

は
な
い
よ
。 

右
の
字
は
〈
發
〉
の
略
字
で
あ
り
な
が
ら
〈
髮
〉

の
略
字
で
も
あ
り
、
左
の
字
は
〈
機
〉
の
略
字

で
あ
り
な
が
ら
〈
机
〉
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

か
な
り
ひ
ど
い
衝
突
だ
。
ま
あ
、
日
本
で
も
〈
弁
〉

な
ど
の
ひ
ど
い
例
が
あ
る
け
れ
ど
。 



 

簡体 日式 繁体 

日
本
式
略
字
も
簡
体
字
も
共
に
本
字
体
を
書
き
や
す
く
す
る

た
め
に
省
略
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
発
想
は
そ
れ
ぞ
れ
結
構

違
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
日
本
式
略
字
は
本
字
体
の
複
雑
な
部
位

を
よ
り
簡
易
な
既
存
の
部
首
に
置
き
換
え
て
い
る
も
の
が
多
い

が
、
簡
体
字
で
は
完
全
に
草
書
に
従
い
、
新
し
い
形
を
ど
ん
ど

ん
つ
く
っ
て
い
る
（
〈
図
〉
な
ど
は
例
外
的
に
逆

）
。
〈
傳
〉
を
見
れ

ば
明
ら
か
だ
が
、
日
本
で
は
旁
が
既
存
の
〈
云
〉
で
代
用
さ
れ

た
。
一
方
、
簡
体
字
で
は
「
キ
マ
」
の
よ
う
に
見
え
る
、
漢
字

と
し
て
は
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
形
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
安

易
に
別
起
源
の
部
分
を
同
字
形
で
置
き
換
え
な
い
点
に
関
し
て

は
日
本
式
新
字
よ
り
よ
い
（
日
本
式
だ
と
こ
の
場
合
〈
伝
〉
と
〈
云
〉
に

関
係
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う

）
が
、
草
書
を
強
引
に
明
朝
体
に

す
る
と
い
う
発
想
は
全
く
い
た
だ
け
な
い
。 

〈
単
〉
〈
実
〉
〈
済
〉
な
ど
、
簡
体
字
と
日
本
式
新
字
で
わ
ず

か
に
違
う
も
の
も
結
構
あ
る
。
こ
う
い
う
違
い
の
わ
ず
か
な
字
形

は
、U

n
ico

d
e

な
ど
の
包
括
的
な
文
字
コ
ー
ド
で
は
区
別
が
困
難

で
あ
り
、
同
じ
番
地
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
日
本
でU

n
ico

d
e

が
導
入
さ
れ
る
と
話
題
に
な
っ
た
と
き
、

「
〈
骨
〉
が
左
右
逆
の
字
形
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
ぞ
」
と
悲
観

す
る
人
が
続
出
し
た
と
か
（
簡
体
字
の
〈
骨
〉
は
「
左
右
逆
」
）
。 

極
端
な
省
略
に
よ
り
「
け
っ
た
い
な
字
」
と
な
っ
て
い
る
簡
体

字
と
比
べ
て
も
日
本
式
新
字
の
方
が
悪
質
な
場
合
が
実
は
あ
る
。

〈
糸
〉
は
象
形
の
都
合
上
〈
絲
〉
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
が
、

日
本
で
は
〈
糸
〉
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
〈
糸
〉
は
本
来
〈
絲
〉

と
別
字
で
、
衝
突
し
て
い
る
の
だ
。 



1 

別
字
源
の
同
字
形 

〈
専
〉
と
〈
博
〉
は
、
ど
ち
ら
に
は
点
が
あ
っ
て
ど
ち
ら
に

は
点
が
な
い
の
か
迷
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ

の
2
字
は
、
も
と
も
と
全
く
違
う
字
形
だ
っ
た
の
に
中
途
半
端

な
略
字
化
に
よ
っ
て
互
い
に
そ
っ
く
り
な
形
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
例
で
、
1
、
2
を
見
て
も
字
源
が
違
う
の
は
明
ら
か
。
上
半

分
は
「
紡
錘
（
繊
維
を
よ
る
た
め
の
お
も
り
と
紡
い
だ
糸
を
巻

き
取
る
器
具
）
」
を
意
味
し
、
こ
れ
が
一
か
所
に
と
ど
ま
っ
て

揺
れ
動
か
な
い
こ
と
か
ら
「
専
一
」
「
専
念
」
の
意
が
生
じ
た
。

ま
た
紡
い
だ
糸
は
ま
る
く
ま
と
ま
る
の
で
「
ま
る
い
」
と
い
う

意
も
持
ち
、
こ
れ
が
〈
転
〉
（
本
字
体
は
〈
轉
〉
）
や
「
ま
る

く
て
平
ら
な
敷
石
」
の
意
で
あ
る
〈
磚
〉
（

か
わ

ら

）
へ
と
派
生
し

た
。
〈
博
〉
に
含
ま
れ
る
〈
甫
〉
は
〈
圃
〉
（
「
田
圃
」
（

た
ん

ぼ

）

な
ど
）
の
原
字
で
、
「
平
ら
で
広
い
苗
床
」
の
意
。
こ
れ
に
「
集

め
る
」
を
意
味
す
る
〈
十
〉
を
加
え
、
「
（
主
に
知
識
教
養
な

ど
を
）
広
く
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
。
こ
う
い
う
点
で

〈
専
〉
と
〈
博
〉
は
全
く
の
別
物
で
あ
る
。 

  

2 

〈
麻
〉
か
ら
「
マ
だ
れ
」
を
除
い
た
部
分
は
〈
林
〉
と
全
く
関
係

が
な
い
。〈
魔
〉
に
つ
い
て
も
同
じ
。
〈
述
〉
か
ら
之
繞
を
除
い
た

部
分
と
は
関
係
が
あ
る
。
関
係
の
な
い
部
分
が
似
て
く
る
の
は
、

楷
書
で
書
き
や
す
い
形
が
追
求
さ
れ
る
と
自
然
に
似
て
く
る
か

ら
で
、
関
係
の
あ
る
部
分
が
別
物
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
の

は
大
き
さ
や
位
置
関
係
上
の
都
合
だ
。 



 

3 

1 

2 

4 

〈
青
〉
は
康
煕
字
典
で
1
に
示
す
字
形
と
な
っ
て
い
る
の
だ

が
、
実
は
こ
の
字
形
、
歴
史
上
隷
書
以
降
で
は
殆
ど
使
わ
れ
て

い
な
い
。
康
煕
字
典
中
で
も
〈
青
〉
の
字
形
は
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
明
朝
体
が
つ
く
ら
れ
た
当
時
、
既
に
康
煕
字
典

体
の
〈
青
〉
は
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
字
形
で
は
な
く
な
っ
て

い
て
、
康
煕
字
典
が
編
纂
さ
れ
る
際
に
わ
ざ
わ
ざ
古
い
篆
書
の

字
形
（
2
）
に
な
ら
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
康
煕
字

典
体
の
〈
青
〉
は
〈
円
〉
の
よ
う
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
が
、

起
源
は
全
く
別
で
、
〈
円
〉
は
3
の
よ
う
な
過
程
で
省
略
さ
れ

た
、
近
代
以
降
の
略
字
。〈
員
〉
の
部
分
が
点
で
代
用
さ
れ
、
速

く
書
か
れ
て
最
終
画
が
上
に
寄
っ
た
結
果
、
現
在
の
字
形
と
な

っ
た
。
簡
体
字
で
は
あ
ま
り
略
さ
れ
て
い
な
い
（
4
に
示
す
）。 

〈
臼
〉
は
書
き
に
く
い
た
め
〈
旧
〉
で
置
換
さ
れ
た
略
字
が
多

い
。
1
に
示
す
よ
う
に
、〈
稲
〉〈
陥
〉〈
児
〉
な
ど
が
あ
て
は
ま

る
。
で
は
〈
旧
〉
自
体
は
何
な
の
か
と
い
う
と
こ
れ
も
略
字
。
2

の
よ
う
な
省
略
過
程
を
経
て
で
き
た
も
の
だ
が
、
よ
く
見
る
と
本

字
体
の
〈
臼
〉
に
相
当
す
る
部
分
が
残
っ
た
だ
け
。
つ
ま
り
〈
旧
〉

は
〈
臼
〉
と
同
一
起
源
な
の
で
あ
る
。
或
る
意
味
で
は
字
形
衝
突

で
あ
り
、
過
度
の
省
略
の
悪
例
だ
。 

2 

1 



 

1
は
〈
塩
〉
の
本
字
体
。〈
臣
〉
は
「
見
開
い
た
目
」、
右
上

の
2
画
は
〈
人
〉
と
同
一
、〈
鹵
〉（
2
）
は
「
し
お
」
を
、〈
皿
〉

（
3
）
は
そ
の
ま
ま
「
さ
ら
」
を
、
そ
の
上
の
〈
一
〉
は
「
み

ず
」
を
意
味
す
る
。
全
体
で
「
皿
に
盛
ら
れ
た
水
の
中
の
塩
を

見
る
さ
ま
」
を
示
し
て
い
る
。
甲
骨
文
字
で
は
〈
人
〉
の
部
分

が
下
に
大
き
く
伸
び
て
い
て
、
覗
き
込
ん
で
い
る
様
子
が
実
に

分
か
り
や
す
い
。
〈
鹵
〉
が
な
け
れ
ば
〈
監
〉
で
あ
る
（
4
に

示
す
）
。〈
皿
〉
と
〈
一
〉
の
組
み
合
わ
せ
は
「
血
が
皿
に
盛
ら

れ
た
さ
ま
」
を
意
味
す
る
〈
血
〉
に
同
じ
（
5
に
示
す
）
。
こ

こ
か
ら
〈
臣
〉
が
土
偏
（

つ
ち

ヘ
ン

）
に
、〈
鹵
〉
は
〈
口
〉
に
略
さ
れ

て
で
き
た
の
が
現
在
一
般
に
用
い
ら
れ
る
字
形
（
6
に
示
す
）。

途
中
段
階
の
字
形
も
数
多
く
あ
る
（
そ
の
一
部
を
7
に
示
す
）。 

現
在
の
字
形
は
略
字
と
は
い
え
か
な
り
古
く
か
ら
あ
り
、
日
本

で
は
平
安
時
代
に
そ
の
記
載
が
あ
る
。
徒
然
草
第

段
に
「
先
づ
、

『
し
ほ
』
と
い
ふ
文
字
は
、
い
づ
れ
の
偏
に
か
侍
ら
ん
」
と
問
は

れ
た
り
け
る
に
、「
土
偏
に
候
ふ
」
と
申
し
た
り
け
れ
ば
、
…
…
」

と
あ
り
、
こ
れ
は
「
シ
オ
と
い
う
字
は
何
偏
が
含
ま
れ
て
い
る
か
」

と
問
わ
れ
、
〈
鹽
〉
の
偏
（
？
）
で
あ
る
〈
臣
〉
と
答
え
る
べ
き

と
こ
ろ
を
略
字
し
か
知
ら
ず
〈
塩
〉
の
偏
で
あ
る
土
偏
と
答
え
た

の
を
見
て
、
教
養
が
浅
い
人
だ
と
馬
鹿
に
し
て
い
る
話
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
誤
り
と
し
て
「
い
づ
れ
の
偏
に
か
侍

ら
ん
」
は
「
ど
の
篇
（
文
献
）
に
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
い
う
意
味

で
、
こ
れ
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
ご
ま
か
し
て
「
土
偏
で
す
」

と
言
っ
た
の
を
面
白
い
と
捉
え
て
い
る
の
だ
と
す
る
説
も
あ
る
。

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
後
者
の
方
が
納
得
で
き
そ
う
だ
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
当
時
す
で
に
土
偏
の
略
字
は
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。 

2 

3 

4 

1 

5 

6 7 



 

3 

1 

「
月
」
と
い
う
字
形
で
書
か
れ
る
も
の
の
起
源
は
、
実
は
お

よ
そ
3
種
類
あ
る
。
ひ
と
つ
は
勿
論
「
天
体
の
月
」
を
さ
す
〈
月
〉

で
、
残
り
は
〈
肉
〉
と
〈
舟
〉
だ
。〈
肉
〉
の
方
は
小
学
校
で
も

部
首
と
し
て
月
偏
（

つ
き

ヘ
ン

）
と
肉
月
（

ニ
ク

づ
き

）
を
区
別
し
て
い
る
の

で
あ
る
程
度
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、〈
舟
〉
と
同
等
の
〈
月
〉
の

存
在
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。「
天
体
の
月
」
を
起
源
と
す

る
も
の
は
1

の
よ
う
な
変
化
を
経
て
現
在
の
字
形
に
至
っ
て

い
る
。〈
期
〉
な
ど
、
時
間
に
関
す
る
漢
字
に
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
〈
肉
〉
を
起
源
と
す
る
も
の
は
お
お
よ
そ
2
の
よ

う
な
変
化
を
経
て
い
る
。
3
に
示
す
〈
胃
〉
〈
腸
〉
な
ど
、
肉

体
に
関
係
す
る
漢
字
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
く
起
源
が

違
う
の
だ
か
ら
、
手
書
き
は
別
と
し
て
も
や
は
り
活
字
で
は
字

形
を
区
別
し
て
表
す
べ
き
だ
。 

〈
月
〉
と
似
た
も
の
に
も
う
ひ
と
つ
〈
朋
〉
が
あ
る
が
、
こ
れ

も
字
源
と
し
て
は
全
く
違
う
。〈
萌
〉
の
字
源
は
草
冠
（

く
さ 

 

か
ん
む
り

）
と

〈
明
〉
ら
し
い
（
4
に
示
す
）
が
、
音
は
「
ホ
ウ
」。〈
朋
〉（
ホ
ウ

）

と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
自
分
の
参
照
し
た
ど

の
文
献
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
か
っ
た
。 

〈
明
〉
の
偏
は
「
太
陽
」
の
〈
日
〉
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
〈
日
〉

の
字
体
よ
り
も
〈
囧
〉（
ケ
イ

）
を
含
む
〈
朙
〉
の
方
が
普
通
だ
っ
た

（
5
）。〈
囧
〉
は
窓
を
意
味
し
、
月
明
か
り
が
窓
に
差
し
込
む
の

を
「
明
る
い
」
と
し
た
ら
し
い
。
ど
う
で
も
い
い
が
〈
日
〉
の
方

で
は
太
陽
と
月
の
位
置
関
係
が
お
か
し
い
（
三
日
月
な
ら
太
陽
は

月
の
右
方
に
見
え
る
は
ず
）
。
同
級
生
が
「
こ
れ
は
太
陽
よ
り
は

る
か
に
『
明
る
い
』
も
の
が
月
の
右
側
に
あ
る
か
ら
で
、
そ
れ
故

〈
明
〉
は
『
明
る
い
』
な
の
だ
」
と
言
っ
て
い
た
が
、

等
級

を
超
え
る
明
る
さ
で
は
ヒ
ト
の
目
は
到
底
耐
え
ら
れ
ま
い
（
笑
） 

2 

〈月〉 

〈肉〉 

4 

5 

▲
〈
朝
〉
の
篆
書
体
。
天
文

現
象
で
あ
り
な
が
ら
、
旁
は

〈
月
〉
で
は
な
く
〈
舟
〉
が

起
源
。
舟
の
い
る
海
か
ら
朝

日
が
昇
る
さ
ま
。 



3 

門
構
（

モ
ン 

が
ま
え

）
の
〈
闘
〉
は
か
な
り
新
し
い
字
形
。
も
と
も
と

は
「
た
た
か
う
」
を
意
味
す
る
部
首
（
1
）
だ
っ
た
の
だ
が
、

形
が
似
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
明
治
の
字
体
整
理
の
際
に
門
構

に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

〈
姫
〉
の
旁
は
、
実
は
〈
臣
〉
で
は
な
い
。「
顎
の
ふ
く
よ
か

な
さ
ま
」
を
意
味
す
る
2
の
字
種
で
あ
る
。 

 

〈
集
〉
は
「
鳥
が
木
に
集
ま
る
様
子
」
を
描
い
た
字
だ
っ
た

が
、
か
な
り
古
く
か
ら
鳥
は
1
羽
で
あ
る
（
3
）
。
漢
字
に
於

い
て
同
じ
も
の
を
3

つ
描
く
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を

代
辯
す
る
が
、
1
羽
で
は
全
然
「
集
ま
っ
て
」
い
な
い
で
は
な

い
か
。 

 

か
な
り
衝
撃
的
な
事
実
だ
が
、
〈
著
〉
と
〈
着
〉
は
も
と
も
と

〈
箸
〉
だ
っ
た
ら
し
い
。
竹
冠
（

た
け 

 

か
ん
む
り

）
と
草
冠
（

く
さ 

 

か
ん
む
り

）
が
入

れ
替
わ
る
の
は
、
意
味
が
近
い
う
え
に
形
も
似
て
い
る
の
で
よ
く

あ
る
こ
と
だ
が
、
〈
着
〉
が
〈
著
〉
か
ら
で
き
た
と
い
う
こ
と
は

言
わ
れ
な
い
限
り
気
づ
か
な
い
く
ら
い
に
大
胆
な
変
化
で
あ
る
。

「
チ
ョ
」
と
「
チ
ャ
ク
」
で
読
み
方
ま
で
違
っ
て
い
る
。
実
は
〈
着
〉

は
も
と
も
と
〈
著
〉
の
行
書
や
草
書
で
の
形
で
、
日
常
生
活
で
楷

書
体
を
め
っ
た
に
使
わ
な
い
農
民
や
町
人
は
〈
着
〉
と
い
う
字
形

し
か
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
後
に
〈
著
〉
と
〈
着
〉
は

別
字
と
認
識
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
現
在
で
も
例
外
的
に

藝
術
に
関
す
る
書
物
で
は
「
着
色
」
を
「
著
色
」
と
書
記
す
る
こ

と
が
あ
る
ら
し
い
が
、
基
本
的
に
〈
著
〉
と
〈
着
〉
は
全
く
異
な

る
役
割
を
し
て
い
る
。 

〈
句
〉
と
〈
勾
〉
も
元
は
同
じ
字
。
「
口
」
と
「
ム
」
は
す
ぐ

に
置
き
換
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
〈
強
〉
〈
松
〉
〈
統
〉
な
ど
は

「
ム
」
が
「
口
」
と
な
っ
た
異
体
字
が
あ
る
。
〈
船
〉
と
〈
舩
〉

も
同
じ
字
。「
俳
勾
」「
慣
用
勾
」
と
い
っ
た
書
き
方
は
し
な
い
し
、

「
句
玉
」
「
句
配
」
と
い
っ
た
書
き
方
も
し
な
い
が
、
本
来
は
ど

れ
も
正
し
く
あ
る
は
ず
の
も
の
だ
。
慣
用
に
よ
っ
て
同
一
起
源
の

字
が
「
役
割
分
担
」
し
て
し
ま
う
好
例
で
あ
る
。 

2 

1 



〈
人
〉
ふ
た
り
が
左
を
向
い
て
並
ぶ
と
後
ろ
の
人
が
前
の
人
に

従
う
と
い
う
こ
と
で
〈
从
〉（

ジ
ュ

ウ

）
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
〈
從
〉（
〈
従
〉

の
本
字
体

）
の
元
と
な
る
字
で
あ
る
。
一
方
〈
人
〉
ふ
た
り
が
右
を

向
い
て
並
ぶ
と
、
こ
れ
は
比
べ
あ
っ
て
い
る
様
子
を
示
す
〈
比
〉

と
な
る
。
な
ぜ
ふ
た
り
の
向
く
向
き
の
左
右
で
違
い
が
出
る
の
か

と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
文
献
は
な
か
な
か
見
あ
た
ら
な

い
の
で
説
明
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
向
き
に
は
意
味
は
な
い
。 

背
中
同
士
を
向
け
て
い
る
も
の
は
〈
北
〉
。
王
は
南
を
向
い
て

座
る
の
で
、
王
が
背
中
を
向
け
る
方
角
を
〈
北
〉
で
表
す
よ
う
に

な
っ
た
。
「
敗
北
」
に
〈
北
〉
が
含
ま
れ
る
の
は
相
手
に
背
を
向

け
て
逃
げ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
〈
北
〉
が
専
ら
「
北
」
の
意
味

で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
「
背
中
」
の
意
は
〈
北
〉
に
肉
月

を
添
え
た
〈
背
〉
で
表
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

人 

从 比 

北 化 

甲
骨
文
字
の
擬
似
的
再
現 

最
初
は
明
朝
体
と
そ
の
字
源
に
つ
い
て
説
明
す
る
だ
け
の
つ

も
り
だ
っ
た
の
に
、
調
べ
て
い
る
う
ち
に
甲
骨
文
字
に
も
興
味

が
湧
い
て
し
ま
っ
て

．
．
．
．
こ
こ
に
至
る
。
所
謂
受
験
生
（
笑
）
で
あ

る
。
容
易
に
理
解
で
き
て
か
つ
十
分
に
信
頼
の
で
き
る
甲
骨
文

字
の
図
形
資
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

の
で
、
資
料
の
内
容
か
ら
甲
骨
文
字
を
現
代
的
な
象
形
感
覚
で

再
現
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
絵
は
ど
れ
も
●
●
が
描
い
た
も
の

で
稚
拙
だ
が
、
多
少
な
り
と
も
理
解
の
助
け
に
な
れ
ば
と
思
う
。 

下
段
右
に
〈
人
〉
か
ら
で
き
て
い
る
漢
字
を
並
べ
た
。
漢
字

が
表
語
文
字
と
し
て
の
性
質
を
長
ら
く
保
持
し
続
け
、
今
後
も

失
わ
れ
る
気
配
が
な
い
要
因
は
、
ひ
と
え
に
〈
人
〉
な
ど
字
を

構
成
す
る
基
本
的
な
部
分
が
簡
素
で
書
き
や
す
い
形
で
あ
る
こ

と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
に
は
多
く
の
表
語
文
字
が

あ
っ
た
が
、
そ
の
形
状
が
複
雑
で
あ
っ
た
た
め
表
音
文
字
が
主

軸
と
な
っ
て
い
き
、
表
語
文
字
は
廃
れ
て
い
っ
た
。
ヒ
エ
ロ
グ

リ
フ
の
表
語
文
字
は
輪
廓
を
基
準
と
し
て
物
事
を
表
し
た
の
に

対
し
、
漢
字
で
は
線
を
基
準
と
し
て
物
事
を
表
し
た
た
め
筆
記

能
率
が
よ
く
、
後
世
に
長
く
残
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 



又 

右 左 

尋 

寸 

〈
人
〉
ふ
た
り
が
点
対
称
に
背
中
を
合
わ
せ
て
並
ん
だ
も
の

が
〈
化
〉
。
現
在
の
字
体
で
は
〈
北
〉
も
〈
化
〉
も
旁
は
匕
首
（

あ
い

く
ち

）

と
な
っ
て
い
て
同
じ
だ
が
、
戦
前
ま
で
は
字
源
の
違
い
か
ら
筆

記
で
も
別
物
と
し
て
扱
わ
れ
、
両
者
は
厳
密
に
書
き
分
け
ら
れ

て
い
た
。
〈
北
〉
〈
比
〉
〈
能
〉
で
は
1
画
目
を
左
か
ら
右
に
引

き
、
2
画
目
の
最
後
は
は
ね
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
〈
化
〉〈
貨
〉

〈
靴
〉
〈
花
〉
の
旁
は
も
と
も
と
匕
首
で
、
1
画
目
は
右
か
ら

左
に
は
ら
い
、
2
画
目
も
最
後
を
は
ね
る
。 

上
段
左
に
手
に
関
係
す
る
字
を
並
べ
た
。〈
手
〉
で
は
な
い
が
、

〈
又
〉
が
多
く
の
字
に
於
い
て
手
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

〈
右
〉
は
「
右
手
」
と
「
神
へ
の
祝
詞
を
入
れ
る
器
」
か
ら
な
っ

て
い
る
。「
口
」
と
い
う
字
形
は
〈
口
〉（
く
ち

）
で
は
な
く
、「
神
へ

の
祝
詞
を
入
れ
る
器
」
を
意
味
す
る
〈∀

〉（
サ
イ

）
な
の
だ
（fo

r all

記
号∀

を
用
い
た
の
は
便
宜
上
の
代
用

）
。「
口
」
と
い
う
字
形
が
〈
口
〉
で

は
な
く
〈∀

〉
で
あ
る
と
い
う
説
を
立
て
て
あ
ら
ゆ
る
漢
字
を
体

系
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
は
、
文
字
学
で
有
名
な
白
川
静

氏
の
最
大
の
業
績
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

一
方
〈
左
〉
は
「
左
手
」
と
「
呪
具
（
呪
術
に
用
い
る
道
具
）
」

か
ら
な
っ
て
い
る
。
「
左
手
」
は
単
純
に
「
右
手
」
を
左
右
反
転

し
た
も
の
で
、
こ
の
差
が
楷
書
体
の
〈
左
〉
と
〈
右
〉
の
筆
順
に

違
い
が
あ
る
こ
と
の
原
因
で
あ
る
。〈
左
〉
は
縦
画
が
長
く
、〈
右
〉

は
横
画
が
長
い
。 

〈
左
〉
と
〈
右
〉
を
合
わ
せ
た
字
が
な
ん
と
〈
尋
〉
。
右
手
に

器
を
、
左
手
に
呪
具
を
持
っ
て
「
神
を
祀
る
場
所
を
た
ず
ね
る
」

意
ら
し
い
（
た
だ
し
現
代
語
で
は
こ
の
意
味
の
「
た
ず
ね
る
」
に

は
〈
訪
〉
の
字
を
あ
て
る
）
。〈
寸
〉
は
〈
又
〉
と
ほ
ぼ
同
じ
。 

こ
の
他
、
手
と
手
を
重
ね
た
様
子
か
ら
「
仲
が
良
い
人
」
を
意

味
す
る
〈
友
〉
が
で
き
た
。 

友 



臥 

目 臣 

監 民 

右
に
〈
目
〉
に
関
す
る
字
を
並
べ
た
。
〈
臣
〉
は
元
を
辿
れ

ば
〈
目
〉
と
ほ
ぼ
同
じ
形
。
時
間
の
都
合
上
同
じ
絵
を
使
い
回

し
て
し
ま
っ
た
が
、
瞳
が
下
ま
ぶ
た
を
超
え
て
大
き
く
な
っ
た

も
の
が
〈
臣
〉
。
〈
人
〉
の
頭
に
〈
目
〉
を
く
っ
つ
け
た
の
が

〈
見
〉
。
漢
字
は
特
徴
的
な
部
分
だ
け
を
抜
粋
し
て
示
す
よ
う

に
で
き
て
い
る
の
で
、
見
る
と
い
う
行
為
に
於
い
て
重
要
な
目

を
除
き
、
人
の
頭
は
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
「
と

も
だ
ち
」
に
似
て
る
?
（
Ⓒ
浦
沢
直
樹

）
〈
人
〉
は
字
の
中
で
下

方
に
来
る
と
人
足
（

ひ
と

あ
し

）
と
い
う
部
首
に
な
る
。
個
人
的
な
話

だ
が
、
小
学
生
の
時
に
「
〈
見
〉
の
部
首
は
?
」
と
訊
か
れ
て

「
ふ
た
あ
し
!!
」
と
答
え
て
し
ま
っ
た
の
を
猛
烈
に
覚
え
て
い

る
。
人
足
を
「
一
足
」
と
誤
解
し
て
い
た
上
に
脚
2
本
の
象
形

だ
と
思
っ
た
か
ら
そ
う
答
え
た
の
だ
ろ
う
。 

見 

〈
臥
〉
も
本
質
的
に
は
〈
見
〉
と
同
じ
よ
う
な
字
だ
が
、
屈
ん
だ

姿
勢
の
た
め
「
下
を
見
る
」
意
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
〈
血
〉
（
と

い
う
か
〈
皿
〉
と
「
水
」
）
が
加
わ
る
と
前
出
の
〈
監
〉
と
な
る
。 

〈
民
〉
は
な
か
な
か
衝
撃
的
な
字
で
、
瞳
を
針
で
突
き
刺
し
た
様

子
か
ら
「
視
力
を
失
っ
た
（
神
へ
の
）
奉
仕
者
」
を
意
味
す
る
。

「
視
力
を
失
わ
せ
て
逃
げ
ら
れ
な
く
し
た
奴
隷
」
を
意
味
す
る
と

聞
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
確
実
で
は
な
い
。
後
に
こ
の
字
が
「
神

に
仕
え
る
者
」
か
ら
転
じ
て
「
ひ
と
」、「
た
み
」
の
意
味
に
な
っ

た
こ
と
は
容
易
に
推
し
量
れ
る
。
最
初
に
〈
民
〉
の
成
り
立
ち
を

聞
い
た
と
き
、
自
分
は
「
目
が
見
え
な
い
く
ら
い
に
物
わ
か
り
の

悪
い
人
々
」
と
い
う
意
味
の
字
か
と
思
っ
た
が
、
や
は
り
漢
字
は

呪
術
や
信
仰
に
関
す
る
意
味
が
原
義
で
あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う

だ
。
こ
の
〈
民
〉
と
い
う
字
に
関
連
し
て
「
『
子
供
』
の
〈
供
〉

は
『
奴
隷
』
の
意
を
含
む
字
だ
か
ら
よ
く
な
い
、
『
子
ど
も
』
と

書
く
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
人
が
い
る
が
、
『
国
民
』
の
〈
民
〉

だ
っ
て
「
奉
仕
者
」
の
意
味
な
の
だ
か
ら
、
こ
ん
な
主
張
が
ま
か

り
通
っ
て
は
使
え
る
文
字
な
ど
ご
く
少
数
だ
」
と
い
う
意
見
を
同

級
生
か
ら
聞
い
た
。
な
る
ほ
ど
な
あ
、
と
感
心
し
た
。
そ
も
そ
も

「
こ
ど
も
」
は
和
語
だ
か
ら
漢
字
を
あ
て
る
必
要
も
元
来
な
く
、

「
子
供
」
と
書
く
こ
と
さ
え
本
質
的
で
は
な
い
の
だ
が
。 



 

〈
衣
〉
は
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
象
形

文
字
だ
。
襟
元
を
合
わ
せ
た
形
が
見
事
な

ま
で
に
簡
潔
な
線
で
示
さ
れ
て
い
る
。
鍋

蓋
（

な
べ

ぶ
た

）
の
よ
う
な
上
の
部
分
は
背
中
側

の
布
か
。 

意
外
に
も
、
こ
の
〈
衣
〉
か
ら
で
き
た

字
の
ひ
と
つ
が
〈
卒
〉
で
あ
る
。
人
が
亡

く
な
っ
た
時
に
は
す
ぐ
襟
を
重
ね
て
留

め
る
の
で
、
〈
衣
〉
に
結
び
目
の
〈
ノ
〉

を
書
き
足
し
て
〈
卒
〉
と
な
っ
た
。
「
す

ぐ
に
」
ま
た
は
「
亡
く
な
る
」
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
「
に
わ
か
に
」
「
つ
い
に
」
の
意
と

な
っ
た
（
漢
文
訓
読
で
も
こ
の
2

通
り

を
よ
く
見
る
）
。
〈
衣
〉
と
〈
卒
〉
は
そ

れ
ぞ
れ
右
上
の
よ
う
な
変
化
を
経
て
現

在
の
字
形
に
至
っ
て
い
る
。 

 

〈
止
〉
は
も
と
も
と
足
の
形
を
象
っ
た
も
の
。
〈
行
〉
は
十
字

路
の
象
形
文
字
。〈
行
〉
の
左
半
分
（
つ
ま
り
行
人
偏

）
と
〈
止
〉
を

組
み
合
わ
せ
た
の
が
「
し
ん
に
ょ
う
の
点
は
一
つ
か
二
つ
か
」
で

既
出
の
〈
辵
〉
（

チ
ャ

ク

）
で
、
「
道
を
歩
い
て
い
く
」
意
。
こ
れ
は
之

繞
の
元
と
な
っ
た
字
で
、
種
々
の
字
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
多
様

な
字
を
形
成
す
る
。
異
族
の
人
の
生
首
を
持
っ
て
道
を
歩
く
と
呪

わ
れ
な
い
と
い
う
信
仰
か
ら
〈
首
〉
に
つ
く
と
〈
道
〉
、
前
述
の

〈
从
〉
に
つ
く
と
〈
從
〉（
之
繞
に
な
ら
ず
再
分
解
さ
れ
る
例

）
と
な
る
。

之
繞
を
含
む
字
は
ど
れ
も
「
道
を
歩
く
」
と
い
う
要
素
を
持
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

衣 卒 

止 行 

歩 辵 

從 道 



取 臤 

〈
臤
〉
は
〈
臣
〉
と
〈
又
〉
か
ら
で
き
て
お
り
、
瞳
を
手
で

傷
つ
け
て
視
力
を
失
い
、
神
に
仕
え
る
者
と
な
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
い
う
。
発
想
は
〈
民
〉
と
よ
く
似
て
い
る
。
「
臣
民
」

と
い
う
言
葉
も
あ
る
く
ら
い
だ
。
視
力
を
失
う
こ
と
で
他
の
感

覚
器
官
が
敏
感
に
な
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
、
こ
う
い
う
発
想

が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

〈
取
〉
は
〈
耳
〉
と
〈
又
〉
か
ら
で
き
て
お
り
、
予
想
を
裏

切
ら
ず
「
耳
を
手
で
取
っ
て
い
る
さ
ま
」
で
あ
る
。
戦
争
が
起

こ
る
と
兵
士
は
戦
場
で
敵
兵
と
ま
み
え
た
が
、
そ
の
際
殺
害
人

数
が
貢
献
度
の
指
標
で
あ
っ
た
の
で
、
敵
兵
を
殺
害
し
た
と
き

に
は
そ
の
証
拠
と
し
て
左
耳
を
回
収
し
た
そ
う
だ
。
日
本
で
も

耳
塚
は
有
名
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
最
も
多
く
の
左
耳
を
取
っ
た

者
」
が
〈
最
〉
で
、
袋
に
多
く
の
左
耳
を
入
れ
て
い
る
様
子
。 

最 

そ
ん
な
わ
け
で
〈
最
〉
の
〈
日
〉
の
よ
う
な
部
分
は
〈
日
〉
で
は

な
く
「
袋
」
を
意
味
す
る
部
分
で
あ
る
。〈
冒
〉
も
こ
れ
に
同
じ
。 

 

〈
然
〉
は
〈
肉
〉
、〈
犬
〉、〈
火
〉
か
ら
な
っ
て
い
る
。
天
の
神

は
犬
の
肉
の
焼
け
る
香
り
を
好
む
と
さ
れ
た
の
で
、
犬
は
貴
い
生

贄
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
最
初
の
「
本
字
体
と
新
字

体
の
誤
差
」
で
紹
介
し
た
〈
拔
〉（
〈
抜
〉
の
本
字
体

）
や
〈
祓
〉
も
〈
犬
〉

に
刃
物
の
線
を
加
え
た
も
の
。
清
め
る
と
か
邪
気
を
は
ら
う
と
か

い
っ
た
場
合
、
生
贄
に
頼
る
と
い
う
の
が
古
代
中
国
人
の
自
然
な

発
想
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
〈
然
〉
は
「
し
か
り
」

「
し
か
れ
ど
も
」
な
ど
の
意
味
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の
で
、
原
義

は
火
偏
（

ひ ヘ
ン

）
を
加
え
て
〈
燃
〉
と
い
う
字
で
表
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
〈
燃
〉
に
は
奇
妙
な
こ
と
に
火
偏
と
列

火
（

レ
ッ

カ

）
で
〈
火
〉
が
わ
ざ
わ
ざ
2
つ
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
い
た
い
漢
字
が
増
え
る
の
は
こ
う
い
う
の
が
原
因
だ
。
先
ほ
ど

の
〈
民
〉
も
次
第
に
「
た
み
」
の
意
味
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
た
め

原
義
は
〈
眠
〉
に
譲
ら
れ
、
こ
れ
が
「
目
が
見
え
な
い
」
か
ら
「
ね

む
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
変
化
し
た
。 

 

〈
縣
〉（
〈
県
〉
の
本
字
体

）
は
な
ん
と
木
の
枝
に
生
首
を
逆
さ
吊
り

し
て
い
る
字
。「
都
道
府
縣
」
に
は
生
首
が
2
つ
出
て
く
る
。〈
眞
〉

は
匕
首
と
〈
首
〉
か
ら
で
き
て
い
て
、
行
き
倒
れ
の
死
者
を
指
す
。 

縣 

然 

眞 



 

〈
衛
〉
は
複
雑
な
が
ら
わ
か
り
や
す
い
字
だ
。
中
央
の
四
角

形
は
〈
口
〉
で
も
〈∀

〉
で
も
な
く
、
城
郭
を
表
す
。
上
下
の

〈
五
〉
や
〈
ヰ
〉
に
似
た
形
は
、
実
は
も
と
も
と
〈
止
〉
と
同

じ
形
を
横
に
倒
し
た
も
の
。
「
防
衛
目
的
で
城
郭
周
辺
の
道
を

巡
回
す
る
様
子
」
を
描
い
た
字
な
の
で
あ
る
。
古
い
形
で
は
足

が
上
下
左
右
に
4
つ
あ
る
も
の
も
確
認
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
説

を
よ
く
支
持
す
る
証
拠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
字
が
現
在
ま
で

残
っ
て
い
れ
ば
、
〈
韋
〉
の
左
に
〈
止
〉
が
、
右
に
〈
夂
〉
が

つ
く
字
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
〈
夂
〉
は
〈
止
〉
が
ひ
っ
く
り

か
え
っ
た
形
で
、
こ
れ
と
〈∀

〉
が
合
わ
さ
る
と
〈
各
〉
と
な

る
。
白
川
静
氏
が
〈∀

〉
の
説
を
提
唱
す
る
ま
で
の
文
献
に
は

〈
各
〉
（
カ
ク

）
の
音
は
〈
口
〉
（
コ
ウ

）
か
ら
き
て
い
る
と
す
る

説
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
矛
盾
が
多
か
っ
た
と
か
。 

 

〈
正
〉
は
城
郭
を
表
す
四
角
形
と
〈
止
〉
か
ら
で
き
て
い
る
。

「
敵
の
城
郭
の
前
に
進
軍
し
て
相
手
を
正
す
た
め
に
戦
う
」
と
い

う
意
味
か
ら
で
き
た
ら
し
い
の
で
、
な
か
な
か
わ
か
り
や
す
い
。

だ
い
た
い
人
は
自
分
と
意
見
の
合
わ
な
い
相
手
を
間
違
っ
て
い

る
と
し
て
自
分
の
考
え
を
正
し
い
と
無
批
判
に
思
い
込
ん
で
し

ま
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
字
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
気
が
す
る
。 

 

〈
兄
〉
は
〈
人
〉
と
〈∀

〉
か
ら
で
き
て
お
り
、
「
神
へ
の
祝

詞
を
入
れ
る
器
を
持
っ
た
人
」
の
意
。
現
代
の
「
兄
」
と
は
か
な

り
意
味
が
違
う
が
、
〈
祝
〉
と
い
う
字
で
は
な
か
な
か
し
っ
く
り

く
る
よ
う
に
思
う
（
示
偏
（

し
め
す

ヘ

ン

）
は
台
座
を
意
味
す
る

）
。〈
光
〉
に
な
ぜ

人
足
（

ひ
と

あ
し

）
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、「
火
（
松
明
）
を

持
っ
て
い
る
人
」
の
象
形
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
の
〈
光
〉
の
金

文
や
甲
骨
文
字
は
も
は
や
「
頭
が
燃
え
て
い
る
人
」
に
し
か
見
え

な
い
が
、
〈
見
〉
が
「
頭
が
目
に
な
っ
て
い
る
人
」
の
図
で
あ
る

こ
と
と
同
様
で
、
漢
字
で
は
強
調
し
た
い
部
分
以
外
は
省
略
さ
れ

る
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
先
〉
も
同
じ
で
、「
先
行

し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
を
強
調
す
る
た
め
に
頭
に
足
を
つ
け
て

い
る
。
現
代
人
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
「
強
調
す
る
に
し
て
も
、
足

の
大
き
い
人
を
描
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
」
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

う
い
う
発
想
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

衛 正 

兄 

光 各 

先 



 

至 矢 

〈
矢
〉
は
意
外
に
多
く
の
字
の
基
礎
を
作
っ
て
い
る
。
〈
矢
〉

を
放
ち
、
そ
れ
が
地
面
に
刺
さ
る
と
〈
至
〉
。
そ
れ
が
人
の
前

で
起
こ
る
と
〈
到
〉
。
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
。
〈
到
〉
の
旁

は
字
源
か
ら
し
て
〈
人
〉
な
の
だ
が
、
〈
人
〉
と
〈
刀
〉
は
よ

く
似
て
い
た
た
め
か
な
り
古
く
か
ら
間
違
わ
れ
て
い
た
ら
し

い
。
現
代
ど
こ
ろ
か
歴
史
上
か
な
り
長
き
に
亘
っ
て
〈
到
〉
の

旁
は
立
刀
（

リ
ッ

ト
ウ

）
で
あ
る
。
〈
矢
〉
と
〈∀

〉
で
〈
知
〉
。
矢

を
折
っ
て
神
に
誓
う
こ
と
を
さ
す
ら
し
い
。
〈∀

〉
が
出
て
く

る
と
現
代
人
に
は
親
し
み
が
な
く
な
る
が
、
信
仰
の
様
子
や
思

想
が
汲
み
取
れ
て
面
白
い
。
〈
矢
〉
は
〈
族
〉
、
〈
屋
〉
な
ど

の
字
に
も
関
連
し
て
お
り
、
多
く
は
矢
を
射
て
刺
さ
っ
た
と
こ

ろ
（
儀
式
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
は
矢
が
刺
さ
っ
た
地
に
決
め
ら

れ
て
い
た
）
、
或
い
は
矢
を
折
っ
て
誓
う
こ
と
を
さ
す
よ
う
だ
。 

 

各
字
に
つ
い
て
大
変
雑
多
で
統
一
性
の
な
い
偏
っ
た
扱
い
方

を
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
書
い
て
い
て
キ
リ
の
な
い
ほ
ど

面
白
い
分
野
だ
と
思
う
。 

 

思
う
に
、
我
々
は
モ
ノ
を
用
い
る
時
に
そ
の
モ
ノ
の
素
性
を
知

ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
家
庭
用
携
帯
ゲ
ー
ム
機
器
を
所
持
し
て
い

て
も
、
家
庭
用
携
帯
ゲ
ー
ム
機
器
の
内
部
構
造
を
綿
密
に
知
っ
て

い
る
者
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
知
ら
な
く
て
も
ま
る
で
支
障

な
く
使
え
る
か
ら
、
人
々
は
そ
う
い
う
こ
と
に
興
味
を
持
た
な
く

な
る
。
こ
れ
は
専
門
分
野
と
一
般
教
養
の
乖
離
が
甚
だ
し
く
な
っ

た
結
果
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
も
い
え
る
が
、
同
じ
こ
と
は
漢
字

で
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
感
じ
る
。
我
々
が
普
段
用
い
て
い
る
漢

字
が
本
来
ど
ん
な
意
図
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
現
在
は
そ

れ
が
ど
れ
ほ
ど
変
化
し
て
い
る
か
を
意
識
で
き
る
方
が
、
ず
っ
と

言
葉
が
鮮
や
か
に
見
え
て
く
る
。
パ
ソ
コ
ン
の
使
い
方
だ
け
知
っ

て
い
る
人
と
パ
ソ
コ
ン
の
内
部
構
造
ま
で
知
っ
て
い
る
人
と
で

は
当
然
パ
ソ
コ
ン
に
対
す
る
価
値
観
が
違
う
の
で
あ
る
。
か
の
白

川
静
氏
も
著
書
に
於
い
て
勝
手
な
改
変
の
多
い
常
用
漢
字
の
普

及
を
嘆
き
「
誤
り
を
正
当
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

時
代
を
、
私
は
恥
ず
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
」
と
仰
っ
て
い
る
。
是

非
今
一
度
物
事
の
「
本
性
」
を
探
る
視
点
を
持
ち
た
い
も
の
だ
。 

到 知 



 

『
字
書
を
作
る
』
白
川
静
／
平
凡
社 

（
文
字
学
の
集
大
成
と
言
う
べ
き
書
） 

『
白
川
静
さ
ん
に
学
ぶ 

漢
字
は
楽
し
い
』
小
山
鉄
郎
／
共
同
通
信
社 

（
新
聞
の
連
載
が
単
行
本
用
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
。
軽
快
な
文
体
で
図
が
豊
富
） 

『
漢
字
と
日
本
人
』
高
島
俊
男
／
文
藝
春
秋 

（
国
語
・
中
国
文
学
の
専
門
家
か
ら
み
た
日
本
語
に
お
け
る
漢
字
運
用
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
JIS
や
常
用
漢
字
に
批
判
的
） 

『
異
体
字
の
世
界
』
小
池
和
夫
／
河
出
文
庫 

（
JIS
開
発
者
に
よ
る
異
体
字
紹
介
。
た
だ
し
字
体
運
用
に
つ
い
て
は
一
切
述
べ
ず
、
字
典
と
矛
盾
す
る
記
載
も
多
い
） 

『
新
版 

篆
刻
の
実
習
』
蓑
毛
政
雄
／
教
育
図
書 

（
中
学
3
年
の
篆
刻
で
用
い
た
小
冊
子
） 

『
字
体
の
は
な
し 

―
超
「
漢
字
論
」
―

』
財
前
謙
／
明
治
書
院 

（
書
道
家
か
ら
み
た
字
体
運
用
。
楷
書
重
視
の
意
見
が
多
い
） 

『
常
用
漢
字 

最
新
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

』
前
田
富
祺
／
明
治
書
院 

（
常
用
漢
字
の
意
義
と
そ
れ
に
準
拠
し
た
漢
字
運
用
が
記
載
さ
れ
て
い
る
） 

『
幻
想
世
界
11
ヵ
国
語 

ネ
ー
ミ
ン
グ
辞
典
』
ネ
ー
ミ
ン
グ
研
究
会
／
笠
倉
出
版
社 

（
簡
体
字
の
字
形
と
中
国
語
の
語
彙
に
関
し
て
参
考
と
し
た
。
な
お
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
記
載
字
形
は
大
部
分
が
誤
り
） 

 主
要
参
考
文
献 

GlyphWiki   http://glyphwiki.org/wiki/ 

（2011 年 10 月現在で 220000 以上の字形が登録されている誰でも編集可能な Web 字典） 

漢字データベースプロジェクト http://kanji-database.sourceforge.net/ 

（説文解字など漢字に関するあらゆる文献がデータベースとしてまとめられている） 

主要参考頁 


