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こ
と
ば
の
意
味
と
こ
こ
ろ 

  

諺
と
解
字 

    

泰
山

た
い
ざ
ん

は
土
塊

つ
ち
く
れ

を
譲 ゆ

ず

ら
ず 

 秦
の
始
皇
帝
が
ま
だ
西
国
の
一
国
王
で
し
か
な
か
っ
た
頃
の
こ
と
、
秦
国
譜
代
の
重
臣
た
ち
が
、
よ
そ

者
の
追
放
を
決
議
し
、
こ
れ
を
実
行
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
よ
そ
者
で
あ
っ
た
た
め
に
大
臣
職
か
ら
追
放

さ
れ
た
李
斯
と
い
う
人
が
秦
王
に
上
書
し
た
文
の
中
に
あ
る
言
葉
と
し
て
有
名
で
す
。 

泰
山
は
中
国
第
一
の
名
山
で
、
諺
な
ど
に
よ
く
出
て
く
る
山
の
名
前
で
す
。
さ
て
、
こ
の
上
書
文
の
原

文
に
は
、
こ
の
あ
と
『
故
に
大
な
り
』
と
あ
り
、
続
い
て
『
河
海
は
細
流
を
選
ば
ず
。
故
に
深
し
』
と
対

句
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
意
味
は
『
高
大
な
泰
山
は
、
わ
ず
か
な
土
く
れ
で
も
辞
退
せ
ず
に
受
け
入
れ
た
か
ら
こ
そ
、
あ
の

よ
う
に
高
大
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
黄
河
や
大
海
は
、
ど
ん
な
細
か
い
流
れ
で
も
え
り
好
み
し
な

い
で
受
け
入
れ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
の
よ
う
に
深
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
そ
者
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
れ
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を
排
斥
す
る
よ
う
な
狭
量
な
気
持
ち
で
は
、
と
て
も
天
下
統
一
の
大
事
業
は
出
来
な
い
。
大
小
、
清
濁
併

せ
呑
む
の
大
度
量
が
必
要
で
あ
る
』
と
い
う
意
味
で
す
。 

秦
王
は
こ
れ
を
読
み
、
も
っ
と
も
だ
と
思
い
、
李
斯
を
元
通
り
大
臣
に
登
用
す
る
と
同
時
に
、
よ
そ
者

の
追
放
令
を
廃
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
秦
は
、
彼
の
謀

を
用
い
て
天
下
を
統
一
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
わ

け
で
す
。 

さ
て
、
壌
と
譲
と
い
う
字
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
〝
譲
〟
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
㐮
は
、
旧
字
体
は
〝
襄
〟
で
す
。
衣
と
吅
と

の
三
つ
か
ら
作
ら
れ
た
字
で
す
。
衣
は
言
う
ま

で
も
な
く
〝
着
物
〟
の
こ
と
で
す
。
吅
は
、
口
を
二 

  つ
並
べ
た
も
の
で
、『
口
論
す
る
』『
議
論
す
る
』
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
、『
ワ
イ
ワ
イ
騒
ぐ
』『
ぶ
つ

ぶ
つ
言
う
』
と
い
う
意
味
や
『
戦
う
』（
戰
）
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。 

は
、
古
い
形
は
、
土
と
人
と
手
の
組
み
合
っ
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
㐮
は
、
着
物
を
脱
い
で
、

ワ
イ
ワ
イ
言
い
な
が
ら
畑
仕
事
を
す
る
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
、『
仕
事
の
能
率
を
上
げ
、
仕
上
げ
る
』

と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
〝
醸
造
酒
〟
の
醸
は
『
酒
を
作
る
』
こ
と
で
す
。
酒
の
材
料
を
仕
込
み
、
何
日

か
す
る
と
発
酵
し
て
ブ
ツ
ブ
ツ
言
い
だ
し
ま
す
。そ
れ
が
止
ん
だ
時
が
、酒
の
出
来
上
が
り
で
す
。〝
譲
〟

も
、
お
互
い
に
言
い
た
い
こ
と
を
十
分
に
言
う
と
、
自
然
に
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
も
わ
か
り
、
〝
ゆ
ず

る
〟
気
持
ち
に
な
り
、
対
人
関
係
が
立
派
に
出
来
上
が
る
の
で
す
。
〝
謙
譲
〟
と
は
、
た
だ
相
手
の
言
う

な
り
に
な
る
〝
従
順
〟
と
は
違
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

〝
嬢
〟
は
、『
出
来
上
が
っ
た
女
』
で
す
か
ら
、
ほ
ん
と
は
幼
い
女
の
子
を
『
お
嬢
さ
ん
』
と
い
う
の

は
お
か
し
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
壌
が
『
穀
物
や
野
菜
を
立
派
に
作
り
出
せ
る
土
』
を
意
味
す
る
字
で
あ
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る
よ
う
に
、
嬢
は
『
立
派
に
子
供
を
産
む
能
力
を
持
っ
た
婦
人
』
と
い
う
意
味
の
字
で
あ
る
、
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

〝
五
穀
豊
穣
〟
の
穣
は
、『
立
派
に
実
っ
た
稲
』
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
人
名
で
は
〝
み
の
る
〟
と

読
み
ま
す
。
㐮
の
人
名
が
〝
の
ぼ
る
〟
と
い
う
の
は
同
じ
字
音
の
〝
上
〟
か
ら
そ
の
意
味
を
借
り
た
も
の

で
す
。 

 

雨 あ
ま

だ
れ
石 い

し

を
穿 う

が

つ 

 

雨
だ
れ
の
落
ち
る
下
の
石
に
は
、
く
ぼ
み
が
出
来
て
い
ま
す
。
水
滴
が
石
に
穴
を
空
け
た
の
で
す
。
言

う
ま
で
も
な
く
石
は
堅
く
、
水
に
は
全
く
堅
さ
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
水
が
、
そ
れ
も
一
し
ず
く
の
水

が
、
堅
い
石
に
穴
を
空
け
た
の
で
す
。 

  

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
こ
と
で
も
、
同
じ
こ
と
を
長
い
間
継
続
し
て
反
復
し
て
い
る
と
、
い
つ
か
は
必
ず
大

き
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
る
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
の
教
訓
で
す
。
人
間
は
、
能
力
よ
り
も
、
才
能
よ
り
も
、

根
気
の
方
が
大
切
だ
、
と
い
う
こ
と
を
よ
く
表
し
た
教
訓
だ
と
思
い
ま
す
。 

世
の
中
に
は
、
よ
く
次
か
ら
次
へ
と
仕
事
を
変
え
る

人
が
い
ま
す
。
そ
れ
で
う
ま
く
成
功
し
た
と
し
て
も
、

世
の
人
々
か
ら
感
謝
さ
れ
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず

少
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
道
三
十
年
、
い
や
四
十
年
、

五
十
年
と
同
じ
仕
事
を
こ
つ
こ
つ
と
続
け
た
人
の
仕

事
に
比
べ
た
ら
、
中
身
が
う
す
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
が
さ
ら
に
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
受

け
継
が
れ
た
仕
事
に
な
り
ま
す
と
、
一
層
光
彩
を
増
し
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ま
す
。
人
間
国
宝
と
言
わ
れ
る
人
々
の
技
術
は
、
多
く
は
何
代
に
も
わ
た
る
努
力
に
よ
っ
て
、
初
め
て
達

成
さ
れ
た
技
術
だ
と
思
い
ま
す
。 

さ
て
、
石
と
い
う
字
の
〝
厂
〟
は
、
〝
雁
だ
れ
〟
と
言
っ
て
、
崖
（
が
け
）
の
意
味
を
も
っ
た
も
の
で

す
。
石
の
〝
口
〟
の
部
分
が
形
を
表
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
〝
く
ち
〟
と
区
別
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
崖
を
加
え
た
も
の
で
す
。 

広
く
平
ら
な
所
を
〝
原
っ
ぱ
〟
と
か
〝
野
原
〟
と
言
い
ま
す
が
、
中
国
の
古
い
使
い
方
で
は
、
低
く
て

平
ら
な
土
地
を
〝
野
（
平
野
）
〟
と
言
い
、
高
く
て
平
ら
な
土
地
を
〝
原
（
高
原
）
〟
と
言
っ
て
区
別
し

て
い
ま
す
。
〝
厂
〟
の
〝
ノ
〟
が
崖
で
、
〝
一
〟
は
崖
の
上
の
平
ら
な
所
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
す
。 

穿
と
い
う
字
は
、
牙
（
き
ば
）
を
突
き
通
し
て
穴
を
空
け
る
こ
と
を
表
し
た
字
で
す
。“
突
〟
〝
空
〟

の
〝

〟
は
〝
穴 あ

な

か
ん
む
り
〟
と
言
っ
て
、
〝
穴
〟
の
意
味
を
表
し
ま
す
。
突
は
”
不
意
を
つ
く
“
意
味

の
字
で
す
が
、
そ
れ
は
穴
の
中
の
犬
が
い
き
な
り
と
び
出
す
こ
と
で
こ
れ
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

  

空
は
、
〝
穴
を
あ
け
る
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
穴
は
〝
か
ら
っ
ぽ
〟
で
す
か
ら
、
〝
か
ら
〟
と
い

う
と
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
〝
何
も
な
い
〟
と
い
う
こ
と
で
〝
そ
ら
〟
を
表
す
こ
と
に
も
な
り

ま
し
た
。 

〝
家
・
客
・
室
・
宮
・
宿
〟
の
〝
宀
〟
は
〝
宇
（
ウ
）
か
ん
む
り
〟
と
言
っ
て
、
家
の
意
味
を
表
し
た

も
の
で
す
。
〝
穿
・
空
・
突
・
窓
・
究
〟
な
ど
の
穴
か
ん
む
り
を
宇
か
ん
む
り
と
間
違
え
る
人
が
よ
く
あ

り
ま
す
。
意
味
が
穴
と
家
と
違
う
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。（
窓
は
採
光
と
通
風
の
た
め
に
壁

に
空
け
た
穴
の
こ
と
で
す
）。 

雁
だ
れ
に
よ
く
似
た
も
の
に
〝
广
（
麻
（
マ
）
だ
れ
）
〟
が
あ
り
ま
す
。

の
よ
う
に
、
片
方
が
開

放
さ
れ
た
家
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
店
や
車
庫
や
庁
な
ど
が
こ
れ
で
す
。
庫
は
車
庫
を
表
し
た
字
で
す

が
、
車
に
限
ら
ず
、
物
を
入
れ
る
建
物
（
倉
庫
）
の
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
金
庫
は

〝
金
ぐ
ら
〟
と
い
う
こ
と
で
、
初
め
は
建
物
で
し
た
）。 
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深
い

ふ
か
い

川 か
わ

は
静 し

ず

か
に
流 な

が

れ
る 

口 く
ち

は

禍
わ
ざ
わ
い

の
本 も

と 

 

昔
の
歌
に
、『
底
ひ
な
き 

渕
や
は
騒
ぐ
。
山
川
の 

浅
き
瀬
に
こ
そ 

あ
だ
波
は
立
て
』
と
い
う
歌

が
あ
り
ま
す
。『
底
の
知
れ
な
い
よ
う
な
深
い
河
の
淵
は
、
決
し
て
波
の
立
ち
騒
ぐ
と
い
う
こ
と
が
な
い
。

静
か
に
ゆ
っ
た
り
流
れ
て
い
る
。
山
川
の
浅
い
瀬
の
方
が
、
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
音
を
立
て
、
波
を
上
げ
て

流
れ
て
い
る
。
人
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
学
問
の
深
い
人
ほ
ど
そ
れ
を
口
に
出
さ
ず
、
言
葉
を
謹
ん
で

知
っ
た
か
ぶ
り
の
高
言
な
ど
決
し
て
し
な
い
。
学
問
の
浅
い
人
ほ
ど
、
生
か
じ
り
の
知
識
を
得
意
に
な
っ

て
し
ゃ
べ
り
、
知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
も
の
で
あ
る
』
と
い
う
意
味
の
歌
で
す
。 

水
の
入
っ
た
瓶
で
も
そ
う
で
す
。
い
っ
ぱ
い
入
っ
て
い
る
時
に
は
、
い
く
ら
振
っ
て
も
音
を
立
て
ま
せ

ん
が
、
水
が
少
し
の
時
に
は
、
ジ
ャ
ブ
ジ
ャ
ブ
と
音
を
立
て
る
も
の
で
す
。 

だ
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
を
子
ど
も
に
実
際
や
ら
せ
て
み
せ
、
こ
の
道
理
を
説
明
し
て
や
り
ま
す
と
、
子 

  ど
も
は
喜
ん
で
こ
れ
を
聞
き
、
ま
た
わ
か
っ
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
私
は
、
こ
う
い
う
教
育
法
を
皆
様
に

お
奨
め
し
ま
す
。 

先
日
、
う
ち
の
幼
稚
園
で
も
、
こ
の
『
深
い
川
は
静
か
に
流
れ
る
』
を
実
際
に
指
導
し
ま
し
た
。
す
る

と
、
保
育
時
間
中
お
し
ゃ
べ
り
の
多
い
子
に
、
そ
の
隣
の
席
の
子
が
『
深
い
川
は
静
か
に
流
れ
る
、
だ
よ

ね
』
と
言
っ
て
注
意
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
担
任
の
先
生
か
ら
聞
き
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
幼
児
期
の
う
ち
に
人
間
と
し
て
大
事
な
こ
と
を
、
耳
か
ら
聞
か
せ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
を

文
字
と
し
て
目
に
も
訴
え
、
そ
の
上
、
実
験
や
体
験
を
通
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
る
な
ら
、
き
っ

と
立
派
な
心
の
人
間
に
育
つ
と
思
い
ま
す
。 

今
、
自
分
勝
手
な
子
ど
も
が
多
い
と
言
っ
て
嘆
き
ま
す
が
、
子
ど
も
が
悪
い
の
は
、
親
た
ち
が
教
育
を

怠
っ
て
い
る
た
め
で
、
親
の
責
任
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
の
責
任
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
指
導
を

大
切
に
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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『
口
は
禍
の
本
』
と
い
う
諺
も
、
言
葉
を
謹
し
む
こ

と
を
教
え
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
〝
謹
〟
と
い
う
字
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
字
は
、
言

と

と
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
〝

〟
と
い

う
字
は
、
〝
細
か
い
〟
〝
小
さ
い
〟
と
言
う
意
味

の
字
で
、
音
は
キ
ン
で
す
。 

僅
は
、
人
が
少
な
い
と
い
う
意
味
で
、
〝
わ
ず
か
〟

と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

謹
は
、
言
葉
が
少
な
い
と
い
う
意
味
で
、
〝
言
葉
を
つ
つ
し
む
〟
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。（
つ
い

で
に
言
い
ま
す
と
、
慎
は
心
を
つ
つ
し
む
こ
と
で
す
）。 

饉
は
、
食
べ
物
が
少
な
い
と
い
う
意
味
で
、
〝
饑
饉
〟
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

こ
れ
ら
の
字
は
皆
、
音
は
キ
ン
で
す
。
そ
れ
は

（
キ
ン
）
と
い
う
字
が
こ
の
字
の
発
音
を
表
す
か
ら

で
す
。
さ
て
、
〝
す
み
れ
〟
と
い
う
〝
小
さ
い
〟
か
わ
い
い
花
が
あ
り
ま
す
ね
。
〝
菫
〟
と
い
う
字
で
す

が
、
な
ぜ
こ
ん
な
字
で
書
き
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
か
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
ね
。 

 

韋
編

い
へ
ん

三
た
び
絶 た

つ 

 

紙
が
ま
だ
発
明
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
の
書
物
は
、木
の
札
や
竹
の
札（
簡
と
呼
ば
れ
、こ
れ
が
〝
書
簡
〟

と
い
う
言
葉
に
残
っ
て
い
る
）
に
文
字
を
一
行
ず
つ
書
き
誌
し
、
こ
れ
を
一
本
一
本
す
だ
れ
を
編
む
よ
う

に
革
ひ
も
で
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
こ
れ
を
巻
物
と
し
ま
し
た
。 

こ
れ
を
読
む
時
に
は
広
げ
て
読
み
、
読
み
終
わ
る
と
く
る
く
る
と
巻
い
て
保
存
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

書
物
を
一
巻
、
二
巻
と
数
え
た
の
で
す
。
そ
れ
で
今
で
も
、
書
物
の
数
え
方
と
し
て
〝
巻
〟
と
い
う
呼
び
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方
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。 

〝
韋
〟
と
は
、
こ
の
札
を
一
本
一
本
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
た
め
の
革
ひ
も
の
こ
と
で
す
。
史
記
と
い
う
書

物
に
寄
り
ま
す
と
、「
孔
子
は
、
晩
年
、
易
経
（
易
の
本
で
、
中
国
の
古
典
で
あ
る
五
経
の
一
つ
）
を
愛

読
し
、
余
り
に
頻
繁
に
読
ん
だ
た
め
、
こ
の
革
ひ
も
が

三
度
も
切
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。 

こ
の
事
が
あ
っ
て
以
来
、
今
で
も
書
物
を
好
ん
で
よ

く
読
む
こ
と
を
〝
韋
編
三
絶
〟
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

さ
て
、
韋
と
い
う
字
の
〝

〟
は
、

で
あ
っ
て
、

〝
止
〟
の
対
照
形
で
あ
り
足
の
裏
の
形
（

）
を
表
わ

し
た
も
の
で
す
。
つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
足
の
龰
は
こ

れ
で
、
上
の
〝
口
〟
は
膝
小
僧
を
表
わ
し
、
膝
か
ら
下 

 

 の
部
分
を
〝
足
〟
と
言
い
、
〝
脚
〟
が
〝
あ
し
〟
全
体
を
表
わ
す
の
に
対
し
て
い
ま
す
。
英
語
のle

g

に

対
す
るfo

o
t

に
似
て
い
ま
す
。 

を
逆
に
し
た
形
が

で
、
韋
は
逆
に
向
い
た
足
の
形
で
〝
す
れ
違
い
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
だ
か

ら
〝
道
〟
の
し
る
し
で
あ
る
〝
辶
〟
を
つ
け
た
〝
違
〟
は
、『
道
を
す
れ
違
う
』
と
い
う
の
が
本
義
の
字

で
す
。
今
は
単
に
〝
違
う
〟
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

〝
偉
〟
は
、
普
通
の
人
と
は
゛
違
う
〟
人
、
と
い
う
意
味
の
字
で
、
〝
え
ら
い
人
〟
つ
ま
り
〝
偉
人
〟

を
表
わ
し
た
字
で
す
。
今
は
“
偉
い
”
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

〝
緯
〟
は
、『
あ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
、
こ
っ
ち
へ
来
た
り
す
る
〝
糸
〟
』
と
い
う
意
味
の
字
で
、
織
機

の
〝
横
糸
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
織
機
に
張
ら
れ
た
縦
糸
を
〝
経
〟
と
言
い
、
こ
の
経
を
一
本
お
き
に

杼
（
ひ
）
に
入
っ
た
横
糸
が
く
ぐ
っ
て
左
右
運
動
す
る
こ
と
に
よ
り
布
が
織
ら
れ
て
い
き
ま
す
。 

地
球
上
の
位
置
を
示
す
の
に
、
〝
経
度
・
緯
度
〟
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
南
極
と
北
極
を
縦
に
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結
ぶ
線
を
〝
経
線
〟
と
言
い
、
こ
れ
と
直
角
に
交
わ
る
、
赤
道
に
並
行
す
る
横
線
を
〝
緯
線
〟
と
い
う
の

は
、
織
機
の
糸
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
言
葉
で
す
。 

ま
た
、
織
機
は
縦
糸
が
基
に
な
っ
て
織
ら
れ
ま
す
の
で
、
書
物
で
も
重
要
な
人
間
の
拠
り
所
と
な
る
古

典
を
〝
経
書
〟
〝
経
典
〟
と
呼
び
、
そ
う
で
な
い
書
物
を
〝
緯
書
〟
と
呼
び
ま
す
。 

〝
衛
〟
の
行
は
、
〝

〟
で
十
字
路
の
形
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
〝
衛
〟
は
、
道
路
を

あ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
、こ
っ
ち
へ
来
た
り
し
て（
パ
ト
ロ
ー
ル
）〝
ま
も
る
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。

〝
警
衛
〟
〝
護
衛
〟
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

群 ぐ
ん

盲 も
う

、
象 ぞ

う

を
撫 な

で
る 

 

昔
、
あ
る
国
の
王
様
が
、
盲
人
た
ち
に
象
を
撫
で
さ
せ
て
み
て
、
自
分
が
感
じ
取
っ
た
象
の
形
状
を
、 

  そ
れ
ぞ
れ
発
表
さ
せ
ま
し
た
。
す
る
と
象
の
足
を
撫
で
た
盲
人
は
、『
象
と
は
柱
の
よ
う
な
形
を
し
た
も

の
だ
』
と
言
い
、
象
の
耳
を
撫
で
た
盲
人
は
、『
象
と
は
大
き
な
団
扇
の
よ
う
な
も
の
だ
』
と
言
い
、
象

の
尾
を
捜 さ

ぐ

っ
た
盲
人
は
『
蛇
の
よ
う
な
も
の
だ
』
と
言
い
、
わ
き
腹
を
撫
で
た
盲
人
は
『
壁
の
よ
う
な
も

の
だ
』
と
言
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
の
話
は
、
仏
典
に
あ
る
偶
話
だ
そ
う
で
す
が
、

盲
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
、
自
分
の
体
験
に
基
づ
い
て

主
張
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
強
い
だ
け
に
、
自
分

の
意
見
だ
け
が
正
し
く
て
、
他
の
意
見
は
疑
問
の
余

地
も
な
く
誤
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
お
り
、
そ
の
故

に
盲
人
た
ち
は
自
己
主
張
の
み
し
て
決
し
て
譲
ろ

う
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
こ
と
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を
語
っ
て
い
ま
す
。 

勿
論
、
自
分
の
撫
で
た
所
は
、
象
の
ほ
ん
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
自
覚
が
あ
る
な
ら
ば
、
自

分
だ
け
が
正
し
い
判
断
を
し
て
い
て
、
他
は
皆
間
違
っ
て
い
る
、
と
は
強
く
主
張
で
き
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
他
の
主
張
に
も
き
っ
と
耳
を
傾
け
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

と
こ
ろ
が
盲
人
で
す
か
ら
全
体
を
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
自
分
の
撫
で
た
所
が
全
体
だ
と
信
じ
込

ん
で
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
他
の
主
張
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
な
余
裕
あ
る
考
え
方
が
出
来
な
い
わ
け
で
す
。

目
明
き
な
ら
決
し
て
犯
す
こ
と
の
な
い
誤
り
を
、
盲
人
な
る
が
故
に
陥
り
や
す
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。 

象
の
場
合
は
目
明
き
と
盲
人
で
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
事
件
の
判
断
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
と
、
目
明
き
だ
か
ら
と
言
っ
て
事
件
の
全
貌
が
見
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ま
じ
見
え
る
だ

け
に
部
分
に
と
ら
わ
れ
て
、
判
断
を
誤
る
恐
れ
が
大
い
に
あ
る
ま
す
。
こ
の
諺
の
真
意
は
そ
こ
に
あ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。 

  

さ
て
、
群
と
い
う
字
は
羊
と
君
と
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
い
中
国
語
で
は
、
〝
む
れ
〟
と
い
う
意
味

を
表
す
言
葉
を
〝
ク
ン
（
グ
ン
）
〟
と
発
音
し
ま
し
た
。
そ
の
発
音
を
表
す
〝
君
〟
と
、
い
つ
も
〝
む
れ
〟

を
な
し
て
生
活
し
て
い
る
〝
羊
〟
と
を
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
成
り
立
ち
の
漢
字
を
〝
形

声
字
〟
と
言
い
ま
す
。 

形
声
字
は
、
意
味
を
表
す
部
分
と
、
発
音
を
表
す
部
分
と
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
羊
か
ら
〝
む

れ
〟
と
い
う
意
味
、
君
か
ら
〝
グ
ン
〟
と
い
う
発
音
、
と
い
う
よ
う
に
分
解
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。 

盲
と
い
う
字
は
亡
と
目
と
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
亡
の
上
の
部
分
“
亠
〟
は
昔
は
人
で
、
亡
は

と
い

う
字
で
し
た
。
人
が
物
か
げ
に
隠
れ
て
、『
人
が
見
え
な
い
』『
人
を
見
失
う
』
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。 

盲
は
、
目
と
亡
と
で
、『
目
を
失
う
』
と
い
う
意
味
を
表
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
成
り
立
ち
の

漢
字
を
〝
会
意
字
〟
と
言
い
ま
す
。
意
味
を
会
わ
せ
る
と
い
う
言
葉
で
す
。
亡
は
盲
の
発
音
を
も
表
わ
し
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て
い
ま
す
か
ら
形
声
字
で
も
あ
り
ま
す
。 

 
心
こ
こ
に
在
ら
ざ
れ
ば
見
れ
ど
も
見
え
ず 

 

こ
の
言
葉
は
、
四
書
の
一
つ
〝
大
学
〟
に
見
え
る
も
の
で
す
。「
心
を
正
す
」
こ
と
の
大
切
な
こ
と
を

説
い
て
い
る
文
の
中
に
見
え
ま
す
。
正
し
く
は
『
視
れ
ど
も
見
え
ず
』
で
、
こ
の
あ
と
『
聴
け
ど
も
聞
こ

え
ず
、
食
ら
え
ど
も
そ
の
味
を
知
ら
ず
』
と
続
い
て
い
ま
す
。 

“
見
”
と
い
う
字
は
目
と
〝
儿
（
古
い
字
は
人
と
全
く
同
じ
形
で
人
と
い
う
字
）
〟
と
で
作
ら
れ
、「
人

に
お
け
る
目
の
働
き
」
と
い
う
こ
と
で
〝
み
る
〟
こ
と
を
表
し
た
字
で
す
。（
こ
う
い
う
成
り
立
ち
の
字

を
会
意
字
と
言
い
ま
す
）
だ
か
ら
『
見
よ
う
と
い
う
意
思
が
な
く
て
も
、
目
を
開
い
て
い
れ
ば
目
に
入
っ

て
く
る
』
と
い
う
見
方
が
、
こ
の
〝
見
〟
の
〝
み
る
〟
と
い
う
字
で
す
。 

  

〝
視
〟
は
、
神
の
意
味
の
〝
礻
〟
が
あ
り
ま
す
の
で
、
祭
祀
に
あ
た
っ
て
手
落
の
無
い
よ
う
に
『
注
意

し
て
見
る
』
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
従
っ
て
、
こ
の
字
は
〝
視
え
る
〟
と
い
う
使
い
方
は
出
来
ま
せ

ん
。 〝

看
〟
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
ね
。
〝
龵
〟
は
手
と
い
う
字
の
変
形
し
た
も
の
で
、
目
の
上
に
手
を
か

ざ
し
た
形
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
字
は
『
見
よ
う
と
し
て
見
る
』
と
い
う
意
味
の
〝
み
る
〟
で
す
。
こ
の
字

も
〝
看
え
る
〟
と
い
う
使
い
方
は
出
来
ま
せ
ん
。 

〝
観
〟
と
い
う
字
は
、『
心
を
こ
め
て
見
る
』
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
〝
観
察
〟
〝
観
光
〟
と
い
う

よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。
つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、『
心
を
こ
め
て
さ
そ
う
』
の
を
〝
勧
誘
〟
と
言
い
、『
心

を
こ
め
て
も
て
な
す
』
の
を
〝
歓
待
〟
と
言
い
ま
す
。
〝

歓

〟
が
、
カ
ン
と
い
う
読
み
方
と
『
心
を

こ
め
る
』
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。 

さ
て
、
こ
の
諺
の
意
味
は
、『
関
心
の
な
い
こ
と
に
は
、
注
意
し
て
見
た
つ
も
り
で
も
実
は
目
に
と
ま
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ら
ず
、
注
意
し
て
聞
い
た
つ
も
り
で
も
実
は
耳
に
残
ら
ず
、
物
を
食
べ
て
も
そ
の
味
が
わ
か
ら
な
い
』
と

い
う
こ
と
で
、
五
感
の
働
き
は
、
心
が
正
し
く
働
い
て
初
め
て
そ
の
用
を
な
す
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
す
。 

一
般
に
、
目
は
物
を
見
る
道
具
、
耳
は
音
を
聞
く
道
具
、
舌
は
味
を
み
る
道
具
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
は
本
当
に
〝
見
る
〟
と
こ
ろ
、
〝
聞
く
〟
と
こ
ろ
は

大
脳
な
の
で
す
。
目
も
耳
も
舌
も
、
刺
激
を
受
け
い
れ
、

こ
れ
を
大
脳
に
送
り
届
け
る
だ
け
の
働
き
を
し
て
い

る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
刺
激
を
最
終
的
に
受
け
と
め

て
こ
れ
を
判
断
す
る
と
こ
ろ
は
大
脳
で
す
。
つ
ま
り
心

の
働
き
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
心
が
正
し
く
働
か
な
い

こ
と
に
は
、
目
も
耳
も
舌
も
そ
の
働
き
を
発
揮
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
わ
け
で
す
。 

 

 

私
た
ち
は
、
子
ど
も
の
教
育
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
諺
を
よ
く
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

子
供
の
関
心
の
全
く
な
い
時
に
、
ま
た
、
関
心
の
全
く
持
て
そ
う
も
な
い
こ
と
を
、
一
方
的
に
教
え
る
こ

と
に
努
め
て
も
、
全
く
効
果
は
得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

子
供
の
心
を
無
視
し
て
、
一
方
的
に
教
え
込
も
う
と
す
る
親
の
、
世
に
何
と
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

う
す
る
こ
と
は
効
果
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
親
子
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
ま
す
。
こ
こ
ろ
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

か
わ
い
い
子 こ

に
は
旅 た

び

を
さ
せ
ろ 

 

「
玉
も
磨
か
ざ
れ
ば
光
な
し
」
と
か
「
艱
難
汝
を
玉
に
す
」
と
い
う
諺
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
人

間
は
、
苦
労
を
一
つ
一
つ
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
能
力
が
養
わ
れ
、
人
間
と
し
て
の
深
み
も
身
に
備
わ
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っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

家
で
は
何
も
せ
ず
、
何
も
出
来
な
か
っ
た
子
供
で
も
、
旅
に
出
ま
す
と
親
の
助
け
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
何
事
で
も
独
力
で
、
頭
も
使
い
体
も
使
っ
て
処
理
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
苦
労
が
、
人

間
と
し
て
の
資
質
を
向
上
さ
せ
ま
す
の
で
、『
子
供
を

立
派
な
子
供
に
し
た
か
っ
た
ら
、
旅
に
出
し
て
苦
労
さ

せ
な
さ
い
』
と
い
う
訳
で
す
。 

今
の
親
は
暇
が
あ
り
す
ぎ
て
、
何
か
と
子
供
の
世
話

を
や
き
過
ぎ
ま
す
。
だ
か
ら
、
子
供
は
頭
を
使
い
体
を

使
う
機
会
が
少
な
く
、
能
力
が
育
ち
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
意
思
も
薄
弱
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
障
害
に
も
簡
単

に
挫
折
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
耐
え
る
力
が
弱
い 

 

 も
の
で
す
か
ら
、
悪
の
誘
惑
に
も
容
易
に
乗
り
、
非
行
に
走
り
が
ち
で
す
。 

昔
の
親
は
、
生
き
る
こ
と
に
追
わ
れ
て
、
そ
の
た
め
子
供
も
苦
労
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
れ

に
耐
え
る
力
も
自
然
に
養
わ
れ
、
頭
を
使
い
体
を
使
う
の
で
頼
も
し
い
子
供
に
育
ち
ま
し
た
。
今
、
そ
う

い
う
子
供
が
少
な
く
て
、
反
対
に
問
題
の
あ
る
子
供
が
多
い
の
は
、
子
供
が
玉
を
磨
く
苦
労
を
し
な
く
な

っ
た
か
ら
で
す
、 

今
こ
そ
、『
か
わ
い
い
子
に
は
旅
を
さ
せ
よ
』
と
い
う
諺
の
意
味
を
よ
く
考
え
、
ど
う
し
た
ら
わ
が
子

が
鍛
え
ら
れ
る
か
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
真
剣
に
考
え
る
べ
き
時
だ
と
思
い
ま
す
。 

〝
旅
〟
と
い
う
字
は
、
〝

旅

〟
と
〝
从
〟
の
変
形
で
あ
る
〝

旅

〟
と
で
作
ら
れ
た
字
で
す
。

〝

旅

〟
は
旗
竿
に
旗
が
ひ
る
が
え
っ
て
い
る
様
子
を
表
し
た
字
で
す
。 

〝
旗
〟
と
い
う
字
は
、
こ
の
〝

旅

〟
に
四
角
形
を
表
す
〝
其
〟
（
棋
は
四
角
形
の
板
を
表
わ
し
た

字
で
、
碁
盤
や
将
棋
盤
を
意
味
し
た
も
の
）
と
で
、
国
旗
の
よ
う
な
長
四
角
の
形
の
〝
は
た
〟
を
表
わ
し
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た
も
の
で
す
。 

〝
旄
〟
と
い
う
〝
は
た
〟
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ふ
ち
に
毛
の
つ
い
た
も
の
で
、
優
勝
旗
は
こ
れ
に

あ
た
り
ま
す
。
〝
旒
〟
と
い
う
〝
は
た
〟
は
、
長
い
布
で
作
ら
れ
た
〝
吹
き
流
し
〟
の
こ
と
で
す
。 

さ
て
、
〝
旅
〟
は
、
人
々
が
旗
を
先
頭
に
立
て
て
行
軍
す
る
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
〝
行
軍
〟
つ

ま
り
〝
た
び
〟
の
意
味
を
表
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
〝
軍
隊
〟
そ
の
も
の
を
表
わ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

〝
軍
旅
〟
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
で
す
。 

戦
前
の
日
本
の
軍
隊
に
〝
旅
団
〟
と
い
う
名
称
が
あ
り
ま
し
た
。
大
き
な
軍
隊
の
単
位
を
表
わ
し
た
名

称
で
し
た
。
こ
れ
も
〝
軍
隊
〟
の
意
味
を
表
し
た
も
の
で
す
。 

今
で
は
、
〝
旅
行
〟
と
い
う
よ
う
に
単
な
る
〝
た
び
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
集
団
旅

行
に
は
や
は
り
〝
は
た
〟
を
立
て
て
歩
い
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
〝
旅
〟
と
い
う
字
に
ふ

さ
わ
し
い
姿
で
す
ね
。 

  

角 つ
の

を
矯 た

め
て
牛 う

し

を
殺 こ

ろ

す 

 

『
牛
の
角
が
曲
が
っ
て
い
る
の
を
気
に
し
て
、
こ
れ
を
直
そ
う
と
し
た
た
め
に
牛
そ
の
も
の
を
殺
し
て

し
ま
う
』
と
い
う
こ
と
で
、
僅
か
な
欠
点
を
直
そ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
そ
の
全
体
を
だ
め
に
し
て
し
ま

う
こ
と
や
、
取
る
に
足
ら
な
い
ち
っ
ぽ
け
な
問
題
に
と
ら
わ
れ
て
、
肝
腎
な
大
問
題
を
な
お
ざ
り
に
す
る

こ
と
な
ど
を
戒
め
た
諺
で
す
。 

親
、
と
り
わ
け
今
の
親
は
、
わ
が
子
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
、
よ
く
こ
の
諺
を

座
右
に
置
い
て
、
戒
め
に
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

お
よ
そ
欠
点
と
い
う
も
の
は
、
気
に
し
出
し
ま
す
と
そ
れ
が
大
層
大
き
な
も
の
に
見
え
出
し
て
き
て
、

た
ま
ら
な
く
い
や
な
も
の
に
思
わ
れ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
気
に
し
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
気
に
な
ら
な

い
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。 
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そ
れ
に
、
欠
点
は
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
人
の
長
所
と
見
え
な
い
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
親
に
取
っ

て
は
た
ま
ら
な
く
い
や
な
欠
点
に
思
わ
れ
る
も
の
で
も
、
よ
そ
の
人
に
は
ほ
ほ
え
ま
し
く
見
え
て
、
少
な

く
と
も
大
し
た
欠
点
で
は
な
い
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。 

さ
ら
に
ま
た
、
欠
点
と
長
所
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ

る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
静
か
な
鷹

揚
な
態
度
の
人
は
鈍
感
な
欠
点
が
あ
る
か
も
知
れ
ず
、

反
対
に
敏
感
な
人
は
神
経
質
で
怒
り
っ
ぽ
い
欠
点
を

持
つ
人
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
場
合

は
、
欠
点
を
取
り
除
こ
う
と
す
れ
ば
必
然
的
に
そ
の
長

所
を
除
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

と
は
言
え
、
親
は
子
供
の
欠
点
を
黙
っ
て
見
て
は 

 

 い
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
つ
い
、
が
み
が
み
と
言
い
が
ち
で
す
が
、
で
は
こ
れ
が
、
そ
の
欠
点
を
直
す
の

に
少
し
で
も
役
立
つ
か
と
言
い
ま
す
と
、
実
は
そ
の
反
対
な
の
で
す
。
注
意
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
の
欠
点

が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
気
に
し
て
触
れ
ば
触
る
ほ
ど
ひ
ど
く
な
る
〝
に
き
び
〟
に
似
て
い
ま
す
。

気
に
せ
ず
ほ
っ
て
お
い
た
方
が
、
欠
点
の
場
合
で
も
に
き
び
の
場
合
で
も
直
り
や
す
い
も
の
で
す
が
、
そ

れ
が
ま
た
難
し
い
点
で
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。 

〝
矯
〟
と
い
う
字
は
、
矢
と
喬
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
喬
は
夭 よ

う

と
高 こ

う

の
合
字
で
す
。
音
もy

õ

とk
õ

でky
õ

で
す
。
夭
は
大
の
字
の
頭
の
部
分
が
横
に
寝
て
い
ま
す
よ
う
に
、
〝
頭
の
傾
い
た
人
〟
を
表
わ

し
た
字
で
す
。
生
ま
れ
つ
き
頭
の
傾
い
た
人
は
短
命
な
の
で
、
夭
は
〝
夭
折

よ
う
せ
つ

〟
（
若
死
に
）
と
い
う
よ

う
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
女
の
人
が
故
意
に
首
を
傾
げ
る
と
、
〝
妖
婉

よ
う
え
ん

〟
（
な
ま
め
か
し
い
）
に
見
え
て

き
ま
す
。 

さ
て
、
〝
喬
〟
は
〝
高
く
て
曲
が
っ
て
い
る
〟
の
が
本
義
で
す
が
、
人
名
で
は
〝
た
か
し
〟
と
読
む
よ
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う
に
、単
に
〝
高
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。〝
驕
〟
は
、丈
の
高
い
馬
の
こ
と
で
、

〝
勢
い
が
よ
い
〟
〝
威
張
る
〟
意
味
に
使
わ
れ
、〝
嬌
〟
は
、背
の
高
い
女
の
こ
と
で
、〝
魅
力
的
な
女
〟

の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

〝
矯
〟
は
反
対
に
〝
曲
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
、
〝
曲
が
っ
た
矢
〟
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
曲
が
っ
た
矢

は
ど
う
し
て
も
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
、
〝
直
す
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
た
も
の
で
す
。
ほ
ん
と
に
曲
が

っ
た
矢
は
ほ
っ
て
お
く
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
ね
。 

 

情 な
さ

け
は
人 ひ

と

の
為 た

め

な
ら
ず 

 

こ
の
諺
は
『
他
人
に
情
け
を
か
け
て
お
け
ば
、
い
つ
か
は
そ
う
い
う
人
に
は
良
い
報
い
が
め
ぐ
り
め
ぐ

っ
て
返
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
今
は
他
人
の
為
に
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
結
果
的
に
は
自 

  分
の
為
に
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
』
と
い
う
意
味
で
、『
人
に
は
親
切
に
す
る
も
の
だ
』
と
い
う

こ
と
を
教
え
た
諺
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
私
の
友
人
が
大
学
で
こ
の
諺
の
意
味
を
書
か
せ
た
と
こ
ろ
、『
人
に
情
け
を
か
け
る
こ
と

は
そ
の
人
の
為
に
な
ら
な
い
』
と
い
う
答
や
、『
人
に
情
け
を
か
け
る
こ
と
は
自
分
の
為
に
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
損
を
す
る
』
と
書
い
た
学
生
が
多
か
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
す
。 

〝
人
〟
と
い
う
言
葉
は
、
自
分
の
こ
と
を
指
し
て
言

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
〝
人
〟
は
勿
論
〝
他

人
〟
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

〝
為
な
ら
ず
〟
は
、
〝
為
で
は
な
い
〟
と
い
う
意
味
で

あ
っ
て
、
〝
為
に
な
ら
な
い
〟
と
い
う
意
味
で
は
決
し
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て
あ
り
ま
せ
ん
。 

諺
と
い
う
も
の
は
、
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
、
多
く
の
人
々
の
生
活
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
、
言
わ

ば
知
恵
の
結
晶
で
す
か
ら
、
何
よ
り
も
そ
の
正
し
い
意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
い
い
加
減
な

解
釈
や
勝
手
な
判
断
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

さ
て
、
〝
情
〟
と
い
う
字
は
、
〝
心
〟
の
変
形
で
あ
る
〝
忄
〟
と
〝
青
〟
と
で
作
ら
れ
た
字
で
す
。

〝
青
〟
と
い
う
字
は
、旧
字
体
で
は
〝
靑
〟
で
し
た
。上
の
〝

〟
は
〝
生
〟
で
、こ
れ
が
こ
の
字
の
音
、

セ
イ
（
ゼ
イ
）、
シ
ョ
ウ
（
ジ
ョ
ウ
）
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

下
の
〝
円
〟
は
〝
丹
〟
で
、
丹
石
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
丹
石
は
赤
い
色
を
し
た
石
で
、
赤
い
絵
の
具

は
こ
の
石
を
細
か
く
砕
い
て
そ
れ
か
ら
作
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
〝
丹
〟
は
〝
赤
い
色
〟
を
表
わ
す
字
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
〝
丹
心
〟
は
〝
赤
心
〟
と
同
じ
で
〝
真
心
〟
の
意
味
の
言
葉
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
丹
石
は
青
い
部
分
を
含
ん
で
い
て
、
赤
い
絵
の
具
を
取
る
と
同
時
に
青
い
絵
の
具
を
も
取 

  る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
〝
あ
お
〟
は
丹
石
よ
り
生
ず
る
の
で
す
。
だ
か
ら
丹
と
生
で
“
靑
”
と
し
、
こ
れ

で
〝
あ
お
〟
を
表
わ
し
た
の
で
す
。 

〝
晴
〟
は
、
空
が
青
く
、
日
が
見
え
る
こ
と
で
、
〝
は
れ
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
〝
清
〟
は
、
水
が

青
く
見
え
る
こ
と
で
、
水
が
澄
ん
で
〝
き
よ
い
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
晴
も
清
も
、
澄
ん
で
清
ら

か
な
状
態
を
表
し
て
い
ま
す
の
で
、
〝
青
〟
は
〝
純
粋
〟
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

〝
情
〟
は
、
だ
か
ら
〝
純
粋
な
心
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
〝
真
心
〟
〝
思
い
や
り
の
心
〟
〝
な
さ

け
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。 

〝
請
は
、
真
心
を
こ
め
て
言
う
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
、
〝
請
願
〟
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。 

〝
精
〟
は
、
米
を
よ
く
つ
い
て
、
表
面
の
薄
皮
や
ぬ
か
の
部
分
を
除
い
た
白
米
を
表
わ
し
た
字
で
す
。

純
粋
な
米
と
い
う
意
味
の
字
で
、
薄
皮
の
つ
い
た
胚
芽
の
あ
る
玄
米
〝
粗
〟
に
対
す
る
字
で
す
。
今
は
、

〝
粗
製
・
精
製
〟
〝
粗
末
・
精
巧
〟
と
い
う
よ
う
に
、
米
に
関
係
な
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 
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怨 う
ら

み
に
報 む

く

い
る
に
徳 と

く

を
以 も

っ

て
す 

 

第
二
次
大
戦
が
終
わ
っ
た
時
、
中
国
の
蒋
介
石
総
統
が
、『
恨
み
に
報
い
る
に
徳
を
以
て
す
』
と
言
っ

て
、
日
本
軍
将
兵
を
厚
く
遇
し
て
わ
が
国
に
送
り
還
し

た
こ
と
は
有
名
な
話
で
す
が
、
こ
の
言
葉
は
古
い
老
子

の
言
葉
で
す
。 

〝
う
ら
み
〟
と
い
う
言
葉
を
表
す
漢
字
に
は
、

〝
怨
〟
〝
恨
〟
〝
憾
〟
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
〝
恨
〟

は
、
い
つ
か
は
必
ず
仇
を
討
っ
て
こ
の
う
ら
み
を
晴
ら

し
て
み
せ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
『
根
に
も

つ
』
と
い
う
う
ら
み
で
す
。 

 

 

〝
怨
〟
は
、
仇
を
討
っ
て
直
接
に
う
ら
み
を
晴
ら
す
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
せ
め
て
皮
肉
ぐ
ら

い
は
言
っ
て
、
遠
回
し
（
婉
曲
）
に
で
も
う
ら
み
を
晴
ら
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
、
う
ら
み
を
言

い
ま
す
。 

〝
憾
〟
は
、
怨
や
恨
と
違
っ
て
そ
の
場
限
り
の
う
ら
み
で
す
。『
残
念
だ
な
あ
』
と
心
に
感
ず
る
だ
け

で
、
あ
と
に
ま
で
残
ら
な
い
、
一
時
的
、
表
面
的
な
う
ら
み
で
す
。 

〝
徳
〟
は
元
〝
德
〟
で
、
𢛳
は
㥁
で
し
た
。
真
っ
直
ぐ
な
心
と
い
う
意
味
の
字
で
、
〝
真
心
〟
を
表
わ

し
た
字
で
す
。
他
人
を
思
い
や
る
〝
い
つ
く
し
み
〟
の
心
、
つ
ま
り
仁
徳
の
こ
と
で
す
。 

『
恨
み
に
報
い
る
に
徳
を
以
て
す
』
と
い
う
の
は
、
自
分
を
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
せ
た
者
に
対
し
て
、
仇

を
討
た
な
い
ま
で
も
せ
め
て
皮
肉
ぐ
ら
い
は
言
っ
て
や
り
た
い
の
が
当
た
り
前
な
の
に
、
逆
に
恩
恵
を
与

え
て
や
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。 

こ
の
老
子
の
言
葉
に
対
し
て
、
孔
子
は
、『
徳
に
報
い
る
に
徳
を
以
て
し
、
怨
に
報
い
る
に
直
を
以
て
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す
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
〝
直
〟
と
は
、
〝
卒
直
〟
〝
素
直
〟
〝
正
直
〟
と
い
う
こ
と
で
す
。 

『
怨
み
の
あ
る
人
に
対
し
て
ま
で
恩
恵
を
与
え
る
』
と
い
う
こ
と
で
は
、
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
た
人
と

同
じ
扱
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
で
は
人
情
に
反
す
る
。
も
っ
と
〝
正
直
〟
で
あ
れ
、
と
い
う
の
が

孔
子
の
意
見
で
す
。 

こ
の
『
正
直
に
あ
れ
』
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
行
為
で
あ
る
か
は
、
意
見
の
分
か
れ
る
所
が
あ
り
、

私
に
も
自
信
あ
る
解
答
は
出
来
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
〝
直
（
正
直
）
〟
と
い
う
こ
と
で
、
論
語
に
次
の

よ
う
な
問
答
が
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
〝
直
〟
を
考
え
る
の
に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。 

あ
る
県
の
長
官
が
、
孔
子
に
向
い
、『
私
の
県
に
は
正
直
者
が
い
ま
す
。
あ
る
男
が
羊
を
盗
み
ま
し
た

と
こ
ろ
、
そ
の
男
の
子
供
が
こ
れ
を
役
所
に
訴
え
出
ま
し
た
』
と
自
慢
げ
に
話
し
ま
し
た
。 

す
る
と
孔
子
は
『
私
の
国
の
正
直
は
そ
れ
と
違
い
ま
す
。
親
が
盗
ん
だ
こ
と
を
そ
の
子
が
知
っ
た
と
し

て
も
、
子
は
親
の
た
め
に
そ
の
事
を
隠
し
ま
す
。
反
対
に
、
子
が
盗
み
を
し
、
親
が
そ
れ
を
知
っ
て
も
、 

  親
は
そ
の
事
を
隠
し
ま
す
。
そ
の
隠
す
行
為
こ
そ
が
人
情
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
情
に
素
直
に
従
う
の
が

〝
正
直
〟
と
い
う
も
の
で
す
』
と
答
え
ま
し
た
。 

老
子
の
言
葉
は
、い
か
に
も
道
教
に
開
祖
ら
し
く
宗
教
的
で
あ
り
、
孔
子
の
言
葉
は
極
め
て
常
識
的
で
、

人
間
味
に
溢
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
く
そ
の
人
柄
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

水 み
ず

は
方
円

ほ
う
え
ん

の
器

う
つ
わ

に
随

し
た
が

う 

 

人
は
環
境
、と
り
わ
け
友
達
に
よ
っ
て
、善
く
も
な
っ
た
り
、ま
た
悪
く
も
な
っ
た
り
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
諺
は
、
そ
の
譬
え
に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
、
こ
の
あ
と
に
『…

…

に
随
い
、
人
は
善
悪
の
友
に
よ

る
』
と
続
き
ま
す
。 

出
典
は
、『
人
君
た
る
者
は
、
な
お
盂 う

の
ご
と
き
な
り
。
民
は
な
お
水
の
ご
と
き
な
り
。
盂
、
方
な
れ
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ば
水
方
に
、
盂
、
円
な
れ
ば
水
円
な
り
』
と
い
う
孔
子
の
言
葉
に
由
来
し
ま
す
。
従
っ
て
、『
人
民
の
善

悪
は
、
為
政
者
の
善
悪
に
よ
る
』
と
い
う
の
が
本
義
で
す
。 

方
は
方
形
の
こ
と
で
、
四
辺
形
、
四
角
形
の
こ
と
で
す
。
四
角
形
の
容
器
に
入
っ
た
水
は
四
角
形
に
な

り
、
円
形
の
容
器
に
入
っ
た
水
は
円
形
に
な
り
ま
す
。

四
角
形
の
容
器
に
入
れ
た
水
に
向
っ
て
、『
円
形
に
な

れ
』
と
言
っ
て
も
不
可
能
な
よ
う
に
、
為
政
者
が
悪
い

こ
と
を
し
て
い
て
、
国
民
に
『
善
い
事
を
せ
よ
』
と
言

っ
て
も
効
き
め
が
な
い
こ
と
を
教
え
た
も
の
で
す
。 

確
か
に
、
為
政
者
が
悪
い
こ
と
を
平
気
で
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
と
、
世
の
中
に
は
、
悪
い
事
を
平
気
で
す

る
人
が
ふ
え
ま
す
。
勿
論
、
為
政
者
も
人
間
で
す
か
ら
、 

  

過
ち
を
犯
す
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ
を
隠
さ
ず
、
言
い
逃
れ

を
せ
ず
、
過
ち
を
犯
し
た
こ
と
を
卒
直
に
詫
び
、
改
め
る
こ
と
で
す
。 

論
語
に
は
、
こ
の
事
を
、『
君
子
の
過
ち
や
、
日
月
の
蝕
の
ご
と
し
。
過
つ
や
、
人
皆
こ
れ
を
見
る
。

あ
ら
た
む
る
や
、
人
皆
こ
れ
を
仰
ぐ
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
過
ち
を
犯
し
て
も
、
卒
直
に
こ
れ
を
認
め
、

改
め
れ
ば
、
国
民
も
こ
れ
を
非
難
せ
ず
、
か
え
っ
て
尊
敬
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

方
と
い
う
字
は
、
耕
作
に
用
い
る
、
〝
す
き
〟
の
形
を
表
わ
し
た
字
で
、
農
耕
を
主
と
す
る
昔
は
、
生

き
る
た
め
に
最
も
必
要
な
道
具
で
し
た
。そ
れ
で
、こ
の
字
は
、〝
方
法
〟
〝
方
途
〟
と
い
う
よ
う
に
〝
手

だ
て
〟
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
次
に
、
こ
の
字
は
〝
方
位
〟
〝
方
角
〟
と
い
う
意
味
に
使

わ
れ
、
そ
れ
が
東
西
南
北
と
あ
る
こ
と
か
ら
〝
四
方
〟
〝
四
角
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
諺
の
『
方
円
』
が
こ
れ
で
す
。 

防
は
、
崖
を
表
わ
す
阝
（
小
里
編
）
と
方
の
合
字
で
、
四
方
が
崖
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
た
字



ことばの意味とこころ 諺と解字 

- 20 - 

で
す
。
ま
た
、
中
国
の
昔
の
都
市
は
、
四
方
を
城
壁
で
囲
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
〝
防
〟
で
す
。
外
敵
を
防

ぐ
た
め
の
も
の
だ
か
ら
〝
防
壁
〟
と
言
い
、
〝
防
ぐ
〟
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
し
た
。 

坊
は
、
家
の
四
方
を
土
塀
で
囲
っ
た
建
物
と
い
う
意
味
の
字
で
、
寺
院
、
僧
の
住
む
所
（
坊
舎
）
を
言

い
ま
す
。〝
坊
主
〟
と
は
、僧
坊
の
主
人
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。僧
は
頭
髪
を
短
く
刈
る
と
こ
ろ
か
ら
、

頭
髪
の
短
い
幼
児
を
〝
坊
や
〟
〝
坊
ち
ゃ
ん
〟
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

紡
は
、
四
方
に
糸
巻
き
を
置
き
、
そ
れ
を
一
本
の
糸
に
よ
り
上
げ
る
こ
と
（
つ
む
ぐ
）
を
表
わ
し
た
字

で
す
。
芳
は
、
四
方
が
草
花
に
囲
ま
れ
て
い
て
、
香
ぐ
わ
し
い
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
で
は
、
〝
彷

（
彷
徨
）
〟
は
何
と
い
う
字
か
、
こ
れ
は
自
分
で
考
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
訪
は
？
妨
は
？ 

     

浅 あ
さ

い
川 か

わ

も
深 ぶ

か

く
渡 わ

た

れ 

 

浅
い
川
だ
か
ら
と
思
っ
て
油
断
を
し
ま
す
と
、
所
に
よ
っ
て
は
深
み
も
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
つ
い
そ

う
い
う
所
に
は
ま
っ
て
、
思
い
が
け
な
い
失
敗
を
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、『
物
事
を
見
く
び
っ
て
、
用
心
を
怠

る
と
、
と
ん
で
も
な
い
失
敗
を
す
る
』
と
い
う
こ
と
を

警
め
た
諺
で
す
。 

川
は
、
見
た
目
に
は
実
際
よ
り
も
浅
く
見
え
る
も
の

で
す
。
だ
か
ら
、
深
く
て
も
せ
い
ぜ
い
膝
く
ら
い
と
思

っ
て
、
そ
れ
で
も
ズ
ボ
ン
を
膝
よ
り
ず
っ
と
上
ま
で
た

く
し
上
げ
て
渡
っ
た
こ
と
が
私
に
も
あ
り
ま
す
。
結
局



ことばの意味とこころ 諺と解字 

- 21 - 

ズ
ボ
ン
を
濡
ら
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
川
を
渡
る
時
に
は
、
い
つ
も
こ
の
諺
が
強
く
思
い
出
さ
れ
、
ど
ん

な
に
浅
い
川
で
も
、
深
い
川
を
渡
る
用
心
を
し
て
渡
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。 

諺
と
い
う
も
の
は
譬
喩
で
す
か
ら
、
単
に
川
を
渡
る
際
の
教
訓
で
あ
る
よ
り
も
、
広
く
人
生
一
般
の
教

訓
と
し
て
活
用
す
る
の
が
本
来
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。『
油
断
大
敵
』
と
い
う
一
般
的
な
注
意
と
受
け
取
る

こ
と
も
、『
弱
敵
と
い
え
ど
も
あ
な
ど
ら
ず
』
と
い
う
意
味
に
受
け
取
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。 

さ
て
、
〝
浅
〟
と
い
う
字
は
、
旧
字
体
で
は
〝
淺
〟
と
な
っ
て
い
ま
す
。
〝
戈
〟
は
武
器
の
一
つ
で
あ

る
〝
ほ
こ
〟
の
象
形
で
す
。だ
か
ら
〝
伐
〟
と
い
う
字
は
、人
が
ほ
こ
を
取
る
意
味
か
ら
、〝
敵
を
う
つ
〟

と
い
う
意
味
に
使
う
わ
け
で
す
。 

〝
戔
〟
は
、
そ
の
ほ
こ
を
重
ね
た
形
で
、
〝
ほ
こ
を
交
え
る
〟
つ
ま
り
〝
戦
う
〟
こ
と
を
表
わ
し
て
い

ま
す
。（
戦
と
い
う
字
も
戈
が
そ
の
意
味
を
表
し
て
い
る
の
で
す
）
戦
え
ば
必
ず
だ
れ
か
傷
つ
き
そ
こ
な 

  わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
〝
そ
こ
な
う→

へ
る→

わ
ず
か
〟
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。 

〝
浅
〟
は
、
〝
水
が
へ
る
〟
〝
水
が
わ
ず
か
〟
と
い
う
意
味
で
、
水
の
〝
あ
さ
い
〟
こ
と
を
表
わ
し
た

も
の
で
す
。 

〝
銭
〟
は
、
〝
わ
ず
か
な
お
金
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
、
戦
前
、
円
の
百
分
の
一
と
い
う
わ
ず
か
な
お

金
の
単
位
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
〝
金
銭
〟
と
い
う
時
は
、
単
に
お
金
の
意
味
で
す
。 

〝
賎
〟
は
、
財
産
を
意
味
す
る
〝
貝
〟
と
で
、
財
産
が
わ
ず
か
し
か
な
い
、
〝
貧
し
い
〟
、
〝
身
分
の

低
い
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。 

〝
箋
〟
は
、
〝
わ
ず
か
な
竹
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
紙
が
ま
だ
発
明
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
、
木
や

竹
の
札
に
文
字
を
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
〝
札
（
木
の
ふ
だ
）
〟
又
は
〝
簡
（
竹
の
札
）
〟
と
言
い
ま
す
。

書
物
は
、
こ
の
札
や
簡
を
革
ひ
も
で
つ
な
ぎ
、
巻
物
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
今
で
も
書
物
を
一
巻
二
巻

と
呼
ぶ
の
で
す
。 
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〝
箋
〟
は
こ
の
簡
の
小
型
な
も
の
、
と
い
う
意
味
の
字
で
、
メ
モ
用
に
使
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
、

今
で
も
書
物
よ
り
小
さ
な
書
き
物
。
〝
便
箋
〟
〝
通
信
箋
〟
〝
処
方
箋
〟
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

〝
餞
〟
は
、
わ
ず
か
な
食
事
と
い
う
意
味
の
字
で
、
送
別
の
宴
を
送
る
側
が
謙
遜
し
て
〝
餞
〟
と
言
っ

た
も
の
で
す
。
宴
の
代
り
に
贈
る
お
金
を
〝
餞
別
〟
と
言
い
ま
す
。 

 

大
行

た
い
こ
う

は
細
謹

さ
い
き
ん

を
顧

か
え
り

み
ず 

 

大
事
業
を
成
そ
う
と
す
る
者
は
、
小
さ
な
慎
み
な
ど
気
に
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
、
余

り
ち
っ
ぽ
け
な
事
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
、
大
事
に
失
敗
す
る
こ
と
を
戒
め
た
諺
で
す
。 

史
記
の
中
で
も
特
に
有
名
な
〝
鴻
門
の
会
〟
で
、
樊
噲
が
高
祖
に
こ
の
諺
を
引
用
し
て
、
項
羽
に
あ
い

さ
つ
な
ど
せ
ず
、
失
礼
し
て
早
く
逃
げ
る
こ
と
を
奨
め
ま
し
た
。 

  

項
羽
の
謀
将
、
范
増
は
、
鴻
門
の
会
こ
そ
高
祖
を
殺
す
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
強
く
進
言
し
て
い
ま
し

た
か
ら
、
帰
る
挨
拶
を
し
て
い
た
ら
恐
ら
く
殺
さ
れ
て
、
天
下
は
項
羽
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。 

さ
て
、
細
と
い
う
字
は
、
糸
と
田
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
〝
田
〟
は
〝
田
畑
〟
の
田
と
同
じ
形

を
し
て
い
ま
す
が
、
古
い
形
は
〝

〟
で
、
頭
の
中
身

を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
〝
脳
〟
の
右
下
や
〝
思
〟
の

上
の
部
分
と
同
じ
も
の
で
す
。 

〝

〟
の
音
は
、
〝si

〟
で
す
。si

は
、sig

n
a
l

の

時
は
、
〝
シ
〟
グ
ナ
ル
で
す
が
、sig

n

の
時
は
、
〝
サ

イ
〟
ン
と
発
音
す
る
よ
う
に
、
シ
と
サ
イ
と
二
通
り
の

発
音
が
あ
り
ま
す
。
思
は
シ
、
細
は
サ
イ
と
発
音
し
ま

す
が
、
そ
れ
は
〝
田
〟
が
表
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
細
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は
、
田
が
サ
イ
の
発
音
を
示
し
、
糸
が
〝
ほ
そ
い
〟
と
い
う
意
味
を
示
し
て
い
て
、
こ
う
い
う
漢
字
を
形

声
字
と
言
い
ま
す
。 

謹
の

は
、
黄
と
土
の
合
字
で
、
黄
河
の
上
流
に
あ
っ
て
黄
河
を
常
に
黄
色
く
染
め
て
い
る
黄
土
を
表

わ
し
た
字
で
す
。
黄
土
は
粒
子
が
極
め
て
微
細
で
す
の
で
、
〝
細
か
い
〟
と
か
〝
微
小
〟
の
意
味
を
表
し

ま
す
。 

従
っ
て
、
〝
謹
〟
は
、
〝
言
葉
が
極
め
て
少
な
い
〟
も
し
く
は
〝
き
め
細
か
な
言
葉
遣
い
〟
と
い
う
意

味
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
と
思
い
ま
す
。
言
葉
を
〝
つ
つ
し
む
〟
こ
と
で
す
。
〝
慎
〟
は
、
〝
心
を

つ
つ
し
む
〟
こ
と
で
す
。
二
つ
の
字
を
合
わ
せ
る
と
〝
謹
慎
〟
と
い
う
言
葉
に
な
り
ま
す
。 

〝
僅
〟
は
、
〝
人
が
少
な
い
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
が
、
今
は
人
に
限
ら
ず
〝
少
な
い
〟
〝
わ
ず

か
〟
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
〝
僅
少
〟
と
い
う
熟
語
が
あ
り
ま
す
。 

〝
饉
〟
は
〝
食
べ
も
の
が
少
な
い
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
か
ら
、
作
物
の
出
来
が
悪
く
て
食
糧
が
不 

  足
す
る
状
態
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
同
じ
意
味
を
表
し
た
〝
餞
〟
と
で
〝
餞
饉
〟
と
い
う
熟
語
が
作
ら
れ

て
い
ま
す
。 

〝
勤
〟
は
、
〝
き
め
細
か
に
心
を
動
か
し
て
力
（
つ
と
）
め
る
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
〝
力
〟
は

努
力
の
力
で
、
〝
つ
と
め
る
〟
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
字
で
す
。
勤
は
、
勤
労
、
勤
勉
、
精
勤
、
な
ど

の
熟
語
に
使
わ
れ
ま
す
。 

江
戸
時
代
、
大
名
が
一
年
お
き
に
江
戸
に
出
て
将
軍
に
謁
見
す
る
の
を
〝
参
覲
交
代
〟
と
言
い
ま
す
。

こ
の
〝
覲
〟
は
、
勤
務
と
し
て
天
子
や
将
軍
に
〝
お
目
見
え
〟
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

霜 し
も

を
履 ふ

ん
で
堅 け

ん

氷
ぴ
ょ
う

至
る 

 

『
堅
い
氷
の
張
る
寒
い
冬
は
、
い
き
な
り
や
っ
て
来
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
前
に
、
霜
の
降
り
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る
朝
が
何
日
か
必
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
後
に
や
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
霜
の
日
の
う
ち
に

堅
い
氷
の
張
る
寒
い
日
の
備
え
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
』
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
、
易
経
に
見

え
る
言
葉
で
す
。 

こ
の
言
葉
は
、『
人
殺
し
で
も
平
然
と
や
れ
る
よ
う

な
大
悪
人
も
、
初
め
か
ら
そ
う
い
う
大
悪
人
で
あ
る
こ

と
は
な
い
。
初
め
は
、
平
気
で
噓
を
つ
く
と
か
意
地
悪

を
す
る
と
か
、
小
さ
な
悪
事
を
し
て
い
た
も
の
が
、
次

第
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
大
悪
事
を
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
小
さ
な
悪
事
の
う
ち
に
注
意

し
て
、
悪
を
絶
ち
切
る
必
要
が
あ
る
』
と
い
う
こ
と
を

教
え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
『
死
に
至
る
よ
う 

 

 な
大
病
も
、
初
め
か
ら
そ
う
い
う
難
病
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
油
断
の
為
に
悪
化
し
て
死
病
に
至
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
軽
症
の
う
ち
に
手
当
て
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
』
と
い
う
事
を
教
え
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。 

さ
て
、
〝
履
〟
と
い
う
字
は
、
尸
と
復
と
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
尸
は
、
俗
に
〝
し
か
ば
ね
〟
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
が
、
実
は

の
よ
う
に
、
人
が
椅
子
に
腰
か
け
た
形
を
象
っ
た
字
で
、
〝
人
〟
を
表
わ
し

た
も
の
で
す
。
こ
れ
と
〝
死
〟
と
の
合
字
で
あ
る
〝
屍
〟
が
〝
死
ん
だ
人
〟
つ
ま
り
〝
し
か
ば
ね
〟
を
表

わ
し
て
い
る
た
め
、
尸
が
〝
し
か
ば
ね
〟
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。 

尸
の
つ
い
た
字
に
〝
屎
・
尿
〟
が
あ
り
ま
す
。
人
体
か
ら
出
る
〝
米
〟
や
〝
水
〟
を
表
し
た
字
で
、
糞

（
米
の
変
化
し
た
も
の
と
い
う
意
味
の
字
）
や
小
水
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
〝
屋
〟
と
い
う
字
は
、
〝
人

の
至
る
所
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
、
〝
室
〟
と
同
じ
く
〝
人
の
休
む
所
〟
つ
ま
り
〝
家
〟
を
表
し
た
字
で

す
。
〝
家
屋
〟
と
い
う
熟
語
が
よ
く
こ
れ
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 
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尾
は
、
昔
、
人
が
鳥
獣
の
し
っ
ぽ
の
よ
う
に
後
ろ
に
毛
の
飾
り
を
垂
ら
し
て
い
て
、
こ
れ
を
〝
尾
〟
と

言
い
ま
し
た
が
、
鳥
獣
の
し
っ
ぽ
そ
の
も
の
を
、
〝
尾
〟
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
昔
は
家

の
出
入
口
が
低
く
小
さ
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
出
る
時
は
体
を
か
が
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
〝
人
が
出
る
〟
と
い
う
〝
屈
〟
が
、
〝
か
が
む
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。 

〝
复
〟
は
物
の
重
な
る
事
を
表
わ
し
た
字
で
、
内
臓
（
腸
）
の
重
な
っ
た
所
の
〝
腹
〟
、
布
の
重
な
っ

た
衣
服
（
裏
地
の
あ
る
）
を
表
し
た
〝
複
〟
、
同
じ
道
を
重
ね
て
通
る
こ
と
を
表
し
た
〝
復
〟
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
裏
地
の
無
い
衣
服
を
〝
単
衣
（
ひ
と
え
）
〟
と
言
い
、
裏
地
の
あ
る
も
の
を
〝
複
（
あ
わ
せ
）
〟

と
言
う
こ
と
か
ら
、
単
を
シ
ン
グ
ル
、
複
を
ダ
ブ
ル
の
意
味
に
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

復
は
、
同
じ
道
を
行
く
意
味
の
字
で
す
か
ら
、
往
復
と
言
う
よ
う
に
、
同
じ
道
を
通
っ
て
〝
か
え
る
〟

の
に
使
い
ま
す
。
〝
還
〟
は
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
〝
か
え
る
〟
こ
と
で
す
。
さ
て
、
〝
履
〟
は
、
〝
人
が
道

を
重
ね
て
行
く
〟
意
味
で
、
〝
足
で
ふ
む
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
た
も
の
で
す
。 

  

多
芸

た
げ
い

は
無
芸

む
げ
い 

 

『
生
ま
れ
つ
き
器
用
で
、
芸
と
い
う
芸
、
何
に
で
も
手
を
出
し
、
一
応
何
で
も
う
ま
く
や
り
こ
な
す
、

と
い
う
人
が
あ
る
。
し
か
し
、
や
る
事
が
多
い
た
め
に
、
力
が
分
散
さ
れ
る
の
で
、
す
べ
て
が
中
途
半
端

に
な
っ
て
し
ま
い
、
特
に
傑
出
し
た
芸
を
持
た
な
い
も

の
で
あ
る
』
と
い
う
意
味
の
諺
で
す
。 

確
か
に
〝
何
で
も
上
手
〟
と
い
う
の
は
、
何
で
も
一

通
り
こ
な
す
、
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
当
に
上
手

な
も
の
は
な
い
も
の
で
す
。『
二
兎
を
追
う
者
は
一
兎

を
も
得
ず
』
と
い
う
戒
し
め
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
あ

れ
も
こ
れ
も
と
手
を
出
さ
ず
に
、
た
だ
一
つ
の
道
を
選
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ん
で
、
そ
れ
に
力
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
、
成
功
へ
の
近
道
で
あ
る
、
と
い
う
事
を
教
え
る
諺
と
言
え
ま

し
ょ
う
。
論
語
に
も
『
君
子
は
多
な
ら
ん
や
』
と
あ
り
、
君
子
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
る
必
要
が
な

い
こ
と
を
孔
子
が
弟
子
の
子
貢
に
教
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
教
育
上
大
い
に
重
視
さ
れ
て
よ
い
こ
と

だ
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
今
の
学
校
教
育
を
見
て
下
さ
い
。
何
で
も
一
応
で
き
る
事
を
重
視
し
て
い
ま
す
で
し
ょ
う
。

多
芸
・
多
能
を
要
求
し
て
い
ま
す
。
世
の
中
で
は
、
絵
だ
け
、
音
楽
だ
け
特
に
抜
き
出
て
い
た
ら
、
そ
れ

で
十
分
な
の
に
、
学
校
教
育
で
は
そ
れ
を
許
し
ま
せ
ん
。 

国
語
も
数
学
も
理
科
も
社
会
も
、
す
べ
て
が
良
く
で
き
る
の
が
よ
い
の
で
す
。
世
の
中
に
は
そ
う
い
う

多
芸
多
能
の
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
う
い
う
人
も
世
の
中
に
い
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。 

で
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
そ
れ
を
求
め
て
も
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
り
、
た
と
え
可
能
で
あ
る
に
し
て
も

そ
れ
は
決
し
て
望
ま
し
い
事
で
は
な
い
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
れ
も
こ
れ
も
と 

  手
を
出
さ
ず
に
、
た
だ
一
つ
の
道
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
ん
だ
方
が
、
そ
の
能
力
を
高
め
、
世
に
役
立
つ
こ

と
も
大
き
か
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
す
。 

こ
の
頃
〝
落
ち
こ
ぼ
れ
〟
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
何
か
一
つ
つ
ま
ず
い
て
も
、
そ
れ
を

〝
落
ち
こ
ぼ
れ
た
〟
と
言
う
の
で
す
。
落
ち
こ
ぼ
れ
と
は
、
何
一
つ
取
り
柄
の
な
い
人
間
の
こ
と
で
す
。

一
芸
に
秀
で
て
い
た
ら
、
人
間
と
し
て
申
し
分
な
い
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
何
で
も
出
来
る
人
間
こ
そ
『
多

芸
は
無
芸
』
で
、
落
ち
こ
ぼ
れ
と
言
う
べ
き
で
す
。 

さ
て
、
芸
の
旧
字
体
は
藝
で
す
が
、
本
字
は
蓺
で
、
こ
の
古
い
形
は
、
人
が
し
ゃ
が
ん
で
木
の
手
入
れ

を
し
て
い
る
形
を
表
わ
し
て
、
今
の
〝
農
芸
〟
つ
ま
り
人
間
と
し
て
必
要
な
〝
技
能
〟
を
表
わ
し
た
字
で

す
。
今
で
は
広
く
〝
学
芸
〟
〝
芸
能
〟
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

多
は
、
月
の
変
形
で
あ
る
夕
を
重
ね
た
字
で
、
〝
林
〟
と
同
じ
趣
旨
の
会
意
字
で
す
。
夕
方
を
多
く
重

ね
る
こ
と
か
ら
〝
お
お
い
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。 
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無
は
、
ブ
と
い
う
発
音
を
示
す

無

（
舞
も
同
じ
）
と
灬
と
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
灬
は
、
火
の
燃

え
る
形
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
〝
煮
・
焦
・
煎
・
照
・
熱
〟
な
ど
の
字
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
〝
亡
（
ブ
）
〟

の
仮
借
だ
と
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、『
火
で
焼
き
尽
く
し
て
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
』
事
と
説
い
て
よ

い
で
し
ょ
う
。 

 

石 い
し

に

漱
く
ち
す
す

ぎ
、
流 な

が

れ
に
枕

ま
く
ら

す 

 

晋
書
（
西
暦
二
六
五
年
か
ら
四
二
〇
年
に
か
け
て
中
国
に
君
臨
し
た
晋
（
し
ん
）
王
朝
の
歴
史
を
書
い

た
書
物
）
の
孫
楚
伝
に
見
え
る
お
話
で
す
。 

孫
楚
と
い
う
人
が
、
山
の
中
に
隠
遁
し
て
自
由
な
生
活
に
入
ろ
う
と
思
い
そ
の
自
然
の
生
活
を
『
石
に

枕
し
、
流
れ
に
漱
ぐ
』
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
つ
も
り
で
、
う
っ
か
り
言
い
違
え
て
、『
石
に
漱
ぎ
、 

  流
れ
に
枕
す
』
と
さ
か
さ
に
言
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
人
に
そ
れ
を
と
が
め
ら
れ
ま
す
と
、
頭
の
回
転
の
速
い
、
理
屈
の
達
者
な
孫
楚
は
、
す
ま

し
た
顔
で
、『
石
に
漱
ぐ
と
は
歯
を
磨
く
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
流
れ
に
枕
す
と
は
俗
世
間
の
い
や
な

話
を
聞
い
た
耳
を
洗
い
清
め
る
こ
と
だ
』
と
言
っ
て
う
ま
く
言
い
逃
れ
た
、
と
い
う
の
で
す
。 

こ
の
故
事
か
ら
、
〝
負
け
惜
し
み
の
強
い
こ
と
〟
や

〝
う
ま
く
言
い
逃
れ
る
こ
と
〟
を
『
流
枕
漱
石
』
と
い

う
こ
の
言
葉
で
表
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

今
は
余
り
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
〝
流
石

（
流 ●

枕
漱
石 ●

）
〟
と
書
い
て
〝
さ
す
が
〟
と
読
む
使
い

方
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
さ
す
が
に
孫
楚
だ
け
の

こ
と
は
あ
る
。
う
ま
く
言
い
の
が
れ
た
も
の
だ
』
と
い
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う
事
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。 

ま
た
、
明
治
の
文
豪
、
夏
目
漱
石
の
〝
漱
石
〟
と
い
う
号
は
、
や
は
り
こ
の
故
事
か
ら
取
ら
れ
た
も
の

で
、『
さ
す
が
は
漱
石
だ
』
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

さ
て
、
流
と
い
う
字
は
㐬
（
リ
ュ
ウ
）
と
氵
（
サ
ン
ズ
イ
）
と
で
作
ら
れ
た
会
意
形
成
字
で
す
。
㐬
は

育
の
𠫓
と
同
じ
で
、
子
を
さ
か
さ
に
し
た
形
で
、

㐬

は
水
の
変
形
で
す
。 

つ
ま
り
、
㐬
は
水
と
共
に
胎
児
が
生
ま
れ
出
る
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
流
産
し
た
胎
児
の
こ
と
を

〝
み
ず
ご
〟
と
言
い
ま
す
が
、
漢
字
で
表
せ
ば
〝
水
子
〟
で
あ
り
、
一
字
に
す
れ
ば
〝
㐬
〟
に
な
り
ま
す

か
ら
、
〝
㐬
〟
は
〝
流
産
〟
を
表
し
た
字
だ
と
言
え
ま
す
。 

流
は
、
水
子
が
流
れ
出
る
意
味
の
〝
㐬
〟
に
氵
を
つ
け
て
〝
水
が
流
れ
る
〟
こ
と
を
表
し
た
も
の
で
す
。 

硫
は
、
〝
と
け
て
流
れ
や
す
い
石
〟
で
あ
る
〝
ゆ
お
う
〟
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
黄
色
い
色
を
し
て

い
る
の
で
〝
硫
黄
〟
と
書
き
、
〝
リ
ュ
ウ
オ
ウ
〟
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
〝
ユ
ウ
オ
ウ
〟
と
な
り
〝
ユ
オ 

  ウ
〟
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

旒
は
、
旗
の
意
味
の

施

に
㐬
を
つ
け
て
作
ら
れ
た
字
で
、
〝
吹
き
流
し
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。

中
国
で
は
旗
を
表
わ
す
字
が
〝
旌
・
旄
・
旃
〟
な
ど
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
旗
は
四
角
い
旗
の
こ
と
で
、

其
（
キ
）
が
四
角
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。（
碁
や
将
棋
の
其
は
、
四
角
の
盤
を
使
う
の
で
そ
れ
を
表
わ
し

た
も
の
で
す
）。 

真
心
を
〝
赤
心
〟
と
か
〝
丹
心
〟
と
言
い
ま
す
が
〝
丹
〟
は
赤
を
意
味
し
ま
す
。
旃
は
赤
い
旗
の
こ
と

で
、
旄
は
毛
の
つ
い
た
旗
で
す
。
旌
は
軍
旗
で
、
戦
争
で
兵
士
を
勇
気
づ
け
る
旗
で
す
。
兵
士
を
生
き
生

き
と
さ
せ
る
旗
で
す
か
ら
旌
と
い
う
わ
け
で
す
。 
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一
陽
来
復

い
ち
よ
う
ら
い
ふ
く 

 

『
良
く
な
い
事
が
長
く
続
い
た
あ
と
に
、
良
い
事
が
回
っ
て
来
る
』
と
い
う
場
合
に
よ
く
使
わ
れ
る
言

葉
で
、
易
経
に
見
え
る
言
葉
で
す
。 

夏
至
が
過
ぎ
て
陽
気
が
次
第
に
減
じ
て
行
き
ま
す

と
、
や
が
て
霜
の
季
節
を
経
て
堅
氷
の
張
る
冬
至
に
な

り
ま
す
。
冬
至
に
な
り
ま
す
と
、
全
く
陽
気
と
い
う
も

の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、『
陰
極
ま
れ
ば
陽

生
ず
』
で
、
そ
の
次
に
は
必
ず
陽
気
が
回
復
し
て
来
る

も
の
で
す
。
こ
れ
を
〝
一
陽
来
復
〟
と
言
う
の
で
す
。 

季
節
に
限
ら
ず
、
世
の
中
の
事
と
い
う
の
は
一
旦
悪 

 

 い
方
に
向
か
い
始
め
ま
す
と
、
ど
ん
な
に
そ
れ
を
食
い
止
め
よ
う
と
努
力
し
て
も
悪
く
な
る
ば
か
り
、
と

い
う
事
が
多
い
も
の
で
す
。
そ
の
反
対
に
、
悪
い
事
ば
か
り
が
続
い
て
そ
れ
が
出
尽
く
す
と
、
今
度
は
次

第
に
何
も
か
も
が
う
ま
く
行
く
、
と
い
う
よ
う
に
事
態
が
好
転
す
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、

物
事
が
う
ま
く
行
か
な
く
て
苦
し
い
時
で
も
、
早
く
そ
こ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
て
あ
れ
こ
れ
も
が
く
こ

と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
、
早
く
落
ち
る
だ
け
落
ち
れ
ば
〝
一
陽
来
復
〟
必
ず
良
く
な
る
時
が
来
る
の
だ
と
信

じ
て
、
じ
っ
く
り
と
あ
わ
て
ず
に
深
く
思
慮
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
大
切
で
す
。 

さ
て
、
〝
陽
〟
と
い
う
字
は
、
崖
の
意
味
の
〝
阝
〟
と
日
と
彡
（
日
光
）
と
こ
の
字
の
発
音
を
表
わ
す

丁
（
チ
ョ
ウ
）
と
で
作
ら
れ
た
字
で
、『
日
当
た
り
の
良
い
崖
（
南
向
き
の
斜
面
）』
と
い
う
意
味
の
字
で

す
。
中
国
山
脈
の
南
側
を
〝
山
陽
地
方
〟
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
陽
の
本
義
で
す
。 

陽
の
反
対
の
陰
は
、
阝
と
雲
の
形
の
云
（
雲
の
本
字
）
と
こ
の
字
の
発
音
を
表
す
今
（
キ
ン
）
と
で
作

ら
れ
、『
日
光
の
あ
た
ら
な
い
斜
面
、
北
向
き
の
崖
』
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。 
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湯
は
『
日
光
で
あ
た
た
め
ら
れ
た
水
』
と
い
う
意
味
で
〝
温
水
〟→

〝
ゆ
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
、
音

はty
ô →

tô

で
す
。
腸
は
、
易
の
音
チ
ョ
ウ
が
〝
長
〟
の
意
味
を
表
し
て
い
て
、
最
も
長
い
器
官
を
表
わ

し
た
も
の
で
す
。 

復
は
、
行
の
略
形
〝
彳
〟
と
〝
重
な
る
〟
意
味
の
复
（
重
な
る
意
味
は
〝
日
〟
に
あ
る
）
と
で
作
ら
れ

て
い
て
、
复
が
こ
の
字
の
発
音
を
示
し
て
い
ま
す
。
意
味
は
『
同
じ
道
を
重
ね
て
行
く
』
と
い
う
こ
と
で

〝
か
え
る
〟
こ
と
で
す
。 

帰
は
、
自
分
の
家
に
〝
か
え
る
〟
こ
と
。
返
は
、
反
対
の
方
向
に
〝
か
え
る
〟
こ
と
。
還
は
、
ぐ
る
っ

と
回
っ
て
〝
か
え
る
〟
こ
と
。
復
は
、
同
じ
道
を
通
っ
て
〝
か
え
る
〟
こ
と
で
す
。
同
じ
〝
か
え
る
〟
で

も
、
漢
字
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
か
ら
、
意
味
を
考
え
て
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。 

複
は
、
〝
裏
地
の
あ
る
衣
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
、
単
衣
（
ひ
と
え
＝
一
重
）
に
対
す
る
複
衣
（
あ
わ

せ
＝
合
せ
）を
表
わ
し
た
字
で
す
。単
の
シ
ン
グ
ル
に
対
し
て
ダ
ブ
ル
の
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。音
は
复
。 

  

腹
は
、
内
臓
の
重
な
っ
て
い
る
〝
は
ら
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
音
は
こ
れ
も
复
で
す
。
覆
は
、
お
お

い
の
形
の
覀
と
、
着
け
た
り
取
っ
た
り
す
る
意
味
の
復
と
で
〝
お
お
い
〟
を
表
わ
し
ま
し
た
。 

 

先
憂
後
楽

せ
ん
ゆ
う
こ
う
ら
く 

 

『
天
下
の
憂
い
に
先
ん
じ
て
憂
い
、
天
下
の
楽
し
み
に
後
れ
て
楽
し
む
』
つ
ま
り
、『
心
配
事
は
世
の

中
の
誰
も
が
気
づ
か
な
い
先
か
ら
心
が
け
て
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
事
に
努
め
、
楽
し
み
ご
と
は
政
治
が

立
派
に
行
わ
れ
世
の
中
の
す
べ
て
の
人
が
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
た
後
に
楽
し
む
』
と
い
う
為
政
者
と
し
て

の
心
構
え
を
説
い
た
言
葉
で
、
范
仲
淹
の
有
名
な
〝
岳
陽
楼
の
記
〟
に
見
え
る
言
葉
で
す
。 

世
の
政
治
家
た
る
者
は
す
べ
て
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
が
、
今
の
政
治
家
に
は
そ
の
か
け
ら
ほ

ど
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、『
天
下
の
楽
し
み
に
先
立
っ
て
楽
し
み
、
天
下
の
憂
い
に
後
れ
て
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憂
え
る
』
と
い
う
政
治
家
が
多
い
よ
う
で
す
。 

今
は
野
球
場
と
し
て
有
名
な
〝
後
楽
園
〟
で
す
が
、
こ
こ
は
昔
水
戸
藩
の
江
戸
屋
敷
跡
で
、
そ
の
庭
園

の
名
が
後
楽
園
で
し
た
。
後
楽
園
は
寛
永
年
間
、
水
戸
藩
の
始
祖
頼
房
が
作
り
、
そ
の
子
光
圀
が
命
名
し

た
も
の
で
す
。
光
圀
は
、
為
政
者
と
し
て
の
心
構
え
を

片
時
も
忘
れ
ぬ
よ
う
、
庭
園
に
〝
後
楽
〟
の
名
を
つ
け

た
の
だ
、
と
思
い
ま
す
。
さ
す
が
は
水
戸
黄
門
で
す
ね
。 

さ
て
、
〝
先
〟
は
足
の
意
味
の
止
の
変
形
し
た

先

と
、
人
の
変
形
し
た
儿
と
の
会
意
字
で
、『
人
が
わ
れ

先
に
と
足
を
前
に
踏
み
出
そ
う
と
す
る
』
こ
と
を
表
わ

し
た
字
で
す
。
さ
き
ん
ず
る→

さ
き
。 

後
は
、
行
（

）
の
意
味
の
彳
と
、
幼
の
意
味
の 

 

 幺
と
、
足
（
止
）
の
意
味
の
夂
と
の
会
意
字
で
、『
幼
い
子
の
足
（
歩
行
）
の
遅
い
』
こ
と
を
表
わ
し
た

字
で
す
。
〝
遅
れ
る
〟
こ
と
か
ら
〝
あ
と
に
な
る
〟→

〝
あ
と
〟
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。 

幺
は
糸
の
先
端
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
〝
わ
ず
か
〟
〝
小
さ
い
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
幼
は
力
の

小
さ
い
子
供
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
行
は
、
十
字
路
の
形
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
〝
道
路
〟
の
意
味
の

字
で
す
が
、
〝
道
を
行
く
〟
と
い
う
意
味
で
〝
い
く
〟
と
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

憂
は
、
顔
の
意
味
の
頁
と
心
と
夂
と
で
作
ら
れ
た
会
意
字
で
す
。

は
、
心
に
頭
が
重
く
の
し
か
か
っ

て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
て
、
こ
れ
が
〝
心
配
す
る
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
憂
は
、
心
配

事
が
あ
っ
て
下
向
き
加
減
に
ゆ
っ
く
り
と
歩
く
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
が
、
今
は
単
に
〝
心
配
す
る
〟

意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

楽
は
、
太
鼓
や
鐘
な
ど
の
打
楽
器
の
形
を
表
わ
し
た
字
で
、
〝
楽
器
〟
が
本
義
の
字
で
す
。
今
は
、
楽

器
で
演
奏
さ
れ
る
〝
音
楽
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、音
楽
を
聴
く
と
、心
が
〝
た
の
し
く
〟
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な
る
の
で
、
〝
た
の
し
い
〟
と
い
う
意
味
に
も
使
わ
れ
ま
す
。 

楽
と
い
う
字
は
、
楽
器
の
形
か
ら
作
ら
れ
た
字
で
す
か
ら
〝
象
形
字
〟
で
す
が
、
〝
た
の
し
い
〟
と
い

う
使
い
方
を
す
る
と
き
、
こ
れ
を
〝
転
注
〟
と
言
い
ま
す
。
車
輪
が
転
が
っ
て
そ
の
位
置
が
変
わ
る
よ
う

に
、
漢
字
の
意
味
が
変
わ
る
こ
と
を
表
わ
し
た
言
葉
で
す
。 

 

爪 つ
め

で
拾 ひ

ろ

っ
て
箕 み

で
こ
ぼ
す 

 

苦
労
し
て
爪
の
先
で
一
つ
一
つ
拾
い
た
め
た
も
の
を
、
い
っ
ぺ
ん
に
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。『
粒

粒
辛
苦
し
て
貯
蔵
し
た
物
を
一
気
に
、
ま
た
は
無
造
作
に
使
い
切
っ
て
し
ま
う
』
こ
と
や
、『
貯
蔵
す
る

一
方
で
浪
費
す
る
』
こ
と
の
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。 

箕
と
は
、
農
家
で
穀
類
の
殻
（
か
ら
）
や
ご
み
な
ど
を
よ
り
分
け
る
た
め
に
使
う
道
具
で
、

の
よ
う 

  な
形
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
両
手
を
か
け
て
、
こ
の
中
に
入
れ
た
穀
類
（
殻
や
ご
み
の
混
じ
っ
た
）
を

あ
お
り
ふ
っ
て
、
ま
た
風
を
利
用
し
て
、
殻
や
ご
み
を
箕
の
外
に
吹
き
飛
ば
し
ま
す
。 

箕
の
〝
其
〟
が

の
よ
う
に
箕
の
形
を
表
わ
し
た
も
の
に
両
手
（

）
を
添
え
た
も
の
で
、
箕
の
本

字
で
す
。
其
が
〝
そ
れ
〟
と
い
う
代
名
詞
や
助
字
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
、
箕

は
竹
ひ
ご
を
編
ん
で
作
る
所
か
ら
〝
竹
（
竹
か
ん
む

り
）
〟
を
加
え
て
箕
専
用
の
字
を
作
り
ま
し
た
。 

箕
は
お
お
む
ね
方
形
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
〝
其
〟

は
方
形
の
意
味
を
表
す
部
首
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。 

〝
基
〟
は
、
家
の
土
台
（
基
礎
）
を
表
わ
し
た
字
で

す
。
家
の
形
は
普
通
方
形
で
す
か
ら
、
土
台
も
方
形
を
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し
て
い
ま
す
。 

〝
棋
〟
は
、
方
形
の
木
と
い
う
意
味
の
字
で
、
碁
盤
や
将
棋
盤
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
碁
や
将
棋
の
意

味
に
使
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
碁
や
将
棋
を
仕
事
に
す
る
人
を
〝
棋
士
〟
と
言
い
、
碁
や
将
棋
の
世
界
を

棋
界
と
言
い
ま
す
。 

〝
碁
〟
は
、
碁
石
を
用
い
て
勝
負
を
争
う
囲
碁
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
元
来
碁
も
将
棋
も
〝
棋
〟
で
表

し
て
い
る
の
で
す
が
、
両
者
を
区
別
す
る
た
め
に
こ
の
字
が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

〝
旗
〟
は
、方
形
を
し
た
旗
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。毛
で
作
っ
た
旗
が
〝
旄
〟
、吹
き
流
し
が
〝
旒
〟
、

四
角
い
形
を
し
た
の
が
〝
旗
〟
で
す
。 

さ
て
、
拾
と
い
う
字
は
扌
（
手
へ
ん
）
と
合
の
会
意
字
で
、『
物
と
手
が
合
う
』
と
い
う
意
味
で
〝
ひ

ろ
う
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
音
は
〝
ジ
ュ
ウ
〟
で
数
の
〝
十
〟
と
通
ず
る
た
め
、『
金
拾
万
円
』

と
い
う
使
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

〝
合
〟
は
、

（
シ
ュ
ウ
）、
口
（
コ
ウ
）
の
会
意
形
成
字
で
、
こ
こ
で
は
口
が
こ
の
字
の
発
音
を

表
わ
し
て
い
ま
す
が
、
〝
拾
〟
で
は

が
発
音
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

〝

〟
は
物
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
た
符
号
で
、
〝
人
人人

（
衆
の
本

字
）
〟
や
〝
隹
隹隹

（
集
の
本
字
）
〟
と
同
じ
構
成
で
、
い
ず
れ
も
〝
シ
ュ
ウ
〟
と
い
う
発
音
で

す
。（
人
の
集
ま
り
が
衆
で
、
鳥
の
集
ま
り
が
集
で
、
物
の
集
ま
り
が
〝

〟
と
い
う
わ
け
で

す
。
勿
論
、
今
は
そ
の
よ
う
な
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
）。 

〝
合
〟
は
、
大
勢
の
人
の
口
（
意
見
）
が
一
致
す
る
、
と
い
う
意
味
で
〝
あ
う
〟
こ
と
を
表

わ
し
た
も
の
で
す
。 
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大 だ
い

は
小

し
ょ
う

を
兼 か

ね
る 

 

こ
の
言
葉
は
、
前
漢
の
大
儒
・
董
仲
舒
（
紀
元
前
一
七
六
～
前
一
〇
四
年
）
の
著
書
〝
春
秋
繁
露
（
十

七
巻
）
〟
に
見
え
る
も
の
で
す
。 

『
大
き
い
も
の
は
小
さ
い
も
の
の
代
り
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
い
う
意
味
で
、『
小
さ
い
も
の

よ
り
も
大
き
い
も
の
の
方
が
有
用
で
あ
る
』
と
い
う
事
を
表
わ
し
た
諺
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。 

と
は
い
う
も
の
の
、『
杓
子
は
耳
か
き
に
な
ら
ず
』
と
い
う
諺
も
あ
っ
て
、
形
は
ど
ん
な
に
よ
く
似
て

い
て
も
『
大
き
す
ぎ
て
は
使
い
物
に
な
ら
ぬ
』
と
い
う
事
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
し
も
『
大
は
小
を
兼

ね
る
』
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

や
は
り
『
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
』
で
何
事
も
ほ
ど
ほ
ど
と
い
う
事
が
一
番
で
す
。
生
長
の

は
げ
し
い
子
供
の
衣
服
は
、『
大
は
小
を
兼
ね
る
』
と
言
っ
て
必
ず
大
き
め
の
衣
服
を
選
び
ま
す
が
、
こ 

  れ
も
余
り
大
き
す
ぎ
て
は
子
供
が
か
わ
い
そ
う
で
す
。 

さ
て
、
大
と
い
う
字
は
、
人
が
両
手
を
広
げ
て
、
体
を
大
き
く
見
せ
た
形
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
〝
お

お
き
い
〟
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
ダ
イ
（
タ
イ
）
と
い
う
音
は
〝
体
〟
に
関
係
が
あ
る
よ
う
で
す
。『
こ

ん
な
に
大
き
い
』
と
い
う
時
、
体
を
広
げ
て
〝
大
〟
の

字
を
作
っ
て
見
せ
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
〝
体
〟
が

〝
大
〟
を
表
わ
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

小
と
い
う
字
は
、
❘
と
八
で
作
ら
れ
、
棒
（
❘
）
を

分
（
八
）
け
て
“
小
さ
く
”
す
る
と
い
う
こ
と
で
〝
ち

い
さ
い
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
た
も
の
で
す
。
八
と
い

う
字
は
、
〝
分
け
る
〟
と
い
う
意
味
（
分
は
刀
で
〝
わ

け
る
〟
こ
と
）
の
字
で
、
〝
は
ち
〟
と
い
う
数
は
、
一
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つ
の
も
の
を
二
つ
に
分
け
、
ま
た
二
つ
に
分
け
、
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
て
で
き
た
数
で
す
。 

小
と
い
う
字
の
古
い
形
に

が
あ
り
、
こ
れ
が
小
と
い
う
字
の
も
と
の
形
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、

が
変
化
し
て
〝
小
〟
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
す
。 

兼
と
い
う
字
は
、
二
つ
の
禾
（
稲
の
本
字
）
と 

（
手
）
と
で
作
ら
れ
、『
二
つ
の
も
の
を
一
緒
に
持

つ
』
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
〝
合
わ
せ
持
つ
〟→

〝
か
ね
る
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
二

つ
の
仕
事
を
合
わ
せ
て
行
う
こ
と
を
〝
兼
業
〟
〝
兼
務
〟
と
言
い
、そ
の
他
〝
兼
用
〟
〝
兼
備（
才
色
）〟

な
ど
の
使
い
方
が
あ
り
ま
す
。 

慊
と
い
う
字
は
、
心
が
二
つ
の
事
に
ま
た
が
っ
て
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
不
安
な
状
態
を
表
わ
し
た
字
で
、

〝
あ
き
た
ら
な
い
〟
〝
こ
こ
ろ
よ
く
な
い
〟
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
字
で
す
。
〝
嫌
〟
と
い
う
字
も
こ

の
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

嫌
と
い
う
字
は
、
女
性
が
そ
う
い
う
状
態
を
特
に
〝
き
ら
う
〟
の
で
、
〝
き
ら
う
〟
と
い
う
意
味
に
使 

  わ
れ
ま
す
が
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
状
態
な
の
で
〝
う
た
が
う
〟
と
い
う
意
味
に
も
使
わ
れ
、『
嫌
疑
を
か

け
ら
れ
る
』
と
い
う
使
い
方
が
あ
り
ま
す
。 

鎌
と
い
う
字
は
、
稲
を
刈
り
取
る
道
具
〝
か
ま
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
こ
れ
は
、
兼
が
稲
を
合
わ
せ

手
に
つ
か
む
こ
と
を
表
し
て
い
て
、
文
字
通
り
〝
稲
を
刈
り
取
る
道
具
〟
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
解
り
ま
す
。 

 

傍
若
無
人

ぼ
う
じ
ゃ
く
ぶ
じ
ん 

 

史
記
列
伝
中
、
秦
王
政
（
後
に
始
皇
帝
に
な
っ
た
人
）
を
討
と
う
と
し
て
失
敗
し
た
壮
士
、
荆
軻
（
ケ

イ
カ
）
の
伝
記
中
に
見
え
る
言
葉
で
す
。
筑
の
名
手
で
あ
る
友
人
、
高
漸
離
の
伴
奏
に
合
わ
せ
て
荆
軻
が

燕
京
の
町
中
で
、
歌
っ
た
り
泣
い
た
り
し
た
そ
の
有
様
を
『
傍
（
か
た
わ
ら
）
に
人
無
き
が
若
（
ご
と
）

し
』
と
表
現
し
て
い
ま
す
。 
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つ
ま
り
、
周
囲
に
人
が
い
て
も
、
そ
れ
に
全
く
気
を
使
わ
な
い
の
で
、
こ
れ
を
『
人
が
い
な
い
の
と
同

じ
よ
う
だ
』
と
表
現
し
た
も
の
で
す
。 

『
人
前
を
は
ば
か
ら
ず
に
、
勝
手
気
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
』
こ
と
か
ら
『
人
を
人
と
も
思
わ
ぬ
無
礼
な
態

度
、
言
動
』
を
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
で
、
民
主
主
義
の
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
の

に
、
逆
に
、
傍
若
無
人
の
ふ
る
ま
い
を
す
る
人
が
多
く

目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
〝
自
由
〟
を
誤
解
し

て
〝
放
縦
〟
に
な
っ
た
た
め
だ
と
思
い
ま
す
。
電
車
の

中
で
大
声
で
話
す
人
、
大
声
で
笑
う
人
、
歌
を
歌
う
人
、

大
き
な
口
を
あ
け
て
あ
く
び
を
す
る
人
、
鼻
の
穴
を
掘

る
人
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
傍
若
無
人
の
ふ
る
ま
い
と
言 

 

 う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

こ
れ
は
〝
自
由
〟
と
〝
放
縦
〟
の
履
き
違
い
に
因
る
こ
と
で
す
が
、
換
言
す
れ
ば
、
他
人
の
気
持
ち
ま

で
思
い
や
る
だ
け
の
余
裕
が
な
い
と
い
う
事
で
あ
り
、
肉
体
ば
か
り
大
き
く
な
っ
て
、
心
の
生
長
が
こ
れ

に
伴
わ
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。
衣
食
は
昔
以
上
良
く
な
っ
た
と
い
う
の
に
『
礼
節
を
知
ら
な
い
』

と
は
ど
う
し
た
事
で
し
ょ
う
。 

さ
て
、
〝
若
〟
と
い
う
字
は
、
艹
（
草
）
と
ナ
（
手
）
と
口
と
で
作
ら
れ
た
字
で
、
説
文
（
世
界
最
古

の
漢
字
解
説
書
）
に
は
「
菜
を
擇
（
え
ら
）
び
採
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
『
摘
ん
で
（
ナ
）

食
べ
る
（
口
）
菜
そ
の
も
の
』
を
表
わ
し
た
字
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。 

い
ま
は
普
通
、
〝
わ
か
い
〟
と
い
う
意
味
の
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
〝
弱
〟
と
い
う

字
と
発
音
が
同
じ
た
め
、
〝
弱
輩
〟
〝
弱
冠
（
二
十
歳
の
こ
と
）
〟
を
〝
若
輩
〟
〝
若
冠
〟
と
書
い
て
代

用
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。 
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『
春
の
野
に
若
菜
摘
む
』
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
〝
若
〟
と
い
う
字
も
〝
菜
〟
と
い
う
意
味

も
、
〝
摘
む
〟
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
そ
う
い
う
使
い
方
を
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
。
お
も
し
ろ

い
も
の
で
す
ね
。 

〝
傍
若
無
人
〟
の
〝
若
〟
は
、『
如
（
ご
と
し
）
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
若
の
発

音
と
如
の
発
音
と
似
て
い
る
た
め
に
代
用
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
同
じ
理
由
で
〝
汝
（
な
ん
じ
）
〟

の
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

〝
無
〟
と
い
う
字
は

無

（
ブ
）
と
灬
（
火
の
別
字
体
）
と
の
合
字
で
、
前
者
が
発
音
を
、
後
者
が

意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。『
火
は
、
物
を
焼
き
尽
く
し
て
跡
形
も
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
う
』
と
い
う
事

か
ら
、
物
の
〝
な
く
な
る
〟
こ
と
〝
な
い
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
た
も
の
で
す
。 

無
の

無

は
、
〝
舞
踏
〟
の
舞
の

無

と
同
じ
も
の
で
、
ブ
と
い
う
発
音
を
表
わ
し
た
音
符
で
す
。

舛
は
両
足
を
そ
ろ
え
た
形
で
、
舞
を
舞
お
う
と
し
て
足
を
そ
ろ
え
た
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

  

覆
水

ふ
く
す
い

盆 ぼ
ん

に
返 か

え

ら
ず 

 

『
離
婚
し
た
夫
婦
の
仲
は
決
し
て
元
通
り
に
は
な
ら
な
い
』
こ
と
、
ま
た
『
一
度
失
敗
し
た
ら
取
り
返

し
が
つ
か
な
い
』
こ
と
を
表
わ
す
の
に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。 

周
（
紀
元
前
一
〇
二
七
年
～
前
二
五
六
年
に
中
国
に
あ
っ
た
王
朝
）
の
文
王
及
び
武
王
を
補
佐
し
て
天

下
を
統
一
す
る
の
に
大
功
が
あ
っ
た
太
公
望
・
呂 り

ょ

尚
し
ょ
う

は
、
若
い
頃
、
家
が
貧
し
い
の
に
少
し
も
働
か
な

い
で
、
書
物
ば
か
り
読
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
妻
は
、
あ
い
そ
を
つ
か
し
、
離
縁
を
申
し
出
て
家
を
去

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
の
後
呂
尚
は
文
王
に
見
出
さ
れ
て
国
政
を
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
武
王
を
補
佐
し
て
殷

を
滅
ぼ
し
、
天
下
統
一
の
大
功
を
建
て
て
斉
（
春
秋
戦
国
を
通
じ
て
の
大
国
）
候
に
封
ぜ
ら
れ
ま
す
。
す

る
と
、
自
ら
去
っ
た
妻
が
来
て
復
縁
を
願
い
出
ま
し
た
。 
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そ
の
時
、
呂
尚
は
盆
に
入
っ
て
い
る
水
を
こ
ぼ
し
て
言
い
ま
し
た
。『
も
し
も
こ
の
水
を
元
の
盆
に
返

す
こ
と
が
出
来
る
な
ら
、
元
通
り
夫
婦
に
な
る
事
も
出
来
よ
う
。
し
か
し
、
水
は
決
し
て
元
の
盆
に
返
る

ま
い
。
そ
の
よ
う
に
一
旦
離
婚
し
た
以
上
は
、
元
の
関
係
に
返
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
』
と
。 

妻
は
夫
を
見
る
目
が
な
か
っ
た
こ
と
を
恥
ず
か
し

く
思
い
、
簡
単
に
夫
を
見
限
っ
た
こ
と
を
ど
ん
な
に
後

悔
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。『
覆
水
盆
に
返
ら
ず
』
は
離

婚
を
考
え
る
夫
婦
に
は
ま
た
と
な
い
反
省
の
良
い
言

葉
だ
と
思
い
ま
す
。 

さ
て
、
〝
返
〟
と
同
じ
〝
か
え
る
〟
と
読
む
字
に

〝
帰
る
・
復
る
・
還
る
〟
が
あ
り
ま
す
。 

〝
返
〟
は
、
〝
ひ
っ
く
り
か
え
す
〟
〝
逆
に
す 

 

 る
〟
と
い
う
意
味
の
〝
反
〟
に
、
〝
道
を
行
く
〟
意
味
の
〝
辶
〟
を
加
え
た
字
で
す
。
だ
か
ら
、『
今
ま

で
歩
い
て
来
た
道
を
反
対
に
も
ど
っ
て
行
く
』『
引
き
返
す
』
と
い
う
意
味
に
使
う
字
で
す
。 

〝
帰
〟
は
、
本
来
そ
の
人
が
居
る
べ
き
所
に
も
ど
る
場
合
に
使
う
字
で
す
。
本
字
は
〝
歸
〟
で
、
婦
人

が
〝
と
つ
ぐ
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
夫
人
が
生
家
を
離
れ
、
婚
家
に
止
ま
る
と
い
う
意
味
の
字
で

す
。
だ
か
ら
、
〝
お
さ
ま
る
〟
〝
お
ち
つ
く
〟
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。
〝
帰
化
〟
〝
帰
依
〟
〝
帰

属
〟
な
ど
が
こ
れ
で
、
〝
帰
宅
〟
〝
帰
国
〟
の
帰
と
は
意
味
が
違
う
こ
と
に
御
注
意
下
さ
い
。 

〝
復
〟
は
、〝
二
つ
重
な
る
〟
意
味
の
〝
复
〟
と
〝
行
く
〟
意
味
の
〝
彳
〟
と
で
作
ら
れ
た
字
で
、『
同

じ
道
を
重
ね
て
通
る
』『
往
っ
た
道
を
通
っ
て
〝
か
え
る
〟
』
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
だ
か
ら
〝
往

復
〟
と
い
う
熟
語
が
あ
り
ま
す
。 

〝
還
〟
は
、
輪
の
形
を
し
た
、
中
に
丸
い
穴
の
あ
る
丸
い
玉
＝
環
と
〝
辶
〟
と
で
作
ら
れ
た
字
で
す
。

同
じ
道
を
通
ら
な
い
で
〝
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
か
え
っ
て
来
る
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
〝
還
暦
〟
は
、
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干
支
（
え
と
）
が
ひ
と
ま
わ
り
し
て
も
と
に
も
ど
る
こ
と
で
、
六
十
一
才
に
な
る
こ
と
を
表
わ
し
た
言
葉

で
す
。
今
は
『
も
と
に
も
ど
る
』
と
い
う
場
合
に
使
わ
れ
ま
す
。 

 

朱 し
ゅ

に
交 ま

じ

わ
れ
ば
赤 あ

か

く
な
る 

 

の
よ
う
に
、
木
の
中
心
に
し
る
し
を
つ
け
た
の
が
〝
朱
〟
と
い
う
字
で
、
木
の
切
り
口
を
表
わ
し

た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
〝
切
り
か
ぶ
（
株
）
〟
と
い
う
の
が
本
義
の
字
で
す
が
、
切
り
株
の
中
心
に
赤
い

色
を
し
た
所
が
あ
る
の
で
〝
あ
か
い
〟
と
い
う
意
味
を
も
表
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
、
〝
切
り
株
〟

を
表
わ
す
た
め
に
は
〝
木
〟
を
加
え
て
〝
株
〟
と
い
う
字
を
作
り
ま
し
た
。 

中
国
で
は
、『
あ
か
の
色
の
浅
い
も
の
を
赤
と
い
い
、
赤
の
色
の
深
い
も
の
を
朱
と
い
う
』
と
解
説
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
朱
に
交
わ
れ
ば
朱
に
な
ら
な
い
ま
で
も
赤
に
は
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
『
朱
に
交 

  わ
れ
ば
赤
く
な
る
』
と
い
う
訳
で
す
。 

〝
赤
〟
と
い
う
字
は
、
〝
大
〟
と
〝
火
〟
と
の
組
み
合
わ
せ
で
、『
大
い
に
燃
え
る
火
』
と
い
う
こ
と

で
色
の
〝
あ
か
い
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
大
が
土
に
変
形
し
、
火
が
〝

亦

〟
に
変
形
し
て

い
ま
す
が
、
火
の
変
形
（
別
字
体
）
し
た
も
の
に
〝
熱
〟
や
〝
煮
〟
の
〝
灬
〟
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も

火
の
燃
え
る
形
を
象
っ
た
も
の
で
す
。 

こ
の
諺
は
、『
朱
色
の
も
の
に
漬
か
っ
て
い
れ
ば
そ

の
色
が
染
み
つ
い
て
同
じ
赤
色
に
な
る
』
こ
と
か
ら
、

『
人
は
交
際
す
る
友
達
の
善
悪
に
よ
っ
て
善
く
も
な

り
悪
く
も
な
る
。
友
達
の
感
化
力
は
大
き
い
の
で
、
友

達
は
慎
重
に
選
ぶ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と

を
教
え
た
も
の
で
す
。 
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論
語
に
『
己
（
お
の
れ
）
に
如
（
し
）
か
ざ
る
者
を
友
と
す
る
な
か
れ
』
と
あ
り
ま
す
が
、
自
分
よ
り

優
れ
た
人
物
と
交
わ
っ
て
い
れ
ば
、
自
然
と
感
化
さ
れ
向
上
す
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
何
か
に
お
い
て

自
分
よ
り
優
れ
た
性
格
、
あ
る
い
は
能
力
を
も
っ
た
友
達
と
交
際
し
て
い
れ
ば
、
自
然
と
そ
の
優
れ
た
性

格
や
能
力
を
見
な
ら
っ
て
、
自
分
も
そ
う
な
る
も
の
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、『
己
に
如
か
ざ
る
者
』
と
い
う
の
は
、
何
で
も
か
で
も
自
分
よ
り
劣
っ
て
い
る
人
、
と
い

う
こ
と
で
、
全
く
取
り
柄
の
な
い
人
と
い
う
意
味
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
人
は
、
ど
ん
な
に
つ
ま

ら
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
人
で
も
、
よ
く
見
れ
ば
き
っ
と
感
心
す
る
よ
う
な
長
所
も
あ
る
も
の
で
す
。

そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
も
『
己
に
如
か
ざ
る
者
』
で
は
な
く
て
、
友
と
し
て
も
差
支
え
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

論
語
に
は
『
三
人
行
え
ば
わ
が
師
あ
り
』
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
、
正
に
そ
の
よ
う

な
意
味
を
述
べ
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
つ
ま
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
人
で 

  も
、
必
ず
長
所
も
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
長
所
は
〝
わ
が
師
〟
と
し
て
学
び
取
る
に
値
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。 

ま
た
、反
対
に
、ど
ん
な
立
派
な
人
で
も
、全
く
欠
点
や
短
所
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
は
ず
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
『
己
に
如
か
ざ
る
者
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
実
は
、
そ
う
い
う
欠
点
や

短
所
も
、
わ
が
身
を
反
省
す
る
材
料
に
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
〝
わ
が
師
〟
と
す
る
に
値
す
る
も
の

で
す
。 

つ
ま
り
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
て
も
常
に
わ
が
身
を
反
省
す
る
な
ら
、
す
べ
て
有
難
い
〝
わ
が

師
〟
と
な
ら
な
い
者
は
な
い
、
と
い
う
事
で
す
。 
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怠 な
ま

け
者 も

の

の
節
供

せ
っ
く

働
き 

 

平
生
怠
け
て
い
る
者
に
限
っ
て
、
お
節
句
の
よ
う
な
、
皆
が
仕
事
を
休
ん
で
楽
し
む
よ
う
な
時
に
働
く

者
が
い
る
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
を
あ
ざ
け
っ
た

の
が
こ
の
諺
で
す
が
、
実
際
に
仕
事
を
怠
け
て
い
ま

す
と
、
人
が
休
ん
で
楽
し
ん
で
い
る
時
に
、
苦
労
し

て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
態
に
追
い

込
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
が
ほ
ん
と
の
『
怠
け
者
の
節
句

働
き
』
と
い
う
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

さ
て
、
〝
節
供
〟
は
〝
節
句
〟
と
も
書
か
れ
ま
す

が
、
〝
節
〟
と
は
〝
竹
〟
と
〝
即
〟
と
の
形
声
字
で 

  〝
竹
の
ふ
し
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
転
じ
て
、
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
意
味
に
使
い
ま
す
。
ふ
し
ま
わ

し
。
曲
節
。 

竹
の
ふ
し
は
竹
の
幹
を
所
々
適
当
に
区
切
っ
て
い
て
、
竹
を
し
っ
か
り
と
保
っ
て
い
る
所
か
ら
、
〝
し

め
く
く
る
〟
〝
ほ
ど
よ
い
〟
〝
区
切
り
〟
な
ど
の
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。
節
約
、
節
制
、
章
節
。 

ま
た
、
季
節
の
変
わ
り
目
を
〝
お
り
ふ
し
〟
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
漢
字
で
表
し
た
の
が
、
〝
季

節
〟
で
す
。
今
は
一
年
を
三
か
月
ず
つ
四
つ
に
わ
け
、
春
夏
秋
冬
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
昔
は
二
十
四
に

分
け
て
こ
れ
を
〝
二
十
四
節
〟
と
言
い
ま
し
た
。 

〝
節
供
〟
は
、
一
月
七
日
、
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
、
九
月
九
日
と
い
う
、
十
一
月
を
除

い
た
奇
数
月
の
奇
数
日
に
、
季
節
の
変
わ
り
目
を
祝
う
行
事
を
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
合
わ
せ
て
行
い
ま
し

た
。
こ
れ
を
人
日
（
じ
ん
じ
つ
）
上
巳
（
じ
ょ
う
し
）
端
午
（
た
ん
ご
）
七
夕
（
た
な
ば
た
）
重
陽
（
ち

ょ
う
よ
う
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 
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ま
た
三
月
三
日
を
〝
桃
の
節
句
〟
五
月
五
日
を
〝
菖
蒲
の
節
句
〟
九
月
九
日
を
〝
菊
の
節
供
〟
と
言

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

昔
、
朝
廷
で
は
、
こ
の
五
節
句
の
日
に
、
神
々
に
供
物
（
く
も
つ
）
を
お
供
え
し
、
舞
を
舞
っ
た
り
宴

会
を
催
し
た
り
し
ま
し
た
。 

そ
れ
で
こ
れ
を
〝
節
供
〟
と
呼
び
、
つ
い
で
に
〝
節
句
〟
と
い
う
書
き
方
が
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。 

五
節
供
の
こ
と
を
、
昔
は
〝
五
節
（
ご
せ
ち
）
〟
と
呼
び
ま
し
た
が
、
こ
の
日
の
料
理
が
〝
お
節
料
理
〟

と
い
う
わ
け
で
す
。 

〝
怠
〟
と
い
う
字
は
、
台
（
た
い
）
と
心
の
会
意
形
成
字
で
す
。
台
は
鼻
の
形
の
〝
厶
〟
の
下
に
口
を

加
え
た
字
で
、
〝
笑
う
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。『
楽
し
む
』
と
い
う
意
味
と
、『
怠
け
る
』
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
が
、
前
者
の
場
合
は
〝
怡
〟
と
い
う
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
〝
怠
〟
は
後
者
に
使 

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

  

〝
怠
〟
は
大
き
な
口
を
あ
け
て
笑
っ
て
い
る
形
で
す
か
ら
、『
喜
び
楽
し
む
』
と
い
う
意
味
に
つ
な
が

り
ま
す
が
、
楽
し
み
疲
れ
て
大
あ
く
び
し
て
い
る
形
と
も
見
え
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
楽
し
み
は
程
々

に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。 

〝
働
〟
と
い
う
字
は
、
人
と
動
と
の
会
意
形
成
字
で
す
が
、
こ
れ
は
日
本
で
作
ら
れ
た
文
字
で
、
正
確

に
は
漢
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
中
国
に
逆
輸
出
さ
れ
、
中
国
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

〝
峠
・
辻
〟
な
ど
と
違
っ
て
、
〝
ド
ウ
〟
と
い
う
音
も
あ
り
ま
す
。 

 

渇 か
っ

し
て
も
盗 と

う

川 せ
ん

の
水
を
飲 の

ま
ず 

 

盗
川
と
い
う
の
は
中
国
に
あ
る
川
の
名
前
で
す
。
盗
と
い
う
字
は
、
本
字
は
〝
盜
〟
で
、
戦
後
の
当
用

漢
字
字
体
表
で
〝
盗
〟
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。 
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〝
欠
〟
は
、
人
が
大
き
な
口
を
あ
け
た
形
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
〝
あ
く
び
〟
が
本
義
の
字
で
す
。
だ

か
ら
、
〝
欠
伸
〟
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
〝
吹
〟
や
〝
飲
〟
や
〝
歌
〟
の
場
合
は
、
単

に
口
を
大
き
く
開
く
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
〝
飲
〟
は
、
口
を
大
き
く
開
け
て
食
べ
も
の
を
〝
の
み

こ
む
〟
と
い
う
意
味
で
す
。 

今
〝
欠
〟
は
〝
欠
け
る
〟
〝
欠
席
〟
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
欠
は
〝
ケ
ン
〟
で
、
〝
ケ
ツ
〟

は
〝
夬
〟
で
す
。
欠
と
夬
は
形
が
よ
く
似
て
い
る
た
め
、
〝
缺
（
今
の
欠
の
本
字
）
〟
が
よ
く
〝
缼
〟
と

誤
っ
て
書
か
れ
、
そ
の
た
め
、
〝
欠
〟
が
缺
の
略
字
と
し
て
通
用
さ
れ
た
た
め
、
戦
後
の
当
用
漢
字
で

〝
缺
〟
の
本
字
に
昇
格
し
ま
し
た
。 

〝
盜
〟
の
〝
㳄
〟
は
、
大
き
く
開
い
た
口
か
ら
流
れ
出
る
水
、
つ
ま
り
〝
よ
だ
れ
〟
を
表
わ
し
た
も
の

で
す
。
だ
か
ら
〝
盜
〟
は
、
皿
に
盛
ら
れ
た
御
馳
走
を
見
て
、
思
わ
ず
〝
よ
だ
れ
〟
を
流
し
、
〝
ぬ
す
み

食
い
〟
を
す
る
、
と
い
う
意
味
で
、
〝
ぬ
す
む
〟
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

  

〝
次
〟
は
〝

次

〟
が
本
字
で
〝
二
〟
と
全
く
同
じ
よ
う
に
使
う
こ
と
も
あ
る
字
で
す
。
二
郎―

次

郎
。
本
義
は
、『
あ
く
び
を
し
て
〝
つ
ぎ
（
二
）
〟
で
結
構
と
、
の
ん
び
り
し
て
い
る
』
と
い
う
意
味
で
、

先
頭
に
立
と
う
と
い
う
意
欲
が
全
く
な
く
て
、
〝
つ
ぎ
〟
に
満
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
〝
つ
ぎ
〟
と
い
う

意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。 

だ
か
ら
、
〝
盗
〟
で
は
と
て
も
〝
ぬ
す
む
〟
と
い
う
意
味
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
〝
盜
〟
だ
か
ら
〝
ぬ
す

む
〟
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
す
。
点
一
つ
で
も
意
味
が
大
変
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
疎
か
に

し
た
く
な
い
も
の
で
す
。 

さ
て
、
こ
の
諺
は
、『
盜
川
と
い
う
川
の
名
前
が
〝
ぬ
す
む
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
の
で
、
そ

の
よ
う
な
非
行
を
名
に
も
つ
川
の
水
は
、ど
ん
な
に
の
ど
が
渇
い
て
も
決
し
て
飲
ま
ぬ
』と
い
う
意
味
で
、

少
し
で
も
不
義
に
か
か
わ
り
が
あ
る
よ
う
な
物
は
一
切
身
に
近
づ
け
な
い
潔
い
気
持
を
表
わ
し
た
諺
で

す
。 
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盜
川
は
川
の
名
前
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
そ
の
水
を
飲
ん
だ
と
て
少
し
も
悪
い
道
理
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
な
の
に
、
の
ど
が
渇
い
て
水
が
ほ
し
い
の
に
そ
の
“
盜
”
と
い
う
名
を
憎
ん
で
飲
ま
な
い
と
い

う
の
は
実
に
潔
癖
で
す
。 

だ
か
ら
、
こ
の
諺
は
一
般
に
は
『
ど
ん
な
に
苦
し

い
目
に
あ
っ
て
も
不
義
は
し
な
い
』
と
い
う
意
味
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
義
は
も
っ
と
厳
し
い
意
味

の
諺
で
す
。 

こ
の
諺
と
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
に

『
鷹
は
死
す
と
も
穂
を
摘
ま
ず
』
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
ど
ん
な
に
困
っ
て
も
決
し
て
見
苦

し
い
行
為
は
し
な
い
、
と
い
う
潔
い
気
持
を
よ
く
表 

 

 し
て
い
る
諺
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

羹
あ
つ
も
の

に
懲 こ

り
て
膾

な
ま
す

を
吹 ふ

く 

 

羹
は
、
肉
に
野
菜
を
混
ぜ
て
作
っ
た
熱
い
吸
い
物
の
こ
と
で
す
。
羔
は
羊
と
灬
（
火
）
と
で
作
ら
れ
た

字
で
、
焼
い
て
食
べ
る
羊
、
つ
ま
り
焼
肉
に
適
し
た
〝
子
羊
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
従
っ
て
、
羹
は
、

子
羊
の
肉
で
作
ら
れ
た
美
味
の
吸
い
物
、
と
い
う
意
味
で
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

膾
は
、
肉
を
細
か
く
切
り
刻
ん
で
、
こ
れ
を
酢
で
あ
え
た
も
の
を
言
い
ま
す
。
肉
を
細
か
く
刻
ん
で
そ

れ
を
會
合
さ
せ
た
も
の
、
と
い
う
意
味
で
作
ら
れ
た
字
で
す
。
肉
（
月
）
と
會
と
の
会
意
形
成
字
で
す
。 

中
国
で
は
、
膾
は
炙
（
火
で
焼
い
た
肉
）
と
共
に
最
も
人
の
喜
ん
で
口
に
す
る
食
べ
物
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
人
の
口
に
の
ぼ
り
や
す
い
、
評
判
の
意
味
に
『
人
口
（
じ
ん
こ
う
）
に
膾
炙
（
か
い
し
ゃ
）
す
る
』
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と
い
う
表
現
が
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。 

さ
て
、
こ
の
言
葉
は
楚
辞
（
戦
国
時
代
の
楚
の
憂
国
詩
人
と
し
て
有
名
な
屈
原
と
そ
の
門
下
の
作
品
を

集
め
た
書
。
代
表
作
と
し
て
〝
離
騒
〟
が
特
に
有
名
）
に
み
ら
れ
る
言
葉
で
、『
熱
い
吸
い
物
で
一
度
口

の
中
を
や
け
ど
し
た
た
め
に
、
も
と
も
と
冷
え
て
い
て

全
く
そ
の
心
配
の
な
い
膾
ま
で
も
、
吹
い
て
冷
ま
し
て

か
ら
食
べ
る
』
と
い
う
意
味
で
、
失
敗
に
懲
り
て
用
心

し
す
ぎ
る
事
の
譬
え
に
用
い
ら
れ
ま
す
。 

羊
と
い
う
字
は
、
羊
の
頭
部
の
象
形
で
〝
ひ
つ
じ
〟

の
意
味
を
表
し
た
も
の
で
す
。
中
国
で
は
羊
の
肉
は
美

味
の
上
肉
と
さ
れ
、
神
前
の
犠
牲
に
も
供
せ
ら
れ
ま
し

た
。
羊
と
大
と
で
〝
美
〟
、
羊
と
示
（
神
）
と
で
〝
祥 

 

 （
め
で
た
い
）
〟
な
ど
の
字
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。 

『
羊
頭
狗
肉
（
ヨ
ウ
ト
ウ
ク
ニ
ク
）』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
看
板
に
は
羊
の
頭
を
つ
る
し
て
羊

の
肉
を
売
る
店
と
見
せ
か
け
、
実
は
狗
（
犬
）
の
肉
を
売
り
つ
け
る
、
と
い
う
意
味
で
、
外
見
（
も
し
く

は
宣
伝
）
は
立
派
で
も
実
質
が
そ
れ
に
伴
わ
な
い
事
の
譬
え
に
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。 

羊
羹
（
ヨ
ウ
カ
ン
）
と
言
え
ば
和
菓
子
の
大
様
で
す
が
、
古
く
は
羊
の
肉
で
作
っ
た
あ
つ
も
の
を
表
わ

し
た
言
葉
で
（
ヨ
ウ
コ
ウ
）
と
読
み
ま
す
。
〝
カ
ン
〟
は
〝
コ
ウ
〟
の
唐
音
で
す
。 

つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
善
は
羊
と
言
と
の
会
意
字
（
羊
の
字
の
左
右
を
〝
言
〟
で
は
さ
ん
だ
も
の
）

で
す
。
美
し
い
言
葉
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
〝
善
言
〟
つ
ま
り
、
立
派
な
言
葉
、
有
益
な
言
葉
、
と
い

う
意
味
の
字
で
す
が
、
今
は
〝
真
善
美
〟
と
い
う
言
葉
が
こ
れ
を
表
わ
し
て
い
ま
す
よ
う
に
『
道
理
に
か

な
っ
た
行
為
』『
立
派
な
道
徳
』
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

義
は
、
美
の
意
味
の
羊
と
我
と
の
会
意
字
で
、
こ
の
字
の
音
の
ギ
（g

i

）
は
我
（g

a

）
か
ら
来
て
い
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る
と
思
わ
れ
ま
す
。
人
が
我
を
見
て
〝
美
〟
と
感
じ
さ
せ
る
行
為
、
美
し
い
行
い
、
善
行
を
表
わ
し
た
字

で
す
。
人
と
し
て
践
み
行
う
べ
き
正
し
い
道
、
と
い
う
意
味
で
、
〝
正
義
〟
な
ど
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

 

左
右

さ
ゆ
う

の
手 て

を
失

う
し
な

え
る
が
ご
と
し 

 

自
分
の
最
も
頼
み
と
す
る
人
を
失
っ
て
落
胆
す
る
こ
と
の
譬
え
に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
が
、
出
典

は
史
記
の
淮
陰
候
列
伝
に
あ
り
ま
す
。 

後
に
漢
の
高
祖
劉
邦

り
ゅ
う
ほ
う

を
助
け
、
そ
の
建
国
に
大
功
を
建
て
て
淮
陰
候

わ
い
い
ん
こ
う

に
封
ぜ
ら
れ
、
張
良
、
蕭

し
ょ
う

何 か

と
共
に
三
傑
の
一
人
と
た
た
え
ら
れ
た
韓
信
も
、
初
め
は
劉
邦
に
さ
っ
ぱ
り
そ
の
才
能
を
認
め
て
貰
え
ず
、

う
だ
つ
が
上
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
れ
で
業
を
に
や
し
た
韓
信
は
、
劉
邦
の
陣
中
か
ら
逃
亡
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
蕭
何
は
、
韓
信 

  を
引
き
と
め
よ
う
と
そ
の
後
を
追
い
か
け
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
そ
れ
が
劉
邦
の
耳
に
は
『
丞
相
の
蕭
何
が
逃
亡
』
と
誤
っ
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
劉
邦

は
大
い
に
怒
る
と
同
時
に
非
常
に
落
胆
し
ま
し
た
。そ
の
時
の
様
子
を『
左
右
の
手
を
失
え
る
が
ご
と
し
』

と
言
っ
た
の
で
す
、 

さ
て
、“
左
”
や
“
右
”
と
い
う
字
の
“
ナ
”
の

部
分
は
、

の
よ
う
に
手
の
形
を
表
わ
し
た
も
の

で
す
。
ま
た
〝
エ
〟
は
、
定
規
（
じ
ょ
う
ぎ
）
の
形

を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
従
っ
て
、
〝
左
〟
は
、
定

規
を
も
つ
手
、
つ
ま
り
〝
ひ
だ
り
〟
を
表
わ
し
て
お

り
、
〝
右
〟
は
、
食
べ
物
を
口
に
運
ぶ
手
、
つ
ま
り

〝
み
ぎ
〟
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 
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つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
〝
友
〟
と
い
う
字
の
〝
又
〟
の
部
分
も

の
よ
う
に
手
の
形
を
表
わ
し
た

も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
〝
友
〟
と
い
う
字
は
、
手
と
手
と
で
握
手
を
意
味
し
て
い
て
、
そ
れ
で
〝
と
も
〟

を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

実
は
“
灰
”
の
“
厂
”
は
、
旧
字
体
で
は
“

”
に
な
っ
て
い
て
、
火
の
上
に
手
を
乗
せ
た
形
を
表

わ
し
て
い
ま
す
。
燃
え
て
い
る
火
の
上
に
手
を
か
ざ
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
火
の
上
に
手
が

あ
る
こ
と
は
火
が
す
で
に
消
え
て
〝
は
い
〟
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
訳
で
す
。 

戦
後
、
新
字
体
の
制
定
で
、
〝
灰
〟
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
〝

〟
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
〝
厂
〟
は
切
り
立
っ
た
崖
の
形
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
〝
灰
〟
で
は
崖
の
下

で
火
が
燃
え
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
な
り
、
〝
は
い
〟
の
意
味
に
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。 

例
え
ば
、
石
や
原
や
危
と
い
う
字
の
〝
厂
〟
は
、
皆
崖
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
原
は
、
今
は
〝
は
ら
〟

を
表
わ
し
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
泉
の
湧
き
出
る
崖
を
表
わ
し
て
い
て
、
〝
み
な
も
と
〟
（
源
）
が
本
義 

  で
す
。（
原
子
や
原
始
の
原
が
こ
れ
で
す
） 

さ
て
、
左
手
も
右
手
も
共
に
助
け
合
っ
て
大
事
な
用
を
な
す
も
の
な
の
で
、
〝
左
〟
も
〝
右
〟
も
〝
た

す
け
る
〟
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
は
人
べ
ん
が
つ
い
て
い
て
〝
佐
（
補
佐
）
〟
〝
佑

（
天
佑
）
〟
と
い
う
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

失
の
〝

失

〟
は
手
を
表
わ
し
て
い
て
、
〝
失
〟
は
手
か
ら
物
が
落
ち
る
様
を
表
わ
し
た
字
で
す
。

手
の
中
の
も
の
を
〝
う
し
な
う
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。 

 

天 て
ん

は
自

み
ず
か

ら
助 た

す

く
る
者 も

の

を
助 た

す

く 

 

こ
の
言
葉
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
の
時
に
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
好
ん
で
口
に
し
た

H
e
a
ve

n
 h

e
lp

s th
o
se

 w
h
o
 h

e
lp

 th
m

se
lve

s

の
訳
語
で
す
。 
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他
人
の
助
け
を
あ
て
に
せ
ず
、
自
力
で
道
を
切
り
開
い
て
行
こ
う
と
努
力
す
る
者
に
は
、
自
然
と
道
が

開
か
れ
、
成
功
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
天
と
い
う
字
は
、
人
が
両
手
を
広
げ
た
〝
大
〟
の
上
に
〝
一
〟
を
加
え
た
形
で
、
〝
頭
の
て
っ

ぺ
ん
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。「
脳
天
」
と
い
う
使
い
方
が

こ
れ
で
す
。 

同
じ
テ
ン
と
い
う
字
に
〝
顚
〟
が
あ
り
ま
す
が
、
天
と

顚
と
は
同
音
同
義
の
字
で
す
。
顚
が
〝
頭
頂
〟
の
意
味
に

も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
天
は
頭
上
に
広

が
る
〝
大
空
〟
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

自
は
、
鼻
の
象
形
で
、
〝
は
な
〟
が
本
義
の
字
で
す
。

人
は
自
分
を
指
す
の
に
〝
は
な
〟
を
指
す
の
で
、「
自
分
」 

 

 と
い
う
使
い
方
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
自
分
と
は
「
私
の
分
（
ぶ
ん
）（
分
け
前
）」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
、

英
語
のm

in
e

に
あ
た
る
言
葉
で
す
。（
つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
〝
私
〟
と
い
う
字
も
厶
が
鼻
の
形
を

表
わ
し
て
い
て
〝
わ
た
く
し
〟
の
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
へ
ん
の
禾
は
稲
を
意
味
し
て
い
る
字
で
す
か

ら
〝
私
〟
は
、
収
穫
し
た
稲
の
う
ち
の
〝
わ
た
く
し
の
分
〟
を
表
わ
し
た
字
で
、
だ
か
ら
〝
私
〟
と
〝
自

分
〟
と
は
全
く
同
じ
意
味
の
言
葉
で
す
。
〝
私
〟
を
取
っ
た
残
り
が
〝
税
〟
で
、
こ
れ
が
公
用
に
あ
て
ら

れ
ま
す
。
〝
公
〟
と
い
う
字
は
〝
厶
（
私
）
〟
を
分
け
る
、
と
い
う
字
な
の
で
す
。） 

自
が
自
称
の
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
〝
は
な
〟
の
意
味
を
表
す
専
用
の
字
と
し
て

〝
鼻
〟
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
畀
は
毘
（
ビ
）
の
略
字
で
、
自
の
発
音
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。（
今
の
ジ
と

い
う
音
は
ビ
の
転
化
）。 

助
は
、
重
ね
る
意
味
の
且
（
ソ
、
シ
ョ
）
と
力
と
で
、『
力
を
か
し
て
や
り
協
力
し
て
が
ん
ば
る
』
こ

と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
〝
た
す
け
る
〟
こ
と
。 
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且
は
地
上
に
同
じ
も
の
が
三
つ
重
ね
ら
れ
た
形
を
表
わ
し
た
字
で
、
〝
重
ね
る
〟
意
味
を
表
し
て
い
ま

す
。 組

は
〝
糸
を
重
ね
る
〟
こ
と
。
つ
ま
り
、
糸
を
何
本
も
重
ね
て
一
本
の
太
い
紐
を
編
む
こ
と
を
表
わ
し

た
字
で
す
。
こ
れ
を
〝
組
紐
〟
と
言
い
、
こ
れ
を
作
る
こ
と
を
『
紐
を
組
む
』
と
い
う
の
で
す
。
転
じ
て

『
多
く
の
物
を
寄
せ
集
め
て
一
つ
に
ま
と
め
る
』
こ
と
を
表
わ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
『
人
を
集

め
て
一
つ
の
集
団
を
作
る
』
の
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

祖
は
〝
神
〟
の
意
味
の
礻
と
且
と
で
、『
も
ろ
も
ろ
の
神
』、
そ
れ
も
父
、
祖
父
、
曾
祖
父
と
い
う
よ
う

に
、『
代
々
の
神
』
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
死
ん
だ
人
の
霊
は
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
の
で
、
亡
く
な
っ
た

父
、
父
の
父
、
そ
の
ま
た
父
を
〝
祖
（
祖
先
、
先
祖
）
〟
と
言
う
わ
け
で
す
。 

粗
は
“
積
み
重
ね
ら
れ
た
米
”
と
い
う
意
味
の
字
で
、
〝
玄
米
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
保
存
す
る
に

は
〝
精
米
〟
は
適
し
ま
せ
ん
。
食
べ
る
直
前
に
搗
い
て
玄
米
を
白
げ
て
精
米
に
し
ま
す
。
だ
か
ら
粗
は 

  〝
あ
ら
搗
き
の
米
〟
で
す
。 

 

温
故
知
新

お
ん
こ
ち
し
ん 

 

こ
の
言
葉
は
論
語
（
為
政
編
）
に
見
え
る
言
葉
で
、『
子
曰
ク
、
故
（
ふ
る
）
き
を
温
（
あ
た
た
）
め

て
新
し
き
を
知
ら
ば
、
以
て
師
と
な
す
べ
し
』
が
そ
の
全
文
で
す
。 

古
く
て
役
に
立
た
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
知
識
で
も
、
大
事
に
保
存
し
て
味
わ
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
が
思

い
が
け
ぬ
新
し
い
発
見
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
教
え
た
言
葉
で
す
。 

湯
川
秀
樹
博
士
は
、
中
国
古
典
の
荘
子
の
文
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
そ
れ
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
の
中

間
子
理
論
の
発
見
に
つ
な
が
っ
た
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
正
に
〝
温
故
知
新
〟
と
言
え
ま
し
ょ
う
。 

さ
て
、
温
は
旧
字
体
は
溫
で
、
氵
と
𥁕
（
オ
ン
）
と
の
会
意
形
成
字
で
す
。
𥁕
は
皿
に
盛
っ
た
食
べ
物
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を
囚
人
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
〝
暖
か
い
〟
心
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
従
っ
て
、
温
は
〝
あ
た
た
か

い
水
〟
ま
た
は
〝
水
を
あ
た
た
め
る
〟
と
い
う
意
味
を
表
し
ま
す
。（
あ
た
た
め
る
に
は
熅
と
い
う
字
も

あ
り
ま
す
）。 

溫
は
心
が
厚
い
事
で
す
か
ら
、
懇
篤
（
ね
ん
ご
ろ
）

に
学
習
す
る
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
習
熟
の
熟
に

あ
た
り
ま
す
。
何
晏
と
い
う
学
者
は
『
溫
は
尋
な
り
』

と
解
き
、『
故
き
を
た
ず
ね
る
』
と
読
む
説
も
あ
り
ま

す
。 故

は
、
攻
や
放
の
攵
と
古
の
会
意
形
成
字
で
、
古
び

た
も
の
を
こ
わ
し
捨
て
る
意
味
の
字
で
す
。
〝
事
故
〟

と
か
〝
故
障
〟
な
ど
、
わ
ざ
わ
い
の
意
味
の
字
で
す
が
、 

 

 多
く
は
単
に
〝
古
い
〟
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
温
故
の
故
は
〝
古
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
た
も

の
で
す
が
、
強
い
て
言
え
ば
、『
古
び
て
と
て
も
役
に
立
ち
そ
う
も
な
い
よ
う
な
古
さ
』
と
で
も
言
い
ま

し
ょ
う
か
。 

知
は
口
と
矢
の
会
意
字
で
、
口
か
ら
言
葉
が
矢
の
よ
う
に
早
く
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
〝
よ
く
知

っ
て
い
る
こ
と
〟
〝
ち
え
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
ま
た
、
〝
さ
と
る
〟
〝
感
じ
取
る
〟
〝
見
分
け
る
〟

〝
覚
え
る
〟
な
ど
の
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

新
は
昔
の
字
は
𣂺
で
、辛
と
木
と
斤
と
の
会
意
形
成
字
で
す
。斤
は
斧
の
斤
で
〝
お
の
〟
の
本
字
で
す
。

斧
で
木
を
切
り
〝
た
き
ぎ
〟
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
〝
た
き
ぎ
〟
（
炊
き
木
）
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
今

の
〝
薪
〟
は
新
が
専
ら
〝
あ
た
ら
し
い
〟
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
〝
た
き

ぎ
〟
専
用
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。 

辛
は

で
、罪
人
に
入
れ
墨
を
施
す
の
に
使
う
注
射
針
の
象
形
で
、〝
罪
〟
。転
じ
て
〝
つ
ら
い
〟
〝
か
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ら
い
〟
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
字
で
す
。
例
、
辛
苦
。
香
辛
料
。 

さ
て
、
た
き
木
の
切
り
口
が
〝
ま
あ
た
ら
し
い
〟
こ
と
か
ら
、
新
を
〝
あ
た
ら
し
い
〟
と
い
う
意
味
に

使
う
よ
う
に
な
り
、
〝
あ
た
ら
し
い
〟
と
い
う
意
味
を
表
す
他
に
適
当
な
字
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

そ
の
専
用
字
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
そ
の
お
陰
で
、
新
は
今
も
な
お
脚
光
を
浴
び
る
ほ
ど

人
気
の
あ
る
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
反
し
て
、
新
の
代
り
に
作
ら
れ
た
〝
薪
〟
は
〝
新
〟

よ
り
新
し
い
の
に
過
去
の
字
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
文
字
の
栄
枯
盛
衰
は
、
人
間
の
そ
れ
よ
り
も
は

な
は
だ
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
感
じ
取
る
こ
と
も
ま
た
、
〝
温
故
知
新
〟
で
し
ょ
う
か
。 


