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音
韻
と
字
映

正

木

好

弘

一
　

本
誌
の
第
三
十
七
号
に
「『
字
体
』
考
」、
第
三
十
八
号
に
「
文
字
の

音
韻
に
該
当
す
る
術
語
は
何
か
」
を
発
表
し
た
。
前
者
で
は
、「
字

体
」
と
い
う
術
語
の
明
晰
か
つ
判
明
な
定
義
を
目
指
し
た
。
後
者
で
は
、

表
題
に
示
し
た
文
字
の
音
韻
に
該
当
す
る
術
語
と
し
て
「
字
映
」
を
提

案
し
た
。
ま
た
、
金
田
一
春
彦
が
用
い
た
「
調
素
」
に
対
応
す
る
、
文

字
に
つ
い
て
の
術
語
と
し
て
「
描
素
」
を
提
案
し
た
。
こ
う
し
た
内
容

の
論
文
の
抜
刷
を
何
人
か
の
人
に
送
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
数

名
の
方
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
Ｈ
氏
で
、

非
常
に
丁
寧
な
お
手
紙
を
い
た
だ
い
た
。
そ
こ
に
は
、〝
興
味
深
い
内

容
な
の
で
カ
バ
ン
に
入
れ
て
持
ち
歩
い
て
〟
と
あ
り
、〝「
字
映
」「
描

素
」
の
提
案
が
、
学
会
で
認
め
ら
れ
る
と
、
い
い
で
す
ね
、〟
と
も
書

か
れ
て
い
て
感
激
し
た
。
そ
し
て
、〝
貴
兄
の
音
韻
論
に
は
賛
同
し
ま

す
。
し
か
し
、
文
字
論
と
対
比
し
て
考
え
る
と
、
話
し
言
葉
を
対
象
と

す
る
音
韻
論
と
、
書
き
言
葉
を
対
象
と
す
る
文
字
論
と
で
、
同
じ
レ
ベ

ル
で
対
比
す
る
と
ど
う
な
る
か
と
考
え
ま
し
た
〟
と
し
て
、
次
の
よ
う

な
メ
モ
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　
　

音
→
音
声
→
音
韻
（
口
と
耳
を
利
用
）　

音
読

　
　

字
→
字
体
→
文
字
（
手
と
目
を
利
用
）　

黙
読

さ
ら
に
、〝
私
の
考
え
は
、
貴
兄
に
よ
っ
て
、
別
紙
の
よ
う
な
体
系
と

な
り
ま
し
た
。〟
と
し
て
、
別
紙
が
添
え
て
あ
っ
た
（
本
稿
末
に
「
別

紙
1
」
と
し
て
載
す
）。
ま
た
、「
字
体
」
に
つ
い
て
御
自
身
の
お
考
え

の
も
と
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
池
上
禎
造
の
『
校
本
干
禄
字
書
』
解

説
の
コ
ピ
ー
（
本
稿
末
に
「
資
料
」
と
し
て
載
す
）
も
送
っ
て
い
た
だ
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い
た
。
し
か
し
、〝
理
論
面
は
得
意
で
あ
り
ま
せ
ん
の
で
〟
と
こ
と
わ

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
拝
見
す
る
と
、
失
礼
な
が
ら
分
っ

て
い
た
だ
け
て
い
な
い
と
感
じ
た
。
そ
こ
で
、
私
な
り
の
考
え
を
ま
と

め
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
作
業
の
た
め
に
は
、
Ｈ
氏
案
と
池
上
禎
造
解

説
の
点
検
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

ま
ず
Ｈ
氏
案
の
点
検
を
す
る
。
そ
こ
に
は
、
言
語
に
お
け
る
具
象
と

抽
象
に
よ
る
識
別
が
欠
如
し
て
い
る
。
手
紙
本
文
中
の
メ
モ
に
お
い
て
、

「
音
声
」
と
「
字
体
」
を
対
応
す
る
も
の
と
し
、「
音
韻
」
と
「
文
字
」

を
対
応
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。「
音

声
」
は
、
言
語
と
認
め
ら
れ
る
聴
覚
的
な
音
を
個
別
的
・
具
象
的
に
表

現
し
た
も
の
を
指
す
語
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
字
体
」
は
、
言
語

と
認
め
ら
れ
る
視
覚
的
な
文
字
表
現
の
単
字
の
単
位
で
の
総
合
的
・
抽

象
的
な
観
念
を
指
す
語
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
「
音
韻
」
は
、

聴
覚
的
な
音
の
言
語
と
し
て
の
総
合
的
・
抽
象
的
な
観
念
を
指
す
語
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
文
字
」
は
、
視
覚
的
な
も
の
で
基
本
単
位
の

「
音
声
」
を
個
別
的
・
具
象
的
に
表
現
し
た
も
の
を
指
す
語
で
あ
る
。

基
本
単
位
の
「
音
声
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
が
、「
音
声
」
の
単
位

は
日
本
語
で
は
、
仮
名
の
存
在
も
あ
っ
て
音
節
の
ま
と
ま
り
が
基
本
と

み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
英
語
で
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
存
在
も

あ
っ
て
音
素
の
ま
と
ま
り
が
基
本
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

「
音
声
」
の
基
本
単
位
と
認
定
さ
れ
る
も
の
が
言
語
に
よ
っ
て
異
な
る

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
た
め
、
言
語
の

種
類
に
よ
る
影
響
が
な
い
よ
う
に
と
「
音
声
」
の
単
位
に
「
基
本
単

位
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本

語
の
場
合
に
は
音
節
を
基
本
的
に
示
す
も
の
と
し
、
英
語
の
よ
う
な
言

語
の
場
合
に
は
音
素
を
示
す
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
。

ま
た
「
音
韻
」
に
該
当
す
る
視
覚
的
表
現
の
総
合
的
・
抽
象
的
な
観
念

を
、
私
は
「
字
映
」
と
提
案
し
て
い
る
。「
字
体
」
は
「
字
映
」
を
構

成
す
る
素
材
の
「
文
字
観
念
」
に
属
す
る
観
念
で
あ
る
。

ま
た
手
紙
本
文
中
の
メ
モ
で
は
、「
音
読
」
を
音
に
つ
な
が
る
も
の

と
し
、「
黙
読
」
を
字
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は

共
に
音
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。「
黙
読
」
と
は
発
声
が
ゼ
ロ
で
あ

る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
「
音
読
」
も
「
黙
読
」
も
、
そ
の
視
線
の
先

に
は
文
字
が
存
在
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
い
え
ば
、「
音
読
」
と
「
黙

読
」
は
共
に
字
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
音
読
」

と
「
黙
読
」
を
音
と
字
の
そ
れ
ぞ
れ
の
系
列
の
も
の
と
し
て
示
す
こ
と

自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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Ｈ
氏
別
紙
案
で
も
、
具
象
と
抽
象
に
よ
る
識
別
が
さ
れ
て
い
な
い
。

「
音
」
と
「
字
・
字
形
」
を
対
応
さ
せ
、「
音
声
・
声
」
と
「
字
体
」
を

対
応
さ
せ
、「
音
韻
」
と
「
文
字
」
を
対
応
さ
せ
て
い
る
点
が
そ
れ
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
個
別
的
・
具
象
的
な
も
の
と
、
総
合
的
・
抽

象
的
な
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。「
聴
覚
利
用
の
言

語
表
現
形
」
と
い
う
聴
覚
的
で
個
別
的
・
具
象
的
な
も
の
に
対
し
て
、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
総
合
的
・
抽
象
的
な
観
念
を
示
す
語
が
「
音
韻
」

で
あ
る
。「
聴
覚
利
用
の
言
語
表
現
形
」
と
い
う
聴
覚
的
な
表
現
に
対

応
す
る
視
覚
的
な
表
現
は
「
視
覚
利
用
の
言
語
表
現
形
」
で
あ
る
。
聴

覚
利
用
の
言
語
表
現
の
素
材
は
「
音
声
」
で
あ
る
。
そ
の
「
音
声
」
に

対
す
る
「
音
」
の
よ
う
に
、
言
語
行
動
と
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
視

覚
的
表
現
は
「
様
子
・
し
ぐ
さ
」
が
該
当
す
る
。
さ
ら
に
、「
様
子
・

し
ぐ
さ
」
や
「
視
覚
利
用
の
言
語
表
現
形
」
が
個
別
的
・
具
象
的
な
も

の
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
表
現
を
可
能
に
す
る

総
合
的
・
抽
象
的
な
も
の
は
「〝
様
子
・
し
ぐ
さ
〟
の
観
念
」
や
「
字

映
」
に
あ
た
る
。「
文
字
」
の
「
音
韻
」
に
該
当
す
る
観
念
を
表
わ
す

術
語
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
が
、
私
は
そ
れ
を
「
字
映
」
と
し
た
。

「
観
念
」
は
、
様
々
な
経
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
脳
内
で
固

定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
人
の
言
語
行
動

を
さ
さ
え
る
の
は
、
そ
う
し
た
「
観
念
」
で
あ
る
。
そ
し
て
先
に
記
し

た
よ
う
に
、「
字
体
」
も
抽
象
的
観
念
で
あ
り
、「
字
映
」
を
構
成
す
る

素
材
的
な
「
文
字
観
念
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
象
的
な
「
音

声
・
声
」
と
は
対
応
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

Ｈ
氏
別
紙
案
で
は
、「
音
」
は
「
音
の
す
べ
て
」
と
さ
れ
、
ピ
ア
ノ

の
音
、
車
の
走
る
音
、
人
の
歩
く
靴
の
音
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
応
す
る
「
字
・
字
形
」
に
は
、「
個
人
の
書
い
た
字
・
字
形
」
と
あ

り
、
楷
書
・
行
書
・
草
書
と
い
う
「
書
体
」
が
そ
れ
で
あ
る
か
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
無
理
が
あ
る
。「
音
」
の
方

に
は
人
間
以
外
の
発
す
る
「
音
」
の
記
述
が
あ
る
が
、「
字
・
字
形
」

の
方
に
は
人
間
の
表
現
に
か
か
わ
る
記
述
の
み
が
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。「
字
・
字
形
」
は
人
間
の
み
が
表
現
で
き
る
も
の
だ
か
ら
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
「
音
」
に
対
応
す
る
も
の
に
は
な
っ

て
い
な
い
。「
音
」
に
対
応
す
る
も
の
は
「
様
子
・
し
ぐ
さ
」
と
す
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。「
書
体
」
に
つ
い
て
は
、
具
象
的
な
も
の
と
い
う
よ

り
、
抽
象
的
な
も
の
の
方
に
含
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

れ
は
「
文
字
」
本
体
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
に
質
的
な
違
い
が
加
え
ら

れ
た
も
の
に
認
め
ら
れ
る
様
式
で
あ
る
。
そ
の
質
的
な
違
い
を
生
み
出

す
も
の
は
「
字
質
」
で
あ
る
。「
字
質
」
に
は
、
筆
記
具
の
違
い
に
よ

る
も
の
、
印
刷
・
手
書
き
の
違
い
に
よ
る
も
の
、
漢
字
・
仮
名
・
ロ
ー

マ
字
等
の
文
字
体
系
の
違
い
に
よ
る
も
の
、
漢
字
の
場
合
に
は
時
代
に
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よ
る
も
の
や
筆
順
の
違
い
に
よ
る
も
の
等
が
あ
る
。「
楷
書
」「
行
書
」

「
草
書
」
は
、
手
書
き
の
場
合
の
字
画
省
略
に
か
か
わ
る
観
念
の
種
別

を
示
し
た
「
字
質
」
で
あ
る
。

ま
た
、「
音
声
」
は
「
人
の
声
の
み
」、「
声
」
は
「
動
物
の
声
」
と

い
う
記
述
も
あ
っ
た
。『
国
語
学
辞
典
』（
昭
和
三
十
年
八
月
二
十
日　

東
京
堂
出
版
刊
）
で
は
、「
音
声
」
を
〝
人
間
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
た
め
に
、
音
声
器
官
を
使
っ
て
発
す
る
お
と
〟
と
し
、「
声
」
を

〝
肺
か
ら
排
出
さ
れ
る
呼
気
が
、
発
声
器
官
で
あ
る
声
帯
を
振
動
さ
せ

て
生
ず
る
音
響
。
息
の
対
。
声
は
、
喉
頭
・
咽
頭
・
口
腔
・
鼻
腔
等
の

共
鳴
腔
と
、
舌
・
く
ち
び
る
等
の
調
音
器
官
と
で
生
ず
る
。〟
と
記
載

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
学
的
領
域
の
も
の
と
し
て
説
明
す
れ
ば

「
音
声
」
と
な
り
、
生
理
学
的
領
域
の
も
の
と
し
て
説
明
す
れ
ば

「
声
」
と
な
る
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
と
ら
え
る
領
域
の
違
い
で
し

か
な
い
な
ら
ば
、「
音
声
」
も
「
声
」
も
そ
の
実
体
は
同
じ
も
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
声
」
を
「
動
物
の
声
」、「
音
声
」
を
「
人
の

声
の
み
」
と
い
う
区
別
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
し
か
し
、「
人
の
声
が

す
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
動
物
の
鳴
き
声
が
す

る
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
け
れ
ど
「
動
物
の
音
声
」
と
は
い
わ
な
い
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
音
声
」
と
「
声
」
と
は
全
く
同
じ
も

の
で
は
な
く
、
複
雑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
要
素
が
そ
こ
に

認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
差
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
音

声
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
複
雑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
要

素
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。「
人
の
声
が
す
る
」
と
い
う
場
合
に

は
、
た
し
か
に
生
理
学
的
に
人
間
の
声
と
は
判
別
で
き
る
が
、
そ
れ
を

聞
い
て
い
る
人
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
な
い
。

「
動
物
の
鳴
き
声
が
す
る
」
と
い
う
場
合
も
、
同
じ
動
物
同
士
の
場
合

に
は
単
純
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
人
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
生
物
が
生
理
学
的
方
法
に
よ
っ
て
発
す
る
「
声
」

に
対
し
て
、
無
生
物
が
生
理
学
的
方
法
と
は
関
係
な
く
発
す
る
の
は

「
音
」
で
あ
る
。

Ｈ
氏
別
紙
案
で
は
、「
音
声
・
声
」
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
「
字

体
」
が
置
か
れ
て
い
る
が
、「
字
体
」
は
「
音
声
・
声
」
の
よ
う
な
個

別
的
・
具
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。「
字
体
」
は
総
合
的
・
抽
象
的
な

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
字
体
」
を
「
使
用
場
面
に
応
じ
て
使

用
す
る
字
形
」
と
説
明
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。「
字
形
」
は
個
別

的
・
具
象
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
使
用
場
面
に
応
じ
て
使

用
す
る
字
形
」
と
し
て
「
正
字
・
俗
字
・
通
用
字
」
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
は
単
字
単
位
の
類
別
規
範
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
観
念
は
「
字
種
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
字
形
」
の
「
字
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質
」
に
よ
る
違
い
を
捨
象
し
た
観
念
が
「
字
体
」
で
あ
る
。「
字
体
」

は
、「
字
形
」
の
集
合
か
ら
帰
納
し
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

「
字
体
」
の
形
に
違
い
が
あ
っ
て
も
、
音
や
意
味
の
つ
な
が
り
か
ら
同

種
と
認
め
ら
れ
る
集
合
は
「
字
種
」
で
あ
る
。
同
じ
「
字
種
」
に
属
し

な
が
ら
、
最
も
一
般
的
な
「
字
体
」
と
は
異
な
る
「
字
体
」
を
「
異
体

字
」
と
い
う
。「
書
体
」
は
、「
字
体
」
に
「
字
質
」
に
よ
る
違
い
が
加

え
ら
れ
た
も
の
に
認
め
ら
れ
る
様
式
の
総
合
的
抽
象
観
念
で
あ
る
が
、

そ
の
構
成
要
素
は
「
書
体
素
」
で
あ
る
。
そ
の
「
書
体
素
」
の
質
的
な

違
い
を
捨
象
し
た
観
念
が
「
字
素
」
で
あ
る
。

Ｈ
氏
別
紙
案
の
「
音
韻
」
の
所
に
は
、「
意
味
を
返
〈
マ
マ
〉映
す
る
音
連
続

の
種
類
」
と
し
て
「
母
音
・
子
音
・
音
節
・
モ
ー
ラ
・
ア
ク
セ
ン
ト
／

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
列
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は

「
意
味
を
反
映
す
る
音
連
続
の
種
類
」
で
は
な
い
。「
意
味
を
反
映
す
る

音
連
続
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
最
低
限
で
も
語
の
単
位
の
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
母
音
・
子
音
・
音
節
・
モ
ー
ラ
」
は
、
語
を
構
成

す
る
た
め
の
聴
覚
的
単
位
を
示
す
総
合
的
抽
象
観
念
の
種
類
を
列
記
し

て
い
る
の
み
で
あ
る
。「
ア
ク
セ
ン
ト
」
は
、
語
の
識
別
を
可
能
と
す

る
「
音
声
」
の
高
低
の
組
み
合
わ
せ
や
強
弱
の
組
み
合
わ
せ
の
型
に
つ

い
て
の
総
合
的
抽
象
観
念
で
あ
る
。
ま
た
「
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、

文
単
位
の
表
現
に
お
い
て
意
味
に
応
じ
て
「
音
声
」
の
上
げ
下
げ
を
す

る
こ
と
に
つ
い
て
の
総
合
的
抽
象
観
念
で
あ
る
。「
音
韻
」
を
成
立
さ

せ
る
素
材
は
、「
音
声
観
念
」
と
「
調
素
」
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
の
一

方
の
「
音
声
観
念
」
は
、
言
語
本
体
の
聴
覚
的
観
念
を
示
す
も
の
で
あ

る
。「
母
音
・
子
音
・
音
節
・
モ
ー
ラ
」
は
、
こ
ち
ら
に
属
す
る
観
念

で
あ
る
。
も
う
一
方
の
「
調
素
」
は
、
言
語
本
体
の
聴
覚
的
効
果
を
上

げ
る
た
め
の
技
巧
の
諸
観
念
を
示
す
も
の
で
、「
ア
ク
セ
ン
ト
」「
イ
ン

ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
こ
ち
ら
に
属
す
る
観
念
で
あ
る
。

Ｈ
氏
別
紙
案
の
「
文
字
」
の
所
に
は
、「
意
味
を
反
映
す
る
文
字
連

続
の
種
類
」
と
し
て
「
漢
字
・
平
仮
名
・
片
仮
名
・
ロ
ー
マ
字
・
符

号
」
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
「
意
味
を
反
映
す
る

文
字
連
続
の
種
類
」
で
は
な
い
。
た
だ
「
漢
字
」
に
関
し
て
は
、
万
葉

仮
名
の
よ
う
な
用
法
や
熟
語
表
現
を
し
た
場
合
に
は
該
当
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
本
来
は
一
字
で
語
を
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

が
「
漢
字
」
で
あ
る
。「
平
仮
名
・
片
仮
名
」
は
音
節
単
位
、「
ロ
ー
マ

字
」
は
音
素
単
位
を
視
覚
的
に
示
す
も
の
で
し
か
な
い
。「
符
号
」
は

「
文
字
」
で
さ
え
な
い
。
し
か
し
、
言
語
の
視
覚
的
表
現
で
は
、「
文

字
」
を
た
だ
羅
列
し
て
言
語
本
体
を
示
す
の
み
で
は
表
現
が
単
調
な
も

の
に
な
る
。
そ
こ
で
そ
の
表
現
効
果
を
上
げ
る
工
夫
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
が
様
々
の
技
巧
で
あ
る
。「
符
号
」
は
、

そ
う
し
た
技
巧
に
使
わ
れ
る
も
の
の
一
類
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
技
巧
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表
現
に
使
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
文
字
体
系
の
複
数
使
用
の
形
式
や

そ
の
混
用
の
さ
せ
方
、
文
字
の
大
小
・
濃
淡
・
太
細
・
曲
直
、
句
読

点
・
傍
線
・
綱
掛
け
・
括
弧
・
色
違
え
・
沫
消
符
号
の
使
用
、
位
置
の

変
化
、
二
次
元
空
間
の
効
果
的
な
配
置
、
そ
の
他
の
「
？
」「
！
」「
―

―
」「
…
…
」「
〜
」「
◦
」「
・
」「
▽
」「
♥
」
と
い
っ
た
記
号
の
使
用

等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
称
す
る
総
合
的
抽
象
観
念
を
、
私
は
「
描

素
」
と
呼
ぶ
。「
描
素
」
は
、
聴
覚
に
か
か
わ
る
表
現
効
果
を
高
め
る

働
き
を
す
る
総
合
的
抽
象
観
念
の
「
調
素
」
に
対
応
す
る
。「
調
素
」

は
「
し
ら
べ
の
素
」
と
い
う
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、「
描
素
」
は
「
え
が
き
の
素
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

三

池
上
禎
造
の
『
校
本
干
禄
字
書
』
解
説
文
の
点
検
に
移
る
。
こ
の
解

説
文
は
、
広
島
大
学
文
学
部
国
語
研
究
室
で
編
纂
さ
れ
た
『
校
本
干
禄

字
書
』
に
付
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
解
説
文
の
末
尾
に
は

「
三
六
・
一
・
一
〇
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
解
説
文
中
に
〝
幕
末
の
考

証
学
者
が
本
書
や
韻
鏡
を
重
ん
じ
た
の
に
習
ふ
あ
ま
り
、
濫
用
の
恐
れ

の
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
の
は
昭
和
二
十
一
年
蜂
矢
宣
朗
・
吉
井
巖

兩
氏
自
家
油
印
本
に
解
説
を
嘱
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
爾
来
十
五
年
、

こ
の
た
び
稿
を
新
た
に
し
た
〟
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
解
説
文
は
昭

和
三
十
六
年
一
月
十
日
付
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
そ
の
コ
ピ
ー

を
同
封
す
る
に
あ
た
っ
て
Ｈ
氏
は
〝「
字
体
」
に
つ
い
て
は
池
上
禎
造

教
授
の
「
干
禄
字
書
」
の
解
説
を
信
頼
し
〟
と
書
い
て
お
ら
れ
た
。
そ

の
解
説
文
中
で
「
字
体
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
五
箇
所

で
あ
っ
た
。

①

、〝
序
に
よ
れ
ば
、
師
古
が
太
宗
の
貞
観
の
頃
（
わ
が
舒
明
皇
極

の
朝
）
経
籍
を
正
し
て
字
体
に
つ
い
て
録
し
た
も
の
が
あ
っ
て
、

顔
氏
字
様
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
。〟

②

、〝
字
体
に
つ
い
て
の
関
心
が
見
ら
れ
る
の
は
、
現
実
に
は
進
士

の
考
試
に
応
ず
る
場
合
の
必
要
と
結
び
つ
く
。
唐
の
制
度
で
は
官

吏
の
採
用
試
験
に
書
を
も
課
し
、
そ
の
美
否
の
み
な
ら
ず
字
体
に

及
ん
だ
。〟

③

、〝
字
体
に
つ
い
て
論
じ
た
同
文
通
考
・
倭
楷
正
誤
・
異
体
字
弁

な
ど
に
は
見
え
な
い
。〟

④

、〝
本
書
は
、
字
体
の
正
・
俗
・
通
を
調
べ
る
た
め
、
簡
単
に
引

け
る
や
う
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
字
体
が
問
題
で
あ
る
か
ら
、

形
か
ら
よ
り
も
意
義
か
発
音
か
か
ら
引
く
の
が
当
然
で
あ
る
。〟

⑤
、〝
そ
も
そ
も
、
漢
代
の
隷
書
か
ら
生
じ
た
楷
書
は
魏
晉
を
経
て

六
朝
時
代
に
は
盛
ん
に
行
な
は
れ
た
。
し
か
し
そ
の
字
体
は
種
々
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に
分
れ
た
の
で
、
唐
と
い
ふ
統
一
国
家
は
文
字
の
整
理
の
必
要
を

感
じ
て
、
前
に
も
觸
れ
た
や
う
に
幾
種
類
も
の
「
字
様
」
が
作
ら

れ
た
。〟

こ
の
五
箇
所
で
の
表
記
で
は
、「
字
体
」
そ
の
も
の
が
ど
う
い
う
も

の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
全
く
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
の
は
、〝
字
体
に
つ
い
て
録
し
た
も
の
が
あ
っ
て
〟〝
字
体
に
つ
い
て

の
関
心
が
見
ら
れ
る
の
は
〟〝
美
否
の
み
な
ら
ず
字
体
に
及
ん
だ
〟〝
字

体
に
つ
い
て
論
じ
た
同
文
通
考
・
倭
楷
正
誤
・
異
体
字
弁
な
ど
〟〝
字

体
の
正
・
俗
・
通
を
調
べ
る
た
め
〟〝
字
体
が
問
題
で
あ
る
か
ら
〟〝
字

体
は
種
々
に
分
れ
た
の
で
〟
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
状
態
で
し
か
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｈ
氏
が
〝「
字
体
」
に
つ
い
て
は
池
上
禎
造
教

授
の
「
干
録
字
書
」
の
解
説
を
信
頼
し
〟
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
理

解
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
先
の

Ｈ
氏
案
で
の
具
象
と
抽
象
に
よ
る
識
別
の
欠
如
に
至
っ
て
い
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
た
。
Ｈ
氏
の
手
紙
に
は
、〝
漢
字
は
中
国
の
科
挙
の
試
験
で
、

公
用
、
私
用
、
両
者
に
通
用
す
る
字
体
と
い
う
基
準
が
、
日
本
で
も
江

戸
末
期
ま
で
利
用
さ
れ
基
準
と
な
っ
て
い
た
〟
と
い
う
記
述
も
あ
っ
た
。

Ｈ
氏
は
「
字
体
」
を
公
用
・
私
用
・
通
用
の
「
基
準
を
示
す
も
の
」
と

と
ら
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
。
公
用
・
私
用
・
通
用

は
「
字
体
」
の
使
用
規
範
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
「
字
体
」
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

「
局
」「

」「

」
の
よ
う
な
「
字
形
」
で
示
さ
れ
る
複
数
の
「
字

体
」
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
れ
ら
は
「
字
体
」
を
構
成

す
る
心
象
の
全
体
像
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
意
味
や
読
み
の
つ

な
が
り
か
ら
同
種
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
同
じ
「
字
種
」
に
含
ま

れ
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
公
用
・
私
用
・
通
用
や
正
・
俗
・
通
と

い
っ
た
も
の
は
、「
字
形
」
と
し
て
書
か
れ
た
複
数
の
「
字
体
」
の
実

現
形
の
使
用
規
範
の
「
基
準
を
示
す
も
の
」
で
は
あ
っ
て
も
、「
字

体
」
の
「
基
準
を
示
す
も
の
」
で
は
な
い
。「
字
体
」
は
あ
く
ま
で
も

同
一
「
字
体
」
に
つ
い
て
の
単
字
段
階
の
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
字

形
」
を
書
く
折
の
骨
組
み
を
示
す
観
念
と
い
う
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ

る
。「
字
体
」
は
、「
字
形
」
の
形
で
様
々
に
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
心
象
の
全
体
像
が
同
じ
と
判
断
さ
れ
る
も
の

の
骨
組
み
に
つ
い
て
の
抽
象
的
観
念
な
の
で
あ
る
。
抽
象
的
観
念
と
い

う
点
で
は
、「
字
体
」
は
「
音
韻
」
と
同
類
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

「
字
体
」
は
「
音
韻
」
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。〝
音
韻
は
作
業
仮

説
さ
れ
る
言
語
心
象
の
聴
覚
的
部
面
に
相
当
す
る
（（
音
））
の
中
核
的

な
も
の
の
総
称
〟（
本
誌
第
三
十
八
号
の
拙
稿
「
文
字
の
音
韻
に
該
当

す
る
術
語
は
何
か
」
参
照
）
で
あ
る
。
そ
の
「
音
韻
」
に
対
応
す
る
視

覚
的
部
面
の
作
業
仮
説
さ
れ
る
言
語
心
象
の
中
核
的
な
も
の
の
総
称
は
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「
字
映
」
と
す
る
。「
字
体
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
字
映
」
の
素
材
を
な

す
「
文
字
観
念
」
に
含
ま
れ
る
基
本
的
観
念
の
呼
び
名
で
あ
る
。「
字

映
」
を
成
立
さ
せ
る
素
材
に
あ
た
る
も
の
は
、「
文
字
観
念
」
と
「
描

素
」
の
二
つ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
干
禄
字
書
』
は
、「
正
字
・
俗
字
・
通
用
字
」
の
区
別

の
み
を
目
的
と
し
た
書
物
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
以
外
の
事
柄
の

記
述
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
杉
本
つ
と
む
は
、
そ
の
編
著

に
な
る
『
漢
字
入
門
―
『
干
禄
字
書
』
と
そ
の
考
察
―
』（
昭
和
四
十

七
年
五
月
十
五
日　

早
稲
田
大
学
出
版
部
刊
）
に
お
い
て
〝
⑵
用
法
上

の
違
い
（
こ
と
ば
の
違
い
）
を
熟
語
な
ど
で
例
示
。
⑶
音
を
示
す
場
合
。

⑷
本
文
見
出
し
と
同
等
同
質
の
も
の
。
⑸
俗
通
正
と
は
別
の
古
・
今
・

別
体
な
ど
の
指
示
な
ど
。〟
が
混
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ

し
て
次
の
よ
う
な
例
を
示
し
て
い
る
。

⑵
の
例
と
し
て
〈 

磐
盤 

上
磐
石

下
盤
器 

〉

⑶
の
例
と
し
て
〈 

 

上
竹
呂
反

下
丑
呂
反 

〉

⑷
の
例
と
し
て
〈 

宵

 

上
夜
下
雲

俗
作

非
也 

〉

⑸
の
例
と
し
て
〈 

卞
弁 

上
人
姓
下
皮
弁

古
竝
作
弁

〉

そ
の
混
在
理
由
は
〝
本
書
も
著
者
の
意
図
の
と
お
り
に
完
璧
に
つ
く
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
〟
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
〝
本
書
は

中
国
に
お
い
て
官
吏
の
地
位
を
獲
得
す
る
試
験
勉
強
準
備
の
た
め
の
字

書
〟
と
記
し
て
い
る
。
け
れ
ど
、
こ
う
し
た
と
ら
え
方
に
対
し
て
西
原

一
幸
は
『
字
様
の
研
究
―
唐
代
楷
書
字
体
規
範
の
成
立
と
展
開
―
』

（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日　

勉
誠
出
版
刊
）
で
異
を
唱
え
て
い

る
。
そ
こ
で
は
『
干
禄
字
書
』
は
字
書
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
は
な
い

と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、〝
同
音
別
字
・
類
形
別
字
の
弁
別
を
目
的

と
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。〟〝
音
義
を
知
る
点
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
な
い
。〟〝
音
注
、
義
注
は
標
字
字
形
を
同
定
す
る
た
め
に
付
せ
ら
れ

て
い
た
。〟〝
異
体
字
の
正
俗
正
訛
を
記
述
し
て
い
る
〟
と
い
っ
た
字
書

だ
と
考
え
た
の
で
は
説
明
で
き
な
い
内
容
を
も
つ
か
ら
と
い
う
。
そ
も

そ
も
「
字
書
」
と
い
う
も
の
は
、〝
不
特
定
の
文
字
の
、
主
と
し
て
音

義
を
知
る
た
め
の
書
物
〟
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
『
干
禄
字
書
』

は
ど
ん
な
範
疇
に
属
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
字
様
」

だ
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、〝
字
様
と
は
、
字
形
・
字
音
な
ど
の
類

似
に
よ
っ
て
錯
誤
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
楷
書
を
広
く
弁
別
す
る
た
め

に
撰
述
さ
れ
た
典
籍
で
あ
る
。〟
と
し
、〝「
字
様
書
」
編
纂
の
目
的
は
、
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文
字
の
正
、
俗
、
誤
な
ど
字
形
形
態
、
点
画
の
異
動
の
他
に
、
同
音
異

形
異
義
字
が
混
用
さ
れ
や
す
い
の
を
避
け
正
し
い
使
用
法
を
教
え
て
、

誤
用
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
。〟
と
し
、〝
字
様
は
従
来
知
ら
れ
て
い
た

字
書
・
韻
書
・
類
書
・
音
義
な
ど
の
典
籍
上
の
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も

属
さ
な
い
、
そ
れ
自
体
独
立
し
た
典
籍
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。〟
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
隋
・
唐
代
に
盛
行
し
た
『
◯
◯
字
様
』

の
よ
う
に
末
尾
に
「
字
様
」
に
な
る
語
の
付
さ
れ
た
書
名
を
有
す
る
も

の
は
、
そ
う
し
た
「
字
様
」
の
書
で
あ
り
、「
字
様
」
な
る
語
が
付
さ

れ
て
い
な
い
『
干
禄
字
書
』
や
『
五
経
文
字
』『
正
名
要
録
』
な
ど
も
、

そ
の
内
容
か
ら
「
字
様
」
の
書
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
西
原
一
幸
の
主
張
を
妥
当
と
判
断
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
池
上
禎
造
も
同
意
見
の
よ
う
で
、『
干
禄
字
書
』
解
説
文
中
の

「
字
体
」
の
記
述
の
あ
っ
た
五
箇
所
の
う
ち
の
①
⑤
の
表
現
に
そ
れ
が

認
め
ら
れ
る
。

池
上
禎
造
の
解
説
文
中
に
は
、〝
正
俗
通
な
ど
い
ふ
の
は
同
じ
字
と

い
ふ
こ
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
か
ら
の
論
で
〟
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
〝
正
俗
通
な
ど
い
ふ
の
は
同
じ
「
字
種
」
に
含
ま
れ
る
「
字

体
」
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
か
ら

の
論
で
〟
と
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。
漢
字
の
「
字
体
」
を
構
成
す
る

形
の
心
象
の
全
体
像
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
音
や
意
味
の
共
通
性
か
ら

同
種
と
認
め
ら
れ
る
「
字
体
」
の
集
合
が
「
字
種
」
な
の
で
あ
る
。

四

以
上
の
点
検
を
ふ
ま
え
、
私
な
り
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
。

そ
も
そ
も
言
葉
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
「
り
ん
ご
」
と
い
う
語
の
指
す
個
別
的
具
象
物
は
数
え
き
れ
ず

世
の
中
に
多
数
存
在
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
す
べ
て
全
く

同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
違
い
を
捨
象
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通

す
る
部
分
に
注
目
し
て
、
総
合
的
に
判
断
し
て
名
付
け
ら
れ
た
抽
象
的

な
も
の
が
「
り
ん
ご
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
「
り
ん
ご
」
の
例
の

よ
う
に
、
語
と
い
う
も
の
は
総
合
的
に
抽
象
化
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
語
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
総
合

的
に
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
音
」「
音

声
」「
音
声
観
念
」「
音
韻
」「
文
字
」
等
と
い
う
語
も
ま
さ
に
そ
う
し

た
語
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
語
を
用
い
て
示
さ
れ
る
も
の
は
、

外
界
に
現
実
に
存
在
す
る
と
認
識
さ
れ
る
も
の
と
、
各
個
人
の
経
験
の

積
み
重
ね
に
よ
っ
て
そ
の
脳
中
に
把
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
観
念
と

に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
「
音
」「
音
声
」
等
の
語
そ
の

も
の
は
、
総
合
的
抽
象
的
で
個
別
的
具
象
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
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れ
を
用
い
る
こ
と
で
現
実
に
存
在
す
る
と
認
識
さ
れ
る
個
別
的
具
象
物

の
集
合
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
音
声
観
念
」

「
音
韻
」
等
の
総
合
的
抽
象
語
を
用
い
て
、
各
個
人
の
経
験
の
積
み
重

ね
に
よ
っ
て
そ
の
脳
中
に
把
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
総
合
的
抽
象
観

念
の
集
合
を
も
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
語
」
ば
か
り
で
な

く
「
文
節
」「
文
」「
文
章
」
と
い
っ
た
単
位
も
体
験
に
よ
っ
て
獲
得
さ

れ
る
観
念
で
あ
る
。
人
は
と
も
か
く
様
々
な
観
念
を
獲
得
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
言
語
活
動
を
可
能
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
「
音
韻
」
と
「
字
映
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
共
に
総
合
的
抽

象
観
念
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
「
音
韻
」
は
、〝
作
業
仮

説
さ
れ
る
言
語
心
象
の
聴
覚
的
部
面
に
相
当
す
る
（（
音
））
の
中
核
的

な
も
の
の
総
称
〟
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
音
素
」
と
い
う
よ
う
な
単
位
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
（（
音
））
で
あ
り
、
多
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な

狭
義
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
く
く
り
の
も
の
と
す
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
に
存
在
す
る
聴
覚
言
語
表
現
に
対
応
す
る

も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
経
験
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
抽
象
的

な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
抽
象
化
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
同
音
同
定
と

異
音
識
別
の
作
用
で
あ
る
。
そ
の
同
音
同
定
と
異
音
識
別
は
、
い
ろ
い

ろ
な
単
位
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
基
本
と
認
め
ら
れ
る
単
位
は

言
語
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
。
英
語
の
場
合
に
は
音
素
が
基
本
単
位

で
あ
る
が
、
日
本
語
の
場
合
に
は
音
節
が
基
本
単
位
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
使
え
る
よ
う
に
と
音
声
に
は
「
基

本
単
位
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
基
本
単
位
の
〔
イ
⑴
〕

と
〔
イ
⑵
〕
か
ら
の
（（
イ
））
の
同
定
、
語
の
単
位
の
〔
イ
ヌ
⑴
〕
と

〔
イ
ヌ
⑵
〕
か
ら
の
（（
イ
ヌ
））
の
同
定
、
文
単
位
の
〔
イ
ヌ
ガ
イ
ル

⑴
〕
と
〔
イ
ヌ
ガ
イ
ル
⑵
〕
か
ら
の
（（
イ
ヌ
ガ
イ
ル
））
の
同
定
に
お

い
て
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
異
音
識
別
に
つ
い
て
も
、
基
本
単
位
の

「
イ
」
と
「
ヌ
」
の
識
別
、
語
単
位
の
（（
イ
ヌ
））
で
の
「
犬
」
と

「
去
ぬ
」
の
識
別
、
文
単
位
の
（（
イ
ヌ
ガ
イ
ル
））
で
の
「
犬
が
居

る
」
と
「
犬
が
要
る
」
の
識
別
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
「
音
韻
」
は
基
本
単
位
・
語
単
位
・
文
単
位
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
た
だ
文
章
単
位
で
の
「
音
韻
」

の
存
在
に
疑
問
を
抱
く
方
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
は
か

つ
て
樋
口
一
葉
の
『
た
け
く
ら
べ
』
と
い
う
小
説
を
幸
田
弘
子
が
一
葉

記
念
館
で
朗
読
す
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
幸
田
弘
子
は
『
た
け

く
ら
べ
』
の
本
文
を
記
憶
し
て
お
り
、
何
も
見
ず
に
語
っ
て
い
た
。
こ

れ
な
ど
は
、
文
章
単
位
の
「
音
韻
」
を
把
持
し
て
い
る
例
と
判
断
し
て

い
る
。
文
章
単
位
の
「
音
韻
」
は
、
す
べ
て
の
人
が
常
に
把
持
し
、
そ

れ
を
も
と
に
表
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
人
は
そ
う
し
た
こ
と
が

で
き
る
能
力
も
持
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。「
音
韻
」
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に
よ
っ
て
人
は
そ
の
言
語
行
動
で
あ
る
音
声
表
現
を
可
能
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
音
声
は
通
常
瞬
時
に
消
え
去
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
そ
の
観
察
は
、
オ
シ
ロ
グ
ラ
フ
の
よ
う
な
機
器
を
用
い
て
、
そ
の

音
波
を
記
録
し
た
図
形
を
も
と
に
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
作
業

に
よ
っ
て
聴
覚
に
か
か
わ
る
も
の
の
観
念
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
「
音
韻
」
の
構
成
素
材
は
、
大
き
く
「
音
声
観

念
」
と
「
調
素
」
の
二
つ
に
区
分
で
き
る
こ
と
も
分
る
。
そ
の
う
ち
の

「
音
声
観
念
」
は
、
言
語
本
体
の
聴
覚
的
表
現
に
利
用
す
る
音
声
に
つ

い
て
の
総
合
的
抽
象
観
念
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
「
音
声
観
念
」
は
聴

覚
言
語
を
組
み
立
て
る
素
材
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基
本
単
位
が
重
要
で

あ
る
。「
音
声
観
念
」
に
含
ま
れ
る
基
本
単
位
の
詳
説
細
目
と
し
て
は

「
音
声
体
」「
音
声
質
」「
言
体
」「
音
声
種
」「
異
体
音
声
」「
音
声
素
」

「
音
声
象
素
」
と
い
っ
た
観
念
の
作
業
仮
説
を
立
て
る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
ら
は
「
文
字
観
念
」
に
含
ま
れ
る
詳
説
細
目
と
し
て
設
け
ら
れ
た

も
の
に
準
じ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
音
声
体
」
は
、「
音
声
形
」
の

「
音
声
質
」
に
よ
る
違
い
を
捨
象
し
た
観
念
で
あ
る
。
音
節
・
拍
・
音

素
な
ど
が
基
本
単
位
と
し
て
あ
り
う
る
が
、
日
本
語
で
は
仮
名
の
存
在

も
あ
り
音
節
が
基
本
単
位
と
い
っ
て
よ
い
。
人
の
身
体
の
構
造
は
基
本

的
に
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
つ
く
り
が
完
全
に
同
一
で
あ
る
こ
と

は
な
い
。
そ
こ
に
は
性
差
が
あ
り
、
年
齢
差
が
あ
り
、
体
力
差
が
あ
り
、

そ
の
発
声
時
の
気
分
の
差
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
時
々
の
声
帯
振
動
の

さ
せ
方
や
調
音
点
や
調
音
法
の
違
い
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て

同
じ
基
本
単
位
を
発
声
し
て
も
、
そ
れ
が
完
全
に
同
じ
と
い
う
こ
と
は

な
い
。
た
と
え
ば
同
じ
「
ki
」
を
発
声
し
た
場
合
で
も
、〔
ki
⑴
〕〔
ki

⑵
〕〔
ki
⑶
〕
…
…
と
違
っ
た
も
の
に
な
る
。
そ
れ
を
オ
シ
ロ
グ
ラ
フ

は
波
形
差
と
し
て
示
す
。
そ
う
し
た
違
い
が
あ
っ
て
も
同
じ
「
ki
」
を

発
声
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
（（
ki
））
と
い
う
共
通
部
分

を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
共
通
部
分
が
「
音
声
体
」
に
相

当
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
無
声
の
軟
口
蓋
に
お
け
る
破
裂
音
の

子
音
（（
ｋ
））
に
有
声
の
非
口
唇
前
舌
狭
母
音
の
（（
ｉ
））
が
加
え
ら

れ
た
音
節
」
の
よ
う
に
分
析
的
に
説
明
で
き
た
り
も
す
る
。
そ
う
だ
と

し
て
も
、
そ
れ
さ
え
も
実
は
あ
い
ま
い
な
も
の
で
、
実
際
に
は
別
の
調

音
点
や
調
音
法
を
用
い
て
発
せ
ら
れ
た
音
声
を
そ
の
よ
う
に
受
け
と
っ

て
い
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
聴
覚

的
に
（（
ki
））
と
と
ら
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
（（
い
ろ
い
ろ
な
ki
））

の
（（
ki
））
の
部
分
を
「
音
声
体
」
と
判
断
す
る
。
そ
し
て
（（
い
ろ

い
ろ
な
））
に
相
当
す
る
部
分
が
「
音
声
質
」
と
い
え
る
。「
音
声
体
」

に
「
音
声
質
」
に
よ
る
違
い
が
加
え
ら
れ
た
も
の
に
認
め
ら
れ
る
様
式

は
「
言
体
」
で
あ
る
。
様
式
と
は
共
通
の
型
で
あ
る
た
め
、
基
本
単
位

の
み
で
は
判
断
し
に
く
い
。
そ
こ
で
「
言
体
」
は
、
語
・
文
・
文
章
と
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い
う
よ
り
大
き
な
単
位
で
確
認
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
大

き
な
単
位
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
に
よ
っ
て
、
基
本
単
位
段
階
に
お

い
て
も
確
認
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
特

徴
は
基
本
単
位
の
み
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
の
部
分
に
お
い
て
も

確
認
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。「
言
体
」
に
該
当
す
る
例
と
し
て
は
、「
ど
ら

声
」
と
か
「
さ
さ
や
き
声
」「
裏
声
」
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
音
声
種
」
は
、「
音
声
体
」
を
構
成
す
る
心
象
の
全
体
像
を
異
に
し
な

が
ら
も
、
意
味
や
音
の
つ
な
が
り
か
ら
同
種
と
認
め
ら
れ
る
「
音
声

体
」
の
集
合
で
あ
る
。（（
ki
））
に
対
し
て
（（
qui
））
と
い
う
「
音
声

体
」
は
日
本
人
に
は
（（
ki
））
と
同
種
の
も
の
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
こ

で
（（
ki
））
と
（（
qui
））
は
同
一
「
音
声
種
」
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ

る
。
し
か
し
（（
ki
））
と
（（
qui
））
は
、
実
は
同
じ
「
音
声
体
」
で
は

な
い
。
同
一
「
音
声
種
」
の
う
ち
で
最
も
一
般
的
な
「
音
声
体
」
が
考

え
ら
れ
た
時
、
残
り
の
「
音
声
体
」
は
「
異
体
音
声
」
と
な
る
。

（（
ki
））
と
（（
qui
））
の
場
合
で
は
、（（
ki
））
が
最
も
一
般
的
な
も
の

で
あ
る
た
め
、（（
qui
））
が
「
異
体
音
声
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
音

声
素
」
と
い
う
の
は
、「
音
声
体
」
の
構
成
部
分
の
ま
と
ま
り
に
認
め

ら
れ
る
総
合
的
抽
象
観
念
で
あ
る
。
母
音
・
子
音
・
拍
は
こ
の
「
音
声

素
」
に
属
す
る
観
念
で
あ
る
。
た
と
え
ば
（（
ki
））
は
（（
ｋ
））
と

（（
ｉ
））
の
二
つ
の
「
音
声
体
」
構
成
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

こ
の
（（
ｋ
））
と
（（
ｉ
））
が
「
音
声
素
」
で
あ
る
。「
音
声
象
素
」

は
、「
言
体
」
に
相
当
す
る
観
念
が
基
本
単
位
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る

場
合
の
独
自
の
構
成
部
分
の
ま
と
ま
り
を
い
う
総
合
的
抽
象
観
念
で
あ

る
。
た
と
え
ば
（（
ki
））
の
場
合
に
は
、（（
さ
さ
や
き
声
の
「
ｋ
」））

と
（（
さ
さ
や
き
声
の
「
ｉ
」））
の
そ
れ
ぞ
れ
は
「
音
声
象
素
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
「
音
韻
」
に
は
、
音
声
本
体
を
示
す
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、

韻
律
的
特
徴
に
か
か
わ
る
観
念
も
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。
金
田
一
春
彦

は
『
日
本
語
音
韻
の
研
究
』（
昭
和
四
十
二
年
三
月
三
十
日　

東
京
堂

出
版
刊
）
に
お
い
て
〝
ア
ク
セ
ン
ト
の
単
位
〟
と
し
て
「
調
素
」
を
用

い
て
い
る
。
し
か
し
、「
調
素
」
の
「
調
」
に
は
「
と
と
の
え
る
」
と

い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
表
現
を
う
ま
く
ま
と
め
る
た
め
の

技
術
と
し
て
、
よ
り
広
く
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
判

断
し
、
そ
の
素
材
を
ま
と
め
た
も
の
を
「
調
素
」
と
し
た
。「
調
素
」

は
総
合
的
抽
象
観
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
個
別
的
具
象
形
は
「
調
素

形
」
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
別
的
具
象
形
と
し
て

「
調
素
形
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
音
声
形
」
と
一

体
化
し
て
い
て
区
別
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
調

素
」
は
総
合
的
抽
象
の
領
域
で
し
か
指
摘
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
歌
の
も
の
ま
ね
を
す
る
人
は
、
そ
の
人
本
来
の
発
声
法
で
は
な
い
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方
法
を
用
い
て
歌
声
を
ま
ね
よ
う
と
す
る
。
そ
の
ま
ね
る
た
め
に
加
え

ら
れ
た
発
声
法
は
「
調
素
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
素
材
と

な
っ
て
い
る
も
の
で
も
「
音
声
観
念
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
観
念
は
、

基
本
単
位
の
も
の
を
対
象
と
し
て
そ
の
詳
説
細
目
を
示
す
こ
と
が
ふ
さ

わ
し
い
。
し
か
し
「
調
素
」
は
基
本
単
位
よ
り
も
大
き
な
単
位
に
お
い

て
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
詳
説
細
目
は
、
語
・
文
・
文
章
と

い
っ
た
単
位
で
確
認
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
私
は
そ

れ
に
は
声
色
の
変
化
と
、
発
声
の
緩
急
・
高
低
・
強
弱
・
連
続
・
間
を

生
じ
さ
せ
る
観
念
が
あ
る
と
し
た
。
そ
の
う
ち
の
高
低
や
強
弱
は
、
基

本
単
位
で
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
単
独
の
「
音
声
形
」
本
体
で
確
認
で
き
る
も
の
で

は
な
く
、
他
の
「
音
声
形
」
と
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
基
本
単
位
で
確
認
で
き
る
も
の
と
は
す
る
べ

き
で
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
「
音
声
形
」
本
体
を
示
す
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
表
現
効
果
を
よ
り
高
め
る
た
め
の
技
巧
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

「
ア
ク
セ
ン
ト
」「
イ
ン
テ
ン
シ
テ
ィ
ー
」「
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
」「
プ

ロ
ミ
ネ
ン
ス
」
も
、
こ
れ
に
属
す
る
観
念
で
あ
る
。「
調
素
」
は
、
物

語
な
ど
に
登
場
す
る
人
物
の
演
じ
分
け
や
地
の
文
の
差
別
化
、
特
定
の

部
分
の
強
調
や
軽
視
の
表
現
、
さ
ら
に
は
場
面
の
緊
張
や
弛
緩
の
表
現

に
利
用
さ
れ
る
。
例
外
的
に
基
本
単
位
で
語
の
差
別
化
が
行
わ
れ
る
も

の
と
し
て
は
、
中
国
語
で
の
声
調
の
型
の
観
念
が
あ
る
。
ア
ク
セ
ン
ト

は
、
語
の
単
位
で
の
語
の
識
別
を
可
能
に
す
る
型
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

日
本
語
で
は
そ
れ
は
高
低
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
英

語
の
場
合
の
よ
う
に
強
弱
の
組
み
合
わ
せ
で
そ
れ
を
示
す
も
の
も
あ
り
、

言
語
の
種
類
に
よ
っ
て
決
っ
て
い
る
。
語
の
単
位
で
は
、「
甘
い
」「
す

ご
い
」
を
「
ア
マ
ー
イ
」
や
「
ス
ッ
ゴ
イ
」
と
表
現
す
る
イ
ン
テ
ン
シ

テ
ィ
ー
（
誇
張
の
強
調
）
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
文
単
位
の
も
の
に
は
、

意
味
に
応
じ
て
文
末
の
上
げ
下
げ
を
す
る
と
い
っ
た
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
（
抑
揚
）
や
、
特
定
の
部
分
を
強
調
す
る
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
（
卓
立
）

が
あ
る
。
文
章
単
位
の
も
の
と
し
て
は
、
幸
田
弘
子
が
『
た
け
く
ら

べ
』
を
語
る
時
の
、
ど
の
よ
う
に
語
れ
ば
聴
衆
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
に
つ
い
て
の
技
巧
の
観
念
と
い
っ
た
も
の
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
声
色
の
変
化
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

ど
の
部
分
を
す
ば
や
く
語
り
、
ど
の
部
分
を
ゆ
っ
た
り
語
る
と
か
、
時

折
つ
く
ら
れ
る
間
に
も
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
字
映
」
で
あ
る
。「
字
映
」
は
、「
音
韻
」
に
対
応
す
る
、
視

覚
的
部
面
で
作
業
仮
説
さ
れ
る
言
語
心
象
の
中
核
的
な
も
の
の
総
称
で

あ
る
。
そ
れ
は
人
の
言
語
の
視
覚
的
表
現
を
可
能
に
す
る
総
合
的
抽
象

観
念
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
音
声
と
は
違
っ
て
、
瞬
時
に
消
え
る
も
の
で

は
な
い
た
め
、
特
別
な
機
器
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
観
察
が
可
能
で
あ
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る
。
た
だ
し
「
字
映
」
は
、「
視
覚
利
用
の
言
語
表
現
形
」
か
ら
の
分

析
に
よ
り
抽
象
化
さ
れ
た
観
念
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
が
必
要
で
あ
る
。

人
の
頭
脳
に
把
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
経

験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
帰
納
的
に
獲
得
さ
れ
る
。
そ
の
帰
納
に
あ
た

っ
て
の
認
定
は
単
字
単
位
・
語
単
位
・
文
単
位
・
文
章
単
位
の
各
単
位

に
お
い
て
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
単
字
単
位
」
と
い
う
語
を
用
い

て
、
音
声
の
場
合
の
「
基
本
単
位
」
と
い
う
表
現
を
用
い
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
音
声
の
場
合
に
「
単
音
単
位
」
と
い
う
と
「
音
素
単

位
」
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な
か
っ
た
が
、
文
字
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
誤

解
が
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
「
単
字
単
位
」
と
い
え
ば
、
表

語
文
字
・
音
節
文
字
・
拍
記
号
・
音
素
文
字
の
い
ず
れ
を
も
指
す
こ
と

が
で
き
便
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
日
本
語
の
場
合
の
同
字
認
定
は
、

単
字
単
位
の
〔
い
⑴
〕〔
い
⑵
〕
の
個
別
表
記
か
ら
の
（（
い
））
や

〔
犬
⑴
〕
と
〔
犬
⑵
〕
か
ら
の
（（
犬
））
の
同
定
ば
か
り
で
な
く
、
語

単
位
の
〔
土
佐
犬
⑴
〕
と
〔
土
佐
犬
⑵
〕
か
ら
の
（（
土
佐
犬
））
の
同

定
に
お
い
て
も
、
文
単
位
の
〔
犬
が
居
る
⑴
〕
と
〔
犬
が
居
る
⑵
〕
か

ら
の
（（
犬
が
居
る
））
の
同
定
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
異
字
識
別
も
、「
い
」
と
「
ぬ
」
や
「
犬
」
と
「
猫
」
の
識
別
と

い
う
単
字
単
位
ば
か
り
で
な
く
、「
土
佐
犬
」
と
「
秋
田
犬
」
の
識
別

と
い
う
語
単
位
、「
犬
が
居
る
」「
犬
が
要
る
」
と
い
う
文
単
位
に
お
い

て
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
単
字
単
位
・
語
単
位
・
文
単
位
で

「
字
映
」
が
認
め
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
文
章
の
単
位
で
も
「
字
映
」
を

と
ら
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
文
章
と
い
う
単
位
で
の
「
字
映
」
の

存
在
に
疑
問
を
抱
く
方
が
や
は
り
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
そ

の
例
と
し
て
相
田

み
つ
を
と
い
う
書

家
が
自
ら
の『
時
』

と
い
う
作
品
を
表

現
し
た
も
の
を
示

す
こ
と
で
理
解
し

て
い
た
だ
け
る
と

判
断
し
て
い
る
。

そ
の
視
覚
言
語
表

現
さ
れ
た
も
の
を

下
に
示
し
て
お
い

た
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
表
現
の
全

体
は
、
相
田
み
つ

を
の
脳
内
に
「
こ

ん
な
ふ
う
に
書
こ
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う
」
と
創
造
さ
れ
た
観
念
を
具
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
観
念
こ

そ
が
文
章
単
位
の
「
字
映
」
と
い
え
る
と
判
断
し
て
い
る
。
漢
文
・
宣

命
・
漢
字
仮
名
交
り
文
・
仮
名
文
等
と
い
っ
た
形
式
の
表
記
の
観
念
も

文
章
単
位
の
「
字
映
」
で
あ
る
。「
字
映
」
を
成
立
さ
せ
る
素
材
は

「
文
字
観
念
」
と
「
描
素
」
で
あ
る
。「
文
字
観
念
」
は
、
言
語
本
体
の

視
覚
的
表
現
と
そ
の
理
解
に
利
用
す
る
文
字
に
つ
い
て
の
抽
象
観
念
の

総
称
で
あ
る
。
視
覚
言
語
を
組
み
立
て
る
素
材
に
つ
い
て
の
観
念
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
単
字
と
い
う
単
位
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
「
文
字
観

念
」
に
含
ま
れ
る
詳
説
細
目
に
は
「
字
体
」「
字
質
」「
書
体
」「
字

種
」「
異
体
字
」「
字
素
」「
書
体
素
」
と
い
っ
た
観
念
が
あ
る
。
そ
れ

ら
の
総
合
的
抽
象
観
念
を
導
き
出
す
も
と
に
な
っ
て
い
る
個
別
的
具
象

形
で
あ
る
「
字
形
」
は
、
た
だ
単
に
一
つ
の
形
を
示
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
単
位
と
し
て
の
文
字
そ
の
も
の
の
性
質
も
含
み
持
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
文
字
観
念
」
の
詳
説
細
目
を
構
成
す
る
「
字

体
」「
字
質
」「
書
体
」「
字
種
」「
異
体
字
」「
字
素
」「
書
体
素
」
は
、

「
字
形
」
の
集
合
か
ら
帰
納
し
て
導
か
れ
た
観
念
で
あ
る
。
な
か
で
も

「
字
体
」
は
「
文
字
観
念
」
の
基
本
的
観
念
で
あ
る
。「
字
体
」
は
「
字

形
」
の
「
字
質
」
に
よ
る
違
い
を
捨
象
し
た
観
念
で
あ
り
、「
字
形
」

は
「
字
体
」
に
「
字
質
」
が
加
え
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。「
字

体
」
は
、「
字
形
」
を
書
く
折
の
骨
組
み
を
示
す
観
念
と
い
う
あ
い
ま

い
な
も
の
で
あ
る
。「
字
形
」
の
形
で
様
々
に
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
心
象
の
全
体
像
が
同
じ
と
判
断
さ
れ
る
も

の
の
骨
組
み
に
つ
い
て
の
抽
象
的
観
念
が
「
字
体
」
な
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
各
個
人
が
表
記
す
る
文
字
は
、
同
じ
「
木
」
を
書
い
て
も
全
く

同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
違
っ
た
〔
木
⑴
〕〔
木
⑵
〕〔
木
⑶
〕

…
…
等
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
違
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
（（
木
））
と
認
識
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は

「
木
」
の
「
字
体
」
を
示
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。
そ
し
て
「
字
形
」

〔
木
⑴
〕
か
ら
「
字
体
」（（
木
））
を
取
り
除
い
て
得
ら
れ
る
の
が
、

「
木
」
の
「
字
質
」
で
あ
る
。「
字
質
」
の
質
的
な
違
い
を
生
み
出
す
も

の
に
は
、
筆
記
具
の
違
い
に
よ
る
も
の
、
印
刷
・
手
書
き
の
違
い
に
よ

る
も
の
、
漢
字
・
仮
名
・
ロ
ー
マ
字
等
の
文
字
体
系
の
違
い
に
よ
る
も

の
、
漢
字
の
場
合
に
は
時
代
に
よ
る
も
の
や
筆
順
に
よ
る
違
い
等
が
あ

る
。「
書
体
」
に
相
当
す
る
観
念
で
も
、
単
字
段
階
に
お
い
て
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
「
字
質
」
と
と
ら
え
て
か
ま
わ
な
い
。
し
か

し
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
特
徴
は
単
字
段
階
に
限
定
さ
れ
ず
他
の
部
分

に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
単
字
に
認
め
ら
れ
た

「
楷
書
」「
行
書
」「
草
書
」
は
、
手
書
き
の
場
合
の
字
画
省
略
に
か
か

わ
る
観
念
の
種
別
を
示
し
た
「
字
質
」
で
あ
る
。「
書
体
」
は
、「
字

体
」
に
「
字
質
」
に
よ
る
違
い
が
加
え
ら
れ
た
も
の
に
認
め
ら
れ
る
様
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式
を
い
う
。
そ
う
し
た
様
式
も
総
合
的
抽
象
観
念
な
の
で
あ
る
。
様
式

で
あ
る
た
め
、「
書
体
」
は
「
字
質
」
の
よ
う
に
単
字
単
位
の
み
に
認

め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
語
・
文
・
文
章
と
い
う
よ
り
大
き
い
単
位

に
お
い
て
一
貫
し
て
確
認
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ゴ
シ
ッ
ク
体
・

篆
書
体
・
明
朝
体
・
筆
記
体
等
と
い
う
様
式
が
「
書
体
」
で
あ
る
。
楷

書
体
・
行
書
体
・
草
書
体
も
「
書
体
」
で
あ
る
。「
字
種
」
は
、「
字

体
」
を
構
成
す
る
心
象
の
全
体
像
を
異
に
し
な
が
ら
も
意
味
や
読
み
の

つ
な
が
り
か
ら
同
種
と
認
め
ら
れ
る
「
字
体
」
の
集
合
で
あ
る
。
例
と

し
て
は
（（
㓛
））（（
功
））
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
正
字
」「
俗
字
」「
通
用

字
」
等
と
類
別
さ
れ
る
「
字
体
」
は
、
同
一
の
「
字
種
」
に
含
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。（（
局
））（（

））（（

））
は
そ
ん
な
「
字
種
」
の

例
で
あ
る
。「
正
」「
俗
」「
通
」
は
使
用
規
範
を
示
し
、「
字
質
」
を
示

す
も
の
で
は
な
い
。「
異
体
字
」
は
、
同
じ
「
字
種
」
に
属
し
な
が
ら

も
そ
の
う
ち
の
最
も
一
般
的
な
「
字
体
」
と
は
異
な
る
「
字
体
」
の
呼

称
で
あ
る
。（（
㓛
））（（
功
））
の
場
合
は
、（（
功
））
の
方
が
一
般
的

で
あ
ろ
う
か
ら
（（
㓛
））
が
「
異
体
字
」
と
な
る
。「
字
素
」
は
、「
字

体
」
の
構
成
部
分
の
ま
と
ま
り
に
認
め
ら
れ
る
総
合
的
抽
象
観
念
で
あ

る
。（（
樹
））
と
い
う
「
字
体
」
の
場
合
は
、（（
木
））（（
寸
））

（（
壴
））
の
三
つ
の
ま
と
ま
り
を
組
み
合
わ
せ
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
（（
木
））（（
寸
））（（
壴
））
は
「
字
素
」
で
あ
る
。「
書
体
素
」
は
、

「
書
体
」
の
構
成
部
分
の
ま
と
ま
り
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
総
合
的
抽

象
観
念
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
書
体
」
は
様
式
で
あ
り
本
来
は
単
字
単

位
の
も
の
を
指
す
用
語
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
構
成
す
る

最
小
単
位
と
な
れ
ば
、「
字
体
」
に
お
け
る
「
字
素
」
の
よ
う
な
単
字

単
位
の
さ
ら
に
小
さ
な
単
位
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た

小
さ
な
単
位
に
お
い
て
も
「
書
体
」
な
ら
で
は
の
様
式
が
う
か
が
え
る

か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
草
書
体
の
場
合
で
い
え
ば
、（（

））
は

（（

））（（

））（（

））
と
い
う
「
書
体
素
」
で
構
成
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
「
字
映
」
に
は
、
文
字
本
体
に
か
か
わ
る
「
文
字
観
念
」
ば

か
り
で
は
な
く
、
私
が
「
描
素
」
と
名
づ
け
た
視
覚
言
語
表
現
の
素
材

も
あ
る
。「
描
素
」
は
、「
文
字
観
念
」
を
た
だ
羅
列
し
て
言
語
本
体
を

示
す
の
み
で
は
「
字
映
」
が
単
純
に
な
る
こ
と
か
ら
、
言
語
本
体
の
視

覚
的
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
、
素
材
と
し
て
の
技
巧
の
観

念
で
あ
る
。「
描
素
」
は
、「
音
韻
」
に
お
け
る
「
調
素
」
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
。「
描
素
」
は
、
文
字
本
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う

意
味
で
「
非
文
字
」
に
あ
た
る
も
の
の
観
念
で
あ
る
。
同
じ
素
材
で
も

「
文
字
観
念
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
詳
説
細
目
は
単
字
単
位
の
も
の
を

示
す
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
描
素
」
は
単
字
よ
り
も
大
き
な
単

位
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
詳
説
細
目
は
語
・
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文
・
文
章
と
い
っ
た
単
位
で
確
認
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。「
描

素
」
の
詳
説
細
目
と
し
て
は
、
文
字
体
系
の
複
数
使
用
や
そ
の
混
用
の

さ
せ
方
、
文
字
の
大
小
・
濃
淡
・
太
細
・
曲
直
、
句
読
点
・
傍
線
・
綱

掛
け
・
括
弧
・
色
違
え
・
沫
消
符
号
の
使
用
、
文
字
位
置
の
変
化
、
段

落
の
設
定
、
二
次
元
空
間
の
効
果
的
な
配
置
、
そ
の
他
に
「
？
」

「
！
」「
―
―
」「
…
…
」「
〜
」「
◦
」「
・
」「
▽
」「
♥
」
と
い
っ
た
記

号
等
の
観
念
が
含
ま
れ
る
。
相
田
み
つ
を
の
『
時
』
の
表
記
で
は
、
漢

字
・
平
仮
名
・
片
仮
名
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
表
現
は
文
単
位
に

お
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
混
用
の
さ
せ
方
に
も
工
夫
が
さ
れ
て
い

る
。「
ア
ノ
ネ
」
だ
け
を
片
仮
名
書
き
と
し
て
い
る
の
は
、
取
っ
付
き

の
部
分
の
印
象
を
強
め
て
い
る
。「
時
」「
金
」「
自
分
」「
一
生
」

「
中
」
は
漢
字
と
し
、「
一
し
ゅ
ん
」
は
漢
字
と
平
仮
名
を
用
い
た
表
記

に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
大
き
さ
に
も
気
く
ば
り
が

さ
れ
て
い
る
。「
い
ま
」
が
最
も
大
き
く
書
か
れ
、「
い
の
ち
」
が
そ
れ

に
続
き
、「
金
」「
時
」
が
次
ぐ
。「
い
ま
」
に
は
『　

』
が
つ
け
ら
れ

て
、
よ
り
印
象
に
残
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
こ
れ
ら
は
語
単
位
の
も
の

で
あ
る
。
平
仮
名
・
片
仮
名
の
表
現
に
も
独
自
の
「
字
質
」
が
認
め
ら

れ
る
。「
ア
」
の
「

」
部
分
を
波
立
つ
よ
う
に
表
記
し
た
り
、「
ん
」

の
左
下
部
分
の
と
ん
が
り
を
丸
め
て
表
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現

は
単
独
の
も
の
で
は
な
く
文
章
全
体
の
特
徴
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
一
つ
の
様
式
と
い
え
、
相
田
み
つ
を
ら
し
さ
を
印
象
づ
け
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
本
文
を
独
自
の
形
に
改
行
し
て
い
る
。
句
読
点
は
使
用

せ
ず
、
全
体
を
特
別
な
形
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
生
ず
る
空

間
へ
の
配
慮
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
も
文
章
単
位
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
技
巧
は
「
描
素
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
表
現
さ
れ
た
も

の
は
「
非
文
字
の
し
る
し

4

4

4

」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
内
容
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
い
う
と
こ
ろ
の

ラ
ン
グ
ば
か
り
か
パ
ロ
ー
ル
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ

れ
に
つ
い
て
、「
言
語
学
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
も
の
を
取

り
あ
げ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
意
見
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
言
語
表
現
と
い
う
も
の
は
本
来
そ
の
両
者
を
含
ん
だ
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
パ
ロ
ー
ル
表
現
に
つ
い
て
も
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
の

で
は
な
い
か
。

と
も
か
く
個
別
的
具
象
形
と
総
合
的
抽
象
観
念
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
は
、
区
別
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
個
別
的
具
象

の
ほ
う
に
目
を
転
じ
て
お
く
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
形
で
あ
る
。

聴
覚
に
か
か
わ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
音
の
形
・
声
の
形
・
聴
覚
利
用

の
言
語
表
現
の
形
が
そ
こ
に
は
あ
る
。「
音
形
」
は
、
無
生
物
が
生
物

学
的
方
法
と
は
関
係
な
く
発
す
る
聴
覚
に
か
か
わ
る
空
気
振
動
の
形
で

あ
る
。「
声
形
」
は
、
生
物
が
生
理
的
に
発
す
る
聴
覚
に
か
か
わ
る
空
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気
振
動
の
形
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
人
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。「
聴
覚
利
用
の
言
語
表
現

形
」
は
、
人
が
言
語
の
表
現
手
段
と
し
て
生
理
学
的
方
法
に
よ
っ
て
発

す
る
聴
覚
表
現
の
個
別
的
具
象
形
と
し
て
の
空
気
振
動
形
で
あ
る
。
こ

の
「
聴
覚
利
用
の
言
語
表
現
形
」
に
は
、
基
本
単
位
・
語
単
位
・
文
単

位
・
文
章
単
位
に
よ
る
区
別
が
あ
り
う
る
。
そ
の
構
成
素
材
と
し
て
は

「
音
声
」
の
み
が
用
い
ら
れ
る
。「
音
声
」
は
、
人
の
言
語
の
聴
覚
的
表

現
を
可
能
と
す
る
体
系
的
な
記
号
を
表
わ
す
空
気
振
動
で
あ
り
、
複
雑

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
音
声
」
の
個
別
的
具
象
形
は
「
音
声
形
」
で
あ
る
。「
音
声
形
」
は
、

言
語
本
体
と
そ
の
質
的
な
も
の
が
一
体
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
て
分
析

し
た
形
に
切
り
離
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
も
そ
こ
で
は
「
非
音
声
」

は
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。「
音
声
」
の
基
本
単
位
は
、
日
本
語
の

場
合
は
音
節
の
形
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
〔
あ
〕〔
い
〕〔
う
〕

〔
え
〕〔
お
〕〔
か
〕〔
き
〕〔
く
〕〔
け
〕〔
こ
〕
…
…
の
よ
う
な
「
音
声

形
」
に
よ
っ
て
「
音
声
」
の
違
い
が
示
さ
れ
る
。
語
単
位
・
文
単
位
・

文
章
単
位
に
お
い
て
は
、
声
色
の
変
化
、
発
声
の
緩
急
・
抑
揚
・
高

低
・
強
弱
・
連
続
・
間
と
い
っ
た
も
の
が
語
・
文
・
文
章
と
一
体
化
し

て
い
て
分
離
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
視
覚
に
か
か
わ
る
も
の
に

は
、「
様
子
・
し
ぐ
さ
」
と
「
視
覚
利
用
の
言
語
表
現
形
」
が
あ
る
。

「
様
子
・
し
ぐ
さ
」
は
、
聴
覚
に
か
か
わ
る
も
の
の
「
音
形
」
と
「
声

形
」
を
合
わ
せ
た
も
の
に
相
当
し
、
一
見
し
て
言
語
行
動
と
は
認
め
ら

れ
な
い
視
覚
的
表
現
形
で
あ
る
。「
視
覚
利
用
の
言
語
表
現
形
」
は
、

言
語
の
視
覚
的
な
個
別
具
象
形
と
し
て
の
二
次
元
的
表
現
形
で
、「
聴

覚
利
用
の
言
語
表
現
形
」
に
対
応
し
、
単
字
・
語
・
文
・
文
章
と
い
う

単
位
に
よ
る
区
別
を
有
す
る
。
そ
の
素
材
が
「
文
字
」
と
「
非
文
字
」

の
二
つ
で
あ
る
こ
と
は
、「
聴
覚
利
用
の
言
語
表
現
形
」
の
素
材
が

「
音
声
」
の
み
で
あ
っ
た
点
と
異
な
っ
て
い
る
。「
文
字
」
は
、
単
字
単

位
で
人
の
言
語
行
動
と
し
て
の
視
覚
的
表
現
を
可
能
と
す
る
体
系
的
な

二
次
元
記
号
で
あ
る
。
そ
の
単
字
単
位
の
「
文
字
」
と
し
て
は
表
語
文

字
・
音
節
文
字
・
拍
記
号
・
音
素
文
字
が
あ
る
。「
文
字
」
の
個
別
的

具
象
形
は
「
字
形
」
の
み
で
あ
る
。
こ
の
「
字
形
」
の
集
合
か
ら
の
帰

納
に
よ
っ
て
総
合
的
抽
象
観
念
の
「
字
体
」
や
「
字
質
」
そ
の
他
の
観

念
が
導
か
れ
た
。「
字
形
」
そ
の
も
の
の
核
を
な
す
言
語
本
体
と
そ
の

「
字
形
」
が
含
み
持
つ
質
的
な
も
の
は
、
一
体
化
し
て
お
り
切
り
離
さ

れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
「
字
形
」
の
「
字
質
」
は
、
経
験
の
積
み
重
ね

に
よ
っ
て
身
に
つ
け
ら
れ
た
分
析
能
力
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
み
で

あ
る
。
な
お
「
文
字
」
は
単
字
単
位
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
文
字
の
大

小
・
濃
淡
・
太
細
・
曲
直
と
い
う
よ
う
な
複
数
の
文
字
が
あ
っ
た
う
え

で
確
認
さ
れ
る
相
対
的
な
も
の
は
、「
字
形
」
そ
の
も
の
が
示
す
質
的
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な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
ら
は
「
非
文
字
」
に
含
め
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
言
語
本
体
は
そ
れ
ら
が
な
く
て
も
表
現
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
ら
は
、
言
語
本
体
の
視
覚
的
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
工
夫
さ

れ
た
技
巧
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
技
巧
の
個
別
的
具
象
形

と
し
て
は
、
他
に
文
字
体
系
の
複
数
使
用
の
形
式
や
そ
の
混
用
に
あ
た

っ
て
の
工
夫
、
句
読
点
・
傍
線
・
綱
掛
け
・
括
弧
・
色
違
え
・
沫
消
符

号
の
使
用
、
文
字
位
置
の
変
化
、
二
次
元
空
間
の
効
果
的
な
配
置
、
そ

の
他
に
「
？
」「
！
」「
―
―
」「
…
…
」「
〜
」「
◦
」「
・
」「
▽
」

「
♥
」
と
い
っ
た
記
号
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
非
文
字
」
の
個
別
的

具
象
形
で
、「
非
文
字
の
し
る
し

4

4

4

」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
非
文
字
の
し
る
し

4

4

4

」
は
、
見
れ
ば
そ
れ
と
分
る
た
め
容
易
に
認
識
で

き
る
も
の
で
あ
り
、
語
単
位
・
文
単
位
・
文
章
単
位
に
お
い
て
使
用
さ

れ
る
。
な
お
数
が
「
文
字
」
か
「
非
文
字
」
か
に
つ
い
て
は
、「
文

字
」
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ
は
「
数
字4

」
と
い
わ

れ
、「
漢
数
字
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
言
語
本
体
を
数
も
担
っ
て
い

る
と
判
断
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
を
一
覧
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
を
「
別
紙
２
」
と

し
て
本
稿
末
に
載
せ
て
お
く
。
Ｈ
氏
の
手
紙
の
末
に
は
、〝
学
問
は
進

歩
し
ま
す
。
現
実
の
日
本
語
が
、
世
界
の
言
語
が
、
も
っ
と
良
く
、
簡

潔
に
説
明
で
き
る
理
論
が
、
必
要
で
す
。〟
と
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し

た
学
問
を
進
歩
さ
せ
る
試
み
の
一
端
と
い
え
る
も
の
を
本
稿
で
示
す
こ

と
が
で
き
て
い
た
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
（
ま
さ
き
・
よ
し
ひ
ろ　

昭
和
50
年
度
成
城
大
学
大
学
院　
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学
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科　

国
文
学
専
攻
・
博
士
課
程
修
了
）
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