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「
字
体
」
考

正

木

好

弘

一
　

学
問
の
目
ざ
す
べ
き
目
的
の
一
つ
は
、
定
義
を
よ
り
明
晰
か
つ
判
明

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
明
晰
と
は
、
曖
昧
さ
を
含
ま
な
い
こ
と
。
そ
し

て
判
明
と
は
、
他
と
し
っ
か
り
区
別
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で

気
に
な
っ
て
い
る
語
が
あ
る
。
そ
れ
が
漢
字
の
「
字
体
」
で
あ
る
。

「
字
体
」
は
「
音
韻
」
に
対
置
さ
れ
る
抽
象
的
な
観
念
だ
と
さ
れ
る
か

と
思
う
と
、
具
体
的
な
字
形
に
用
い
ら
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
か
と
思

う
と
、〔
イ
〕『
広
辞
苑　

第
七
版
』（
二
〇
一
八
年　

岩
波
書
店
刊
）

で
は
、〝
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
文
字
と
区
別
さ

れ
る
特
徴
的
な
形
。
一
つ
の
字
に
つ
い
て
も
、
字
画
の
違
い
に
よ
っ
て
、

新
字
・
旧
字
、
正
字
・
俗
字
な
ど
と
区
別
す
る
。〟
な
ど
と
定
義
し
て

い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
他
の
文
字
と
区
別
」
が
、「
一
つ
の
字
」
な
の

か
ど
う
か
の
判
断
が
字
体
で
可
能
か
ど
う
か
の
言
及
が
な
く
明
晰
で
な

い
。
そ
れ
の
言
及
が
な
い
ま
ま
に
「
一
つ
の
字
」
の
内
部
の
差
を
指
摘

す
る
の
は
判
明
さ
を
欠
く
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
し
て
お
い
て
は

い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

こ
と
と
し
た
。
作
業
と
し
て
は
、
国
語
辞
典
に
お
け
る
定
義
、
学
会
編

纂
の
辞
典
で
の
定
義
、
そ
し
て
行
政
庁
編
纂
の
書
籍
な
ど
で
の
定
義
を

点
検
し
た
う
え
で
、
私
見
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。

二
　

ま
ず
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る
他
の
国
語
辞
典
の
「
字
体
」
の
定
義

を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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〔
ロ
〕�『
学
研　

現
代
国
語
辞
典　

初
版
』（
金
田
一
春
彦
編
、
一
九

九
四
年　

学
習
研
究
社
刊
）

①�

発
音
・
意
味
・
用
法
な
ど
を
同
じ
く
す
る
、
二
種
類
以
上

の
異
な
っ
た
文
字
が
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
が
も

つ
形
。
新
字
体
・
旧
字
体
な
ど
。

②
〔
俗
に
〕
書
体
。

〔
ハ
〕『
新
潮
国
語
辞
典
―
現
代
語
・
古
語
―
第
二
版
』

（
山
田
俊
雄
・
築
島
裕
・
小
林
芳
規
・
白
藤
禮
幸
編
修
、
一
九

九
五
年　

新
潮
社
刊
）

文
字
の
基
準
と
な
る
か
た
ち
。
書
体
。
書
道
の
楷
書
（
カ
イ

シ
ョ
）
体
・
行
書
体
な
ど
。

〔
ニ
〕�『
明
鏡
国
語
辞
典　

携
帯
版
』（
北
原
保
雄
編
、
二
〇
〇
三
年　

大
修
館
書
店
刊
）

①�

発
音
・
意
味
・
用
法
な
ど
を
同
じ
く
す
る
文
字
が
二
種
以

上
あ
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
が
も
つ
形
。
新
字
体
・

旧
字
体
、
本
字
・
正
字
・
俗
字
な
ど
の
形
。

②
書
体
。

〔
ホ
〕�『
三
省
堂
国
語
辞
典　

第
六
版
』（
見
坊
豪
紀
・
金
田
一
京

助
・
金
田
一
春
彦
・
柴
田
武
・
市
川
孝
・
飛
田
良
文
編
、
二

〇
〇
八
年　

三
省
堂
刊
）

①�

一
つ
の
文
字
の
、
点
や
線
で
で
き
た
ま
と
ま
り
の
あ
る
形
。

（
ふ
つ
う
、
漢
字
に
つ
い
て
言
う
）「
新
―
（
↔
旧
字
体
）」

⇨
：
書
体
。

②
文
字
の
書
き
ぶ
り
。
書
風
。「
奇
妙
（
キ
ミ
ョ
ウ
）
な
―
」

〔
へ
〕�『
岩
波　

国
語
辞
典　

第
７
版　

新
版
』（
西
尾
実
・
岩
淵
悦

太
郎
・
水
谷
静
夫
編
、
二
〇
一
一
年　

岩
波
書
店
刊
）

文
字
の
形
▽
「
体
」
と
「
體
」
と
は
、
同
じ
字
で
字
体
が
違

う
と
言
う
。
ま
た
、
楷
書
（
か
い
し
ょ

）・
行
書
・
草
書
の
別
、
活

字
の
明
朝
（
み
ん
ち

ょ
う

）・
ゴ
シ
ッ
ク
の
別
な
ど
に
つ
い
て
も
言
う
。

→
し
ょ
た
い
（
書
体
）

〔
ト
〕�『
新
明
解
国
語
辞
典　

第
七
版
』（
山
田
忠
雄
・
柴
田
武
・
酒

井
憲
二
・
倉
持
保
男
・
山
田
明
雄
・
上
野
善
道
・
井
島
正

博
・
笹
原
宏
之
編
、
二
〇
一
二
年　

三
省
堂
刊
）

同
一
の
語
ま
た
は
語
の
部
分
を
表
わ
す
文
字
に
つ
い
て
考
え

ら
れ
る
、
幾
つ
か
の
違
っ
た
形
の
一
つ
。〔
狭
義
で
は
、
漢

字
の
抽
象
化
さ
れ
た
そ
れ
を
指
す
〕〔
書
体
㊀
Ⓐ
Ⓑ
の
ほ
か
、

漢
字
の
正
体
セ
イ
タ
イ

と
異
体
字
の
別
や
、
か
な
の
正
体
・
異
体
・

変
体
の
別
、
活
字
体
の
ロ
ー
マ
ン
体
・
イ
タ
リ
ッ
ク
体
・
ブ

ラ
ッ
ク
体
の
別
も
字
体
の
相
違
に
帰
す
〕

〔
ロ
〕〔
ニ
〕
は
、
定
義
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
。
し
か
し
、
そ
の
定
義
①
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は
「
字
形
」
の
も
の
で
し
か
な
く
明
晰
で
な
い
。
さ
ら
に
②
で
〝
書

体
〟
と
し
て
も
使
わ
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
判
明
と
は
い
え
な
い
。

〔
へ
〕
の
〝
文
字
の
形
〟
と
い
う
定
義
は
、
ま
さ
に
「
字
形
」
の
こ
と

で
し
か
な
い
。
さ
ら
に
〔
へ
〕
の
〝「
体
」
と
「
體
」
と
は
、
同
じ
字

で
字
体
が
違
う
と
言
う
〟
は
妥
当
と
し
て
も
、〝
楷
書
（
か
い

し
ょ

）・
行
書
・

草
書
の
別
、
活
字
の
明
朝
（
み
ん
ち

ょ
う

）・
ゴ
シ
ッ
ク
の
別
な
ど
に
つ
い
て
も

言
う
〟
は
、
同
じ
字
の
書
き
方
の
種
類
で
あ
っ
て
、〔
ロ
〕〔
ニ
〕
と
同

じ
く
「
書
体
」
と
混
同
し
て
い
る
。〔
ホ
〕
の
①
で
の
〝
一
つ
の
文
字

の
、
点
や
線
で
で
き
た
ま
と
ま
り
の
あ
る
形
〟
の
定
義
は
「
一
つ
の
文

字
」
の
一
部
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
表
現

で
、
明
晰
で
も
判
明
で
も
な
い
。
し
か
も
②
と
し
て
〝
文
字
の
書
き
ぶ

り
。
書
風
。〟
を
も
「
字
体
」
と
し
て
い
る
の
は
判
明
で
な
く
し
て
い

る
。〔
ト
〕
の
〝
同
一
の
語
ま
た
は
語
の
部
分
を
表
わ
す
文
字
に
つ
い

て
考
え
ら
れ
る
幾
つ
か
の
違
っ
た
形
の
一
つ
〟
の
定
義
も
「
字
形
」
の

こ
と
で
し
か
な
い
。
た
だ
〝
狭
義
で
は
、
漢
字
の
抽
象
化
さ
れ
た
そ
れ

を
指
す
〟
と
追
記
し
て
い
る
部
分
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
抽
象

化
」
の
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
さ
ら
に

〝
書
体
〟
も
〝
字
体
の
相
違
に
帰
す
〟
と
し
て
い
る
の
は
判
明
さ
を
欠

く
。〔
ハ
〕
の
〝
文
字
の
基
準
と
な
る
か
た
ち
〟
は
好
ま
し
い
定
義
か

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
基
準
と
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
に
問
題

が
あ
る
。
さ
ら
に
、「
書
体
」
を
同
義
と
し
て
い
る
点
は
判
明
さ
を
欠

き
問
題
で
あ
る
。〔
イ
〕
の
〝
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

他
の
文
字
と
区
別
さ
れ
る
特
徴
的
な
形
〟
の
定
義
は
一
番
好
ま
し
い
定

義
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
形
が
具
象
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ

て
い
て
い
い
の
か
に
問
題
が
あ
り
、
明
晰
さ
を
欠
く
。

三
　

さ
ら
に
学
会
編
纂
の
辞
典
で
の
「
字
体
」
の
定
義
を
見
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

〔
Ａ
〕�『
国
語
学
辞
典　

訂
正
15
版
』（
国
語
学
会
編
、
一
九
六
七
年　

東
京
堂
出
版
刊
、
日
下
部
文
夫
執
筆
担
当
項
目
）

（
1
）�

ひ
と
そ
ろ
い
の
文
字
に
通
じ
た
字
形
の
様
式
で
、
大
篆
、

小
篆
、
隷
書
、
楷
書
、
行
書
、
草
書
、
筆
写
体
の
お
家

流
、
勘
亭
流
、
活
字
体
の
明
朝
、
清
朝
、
宋
朝
、
ゴ
ヂ
、

あ
る
い
は
ロ
ー
マ
ン
、
イ
タ
リ
ッ
ク
、
ボ
ー
ル
ド
、
ゴ

チ
（
サ
ン
セ
リ
フ
）、
ス
ク
リ
プ
ト
、
そ
れ
か
ら
飾
り
文

字
、
個
人
の
筆
跡
に
見
る
特
徴
な
ど
を
含
む
。
基
本
字

形
か
ら
の
逸
脱
が
ひ
と
そ
ろ
い
の
文
字
全
体
を
通
じ
て

規
則
正
し
く
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
一
種
の
字
体
を
構
成
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す
る
。

（
2
）�

一
字
の
変
種
。
基
準
に
な
る
も
の
を
正
体
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
対
す
る
俗
体
、
異
体
、
略
体
、
ま
た
誤
字
が
そ

れ
に
当
る
。

〔
Ｂ
〕�『
国
語
学
大
辞
典　

初
版
』（
国
語
学
会
編
、
一
九
八
〇
年　

東
京
堂
出
版
刊
、
山
田
俊
雄
執
筆
担
当
項
目
）

◦�

文
字
の
形
の
基
準
。
具
体
的
に
筆
記
具
を
用
い
て
物
の
面

に
書
い
た
り
彫
っ
た
り
し
た
痕
跡
を
字
形
と
し
て
区
別
す

る
な
ら
ば
、
音
韻
と
音
声
と
の
区
別
に
お
け
る
音
韻
に
擬

せ
ら
れ
る
の
が
字
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
字
形
が
、
現

実
的
・
個
別
的
な
、
そ
の
都
度
多
少
の
差
の
生
ず
る
現
象

で
あ
る
に
対
し
て
、
字
体
は
、
抽
象
的
・
普
遍
的
で
社
会

的
に
一
定
し
て
い
る
観
念
で
あ
っ
て
、
通
常
は
手
書
き
の

字
形
の
手
本
に
な
る
活
字
の
形
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
。

厳
格
に
い
え
ば
、
活
字
で
も
、
誤
刻
・
欠
損
が
な
い
わ
け

で
は
な
く
、
誤
植
も
免
れ
な
い
か
ら
、
正
当
に
選
ば
れ
た

完
全
な
活
字
の
痕
跡
（
字
形
）
の
示
す
形
か
ら
解
釈
さ
れ

る
観
念
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

◦�

書
体
的
変
容
も
高
度
の
観
念
と
し
て
存
在
し
う
る
も
の
で

あ
る
。

◦�

字
体
に
は
静
態
的
な
断
層
的
・
孤
立
的
な
面
と
、
動
態

的
・
連
続
的
・
照
応
的
な
面
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
い
い

か
え
る
と
、
あ
る
字
に
つ
い
て
一
つ
の
書
体
も
し
く
は
書

風
（
流
派
的
・
作
家
的
付
加
特
徴
）
の
伴
う
そ
れ
ぞ
れ
の

場
合
に
つ
き
個
別
的
に
小
範
囲
で
字
体
を
扱
う
こ
と
が
で

き
る
一
方
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
書
体
・
書
風
を
包
含
し

つ
つ
、
広
範
囲
に
そ
の
相
互
の
連
関
に
お
い
て
成
り
立
っ

て
い
る
同
一
字
の
字
体
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

通
常
、
一
字
の
字
体
は
構
造
上
の
示
差
的
特
徴
を
堅
確
に

保
持
し
て
い
て
、
漢
字
・
仮
名
・
ロ
ー
マ
字
の
各
文
字
系

列
の
有
す
る
固
有
の
字
風
と
し
て
好
ま
し
い
均
衡
・
調
和

を
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
備
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
字
形
実
現
に
当
た
っ
て
自
然

で
能
率
的
な
筆
順
も
字
体
の
観
念
に
含
ま
れ
る
が
、
漢
字

な
ど
で
は
構
造
に
つ
い
て
の
発
生
学
的
解
釈
が
尊
重
さ
れ

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
字
の
筆
順
が
唯
一
無
二
で
な
い
こ

と
が
あ
る
。

◦�

厳
格
に
文
字
通
り
に
い
え
ば
、
異
体
字
と
は
、
異
な
る
字
体

に
よ
る
互
い
に
異
な
る
字
形
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
さ
す
こ

と
に
な
る
。
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◦�

同
一
字
体
に
も
と
づ
く
字
形
上
に
認
め
ら
れ
る
変
種
は
、

す
べ
て
、
異
形
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

◦�
異
体
と
は
、
表
音
・
表
意
の
機
能
の
上
で
同
一
で
、
し
か

も
同
一
文
脈
に
お
け
る
同
一
位
置
に
お
い
て
相
互
代
替
の

可
能
な
関
係
に
あ
る
別
の
字
体
に
も
と
づ
く
文
字
を
さ
す
。

た
と
え
ば
「
異
」
と
「

」、「
無
」
と
「
无
」、「
等
」
と

「
才
」
と
の
関
係
の
如
き
で
あ
る
。

◦�

新
し
い
字
体
の
成
立
の
過
程
は
、
一
般
に
言
語
史
上
に
観

察
さ
れ
る
規
範
の
交
替
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
し
か
し
、
文
字
制
度
、
こ
と
に
漢
字
の
文
字
制
度
は
、

そ
の
言
語
社
会
の
成
員
の
個
体
別
の
能
力
差
の
は
げ
し
い

と
こ
ろ
に
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
字
体
は
、
字
形
の
影

響
を
受
け
て
か
な
り
動
揺
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、

字
体
統
一
の
施
策
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た

他
方
、
字
書
の
内
容
と
し
て
視
覚
的
に
固
定
し
て
伝
承
さ

れ
る
故
に
、
自
然
的
な
変
化
を
辿
ら
な
い
で
、
超
越
的
な

規
範
が
行
わ
れ
る
と
い
う
一
面
を
も
つ
。

〔
Ｃ
〕�『
日
本
語
学
大
辞
典　

初
版
』（
日
本
語
学
会
編
、
二
〇
一
八

年　

東
京
堂
出
版
刊
、
犬
飼
隆
執
筆
担
当
項
目
）

◦�

人
は
個
々
の
字
の
形
を
脳
内
に
観
念
と
し
て
記
憶
し
て
い

る
。
そ
の
標
準
と
な
る
形
を
「
字
体
」
と
呼
ぶ
。
声
で
話

す
言
語
に
な
ぞ
ら
え
る
と
音
韻
に
あ
た
る
。

◦�

少
し
ず
つ
違
っ
て
い
て
も
、
あ
る
言
語
に
お
い
て
同
じ
字
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
あ
る
。
そ
れ
が
字
体
で
あ
る
。

◦�

実
現
し
得
る
字
形
の
な
か
の
美
し
く
整
っ
た
典
型
を
人
は

字
体
と
認
識
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

◦�

「
書
体
」
は
字
形
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
が
、
文
字
列
全

体
に
わ
た
る
統
一
的
な
平
面
デ
ザ
イ
ン
を
さ
す
。

◦�

異
体
字
は
「
無
」
と
「
无
」
の
よ
う
に
字
体
が
異
な
っ
て

も
表
語
機
能
に
お
い
て
同
一
の
も
の
を
さ
す
が
、
字
形
の
近

似
し
た
異
体
字
の
使
い
分
け
が
問
題
に
な
る
と
き
が
あ
る
。

◦�

「
文
字
素
」
と
い
う
概
念
を
た
て
、
字
の
形
が
実
現
す
る
段

階
を
「
文
字
素
→
字
体
→
字
形
」
の
よ
う
に
設
定
す
る
提

案
が
あ
る
。

「
冨
」
は
「
富
」
と
同
一
文
字
素
で
異
体
字
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
、
文
字
素
と
い
う
語
は
字
体
の
部
分
的
要

素
を
想
定
さ
せ
る
の
で
、
そ
の
定
義
の
術
語
と
調
整
し
て

使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

◦�
字
体
の
構
成
要
素
を
定
義
す
る
術
語
が
必
要
で
あ
る
。
音

韻
論
に
お
い
て
、
音
節
を
子
音
と
母
音
の
組
み
合
わ
せ
と
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し
て
と
ら
え
、
子
音
・
母
音
を
示
差
特
徴
（
弁
別
特
徴
と

も
）distinctive�features

の
束
と
し
て
と
ら
え
る
。
同
様

に
、
字
体
を
何
ら
か
の
構
成
要
素
に
分
析
し
て
と
ら
え
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
漢
字
の
よ
う
な
表
語
文
字
を
対
象

に
と
る
と
き
は
、
そ
の
有
効
性
が
明
ら
か
で
あ
る
。

〔
Ａ
〕
で
は
（
１
）
に
〝
ひ
と
そ
ろ
い
の
文
字
に
通
じ
た
字
形
の
様

式
〟
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
様
式
」
は
〝
大
篆
、
小
篆
、
隷
書
、
楷

書
、
行
書
、
草
書
、
筆
写
体
の
お
家
流
、
勘
亭
流
、
活
字
体
の
明
朝
、

清
朝
、
宋
朝
、
ゴ
ヂ
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
ン
、
イ
タ
リ
ッ
ク
、
ボ
ー
ル

ド
、
ゴ
チ
（
サ
ン
セ
リ
フ
）、
ス
ク
リ
プ
ト
、
そ
れ
か
ら
飾
り
文
字
、

個
人
の
筆
跡
に
見
る
特
徴
な
ど
を
含
む
。〟
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

漢
字
に
か
か
わ
る
も
の
は
歴
史
的
に
変
化
し
た
書
体
を
列
記
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
や
飾
り
文
字
、
個
人
の
筆
跡
に
見
る
特

徴
に
か
か
わ
る
も
の
は
現
代
の
様
々
な
書
体
の
列
記
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
字
体
の
定
義
と
は
い
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
は
〝
基
本
字
形
か
ら
の
逸
脱
が
ひ
と
そ
ろ
い
の
文
字
全
体
を
通
じ

て
規
則
正
し
く
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
一
種
の
字
体
を
構
成
す
る
。〟
と

い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る

「
基
本
字
形
」
と
い
う
語
に
は
注
目
す
る
が
、
そ
れ
が
字
体
と
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
の
ほ
う
に
字
体

を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
書
体
」
と
呼
ぶ
べ
き
も

の
な
の
で
は
な
い
か
。（
2
）
の
〝
一
字
の
変
種
〟
に
つ
い
て
は
、〝
基

準
に
な
る
も
の
を
正
体
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
俗
体
、
異
体
、
略

体
、
ま
た
誤
字
が
そ
れ
に
当
る
。〟
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
字
体
は

「
変
種
」
こ
そ
が
該
当
す
る
も
の
で
、「
基
準
に
な
る
も
の
」
は
該
当
し

な
い
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
不
正
確
な
記
述
で
あ
る
。

〔
Ｂ
〕
で
は
、〔
Ａ
〕
と
は
次
元
の
異
な
る
記
述
が
詳
し
く
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
注
目
す
べ
き
記
述
が
多
い
。
字
体
の
定
義
と
し
て
は
、

〝
具
体
的
に
筆
記
具
を
用
い
て
物
の
面
に
書
い
た
り
彫
っ
た
り
し
た
痕

跡
を
字
形
と
し
て
区
別
す
る
な
ら
ば
、
音
韻
と
音
声
と
の
区
別
に
お
け

る
音
韻
に
擬
せ
ら
れ
る
の
が
字
体
で
あ
る
。〟
と
い
う
指
摘
は
妥
当
で

あ
る
。
さ
ら
に
、〝
字
形
が
、
現
実
的
・
個
別
的
な
、
そ
の
都
度
多
少

の
差
の
生
ず
る
現
象
で
あ
る
に
対
し
て
、
字
体
は
、
抽
象
的
・
普
遍
的

で
社
会
的
に
一
定
し
て
い
る
観
念
〟
と
さ
れ
て
い
る
点
も
お
お
む
ね
妥

当
と
い
え
る
。
あ
え
て
「
お
お
む
ね
」
と
す
る
の
は
、
音
韻
も
そ
う
で

あ
ろ
う
が
、
心
理
的
実
在
と
し
て
の
字
体
も
個
々
人
の
置
か
れ
た
環
境

の
中
で
身
に
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
必

ず
し
も
「
普
遍
的
で
社
会
的
に
一
定
し
て
い
る
」
と
は
い
い
が
た
い
面

が
あ
る
。
そ
の
観
念
そ
の
も
の
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
は

個
人
個
人
で
差
が
あ
り
う
る
も
の
で
あ
る
。「
字
体
」
そ
の
も
の
に
個
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人
差
が
あ
り
、
不
確
定
要
素
も
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
字
形
の
揺
れ

の
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
個
人
的
な
も
の
が
、
も
と

も
と
そ
の
人
が
置
か
れ
た
社
会
環
境
の
中
で
学
習
し
て
身
に
つ
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
た
め
、
他
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
用
い

る
こ
と
も
可
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
字
体
に
も
個
人
レ
ベ
ル

の
も
の
と
、
社
会
レ
ベ
ル
の
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
は

な
い
か
。
し
か
も
、
そ
の
社
会
レ
ベ
ル
の
字
体
に
も
地
域
差
や
位
相
差

な
ど
が
あ
り
、
一
定
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
だ
か
ら
社
会
レ
ベ

ル
の
も
の
は
、
個
人
レ
ベ
ル
の
も
の
よ
り
も
と
ら
え
に
く
く
多
様
な
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
「
字
体
統
一
の
施
策
」
が
必
要
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
〝
通
常
は
手
書
き
の
字
形

の
手
本
に
な
る
活
字
の
形
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
。〟
と
い
う
内
容
は

不
適
切
と
判
断
す
る
。
そ
れ
は
現
代
に
お
け
る
状
況
を
述
べ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
代
人
の
字
体
観
念
の
多
く
は
、
た
し
か
に

活
字
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
活
字
に
支
配
さ
れ
て
い

な
い
手
書
き
中
心
の
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
〝
手
書
き
の
字
形
の
手
本
に
な
る
活
字
〟
と
あ
る
が
、
手

書
き
字
形
と
活
字
の
字
形
は
別
々
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
た
〝
文
字
の
形
の
基
準
。〟
は
、

定
義
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
。「
基
準
」
と
は
、
も
の
ご
と
の
判
断

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
条
件
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
件
を

満
た
す
も
の
を
指
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
字
体
の
定
義
と
し
て

は
、
こ
の
項
目
の
執
筆
担
当
者
も
か
か
わ
っ
て
い
る
〔
ハ
〕
の
「
字

体
」
で
、〝
文
字
の
基
準
と
な
る
か
た
ち
。〟
の
ほ
う
が
、
問
題
を
含
み

不
十
分
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
ふ
さ
わ
し
い
。
語
の
順
番
の
問
題

で
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
定
義
と
し
て
は
大
い
に
異
な
る
も
の
に

な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。〔
Ｂ
〕
で
は
〝
書
体
的
変
容
も
高
度

の
観
念
と
し
て
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
。〟
と
し
て
、
書
体
に
つ
い

て
の
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
字
体
」
と
し
て
定
義
さ
れ
た

本
体
と
ど
う
関
係
づ
け
ら
れ
る
も
の
か
の
十
分
な
説
明
が
な
い
。
ま
た
、

「
書
風
」「
字
風
」「
筆
順
」「
異
体
字
」「
字
体
統
一
の
施
策
」
へ
の
言
及

も
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
〝
文
字
の
基
準
と
な
る
か
た
ち
〟
の
内
部

で
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
こ
と
は
説
明
不
十
分
で
は
な
い
か
。

〔
Ｃ
〕
も
か
な
り
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
。
ま
ず
、〝
人
は
個
々
の
字

の
形
を
脳
内
に
観
念
と
し
て
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
標
準
と
な
る
形
を

「
字
体
」
と
呼
ぶ
。
声
で
話
す
言
語
に
な
ぞ
ら
え
る
と
音
韻
に
あ
た

る
。〟
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
〔
Ｂ
〕
を
ふ
ま
え
て
い
る
と

い
え
る
。
た
だ
「
標
準
と
な
る
形
」
だ
け
が
字
体
な
の
か
に
疑
問
が
残

る
。〝
少
し
ず
つ
違
っ
て
い
て
も
、
あ
る
言
語
に
お
い
て
同
じ
字
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
あ
る
。
そ
れ
が
字
体
で
あ
る
。〟
と
も
し
て
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い
る
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
は
、
別
の
術
語
を
用
意
す
べ
き
で
は

な
い
か
。〝
実
現
し
得
る
字
形
の
な
か
の
美
し
く
整
っ
た
典
型
を
人
は

字
体
と
認
識
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。〟
と
い
う
記
述
も
あ
る
が
、

必
ず
し
も
「
美
し
く
整
っ
た
典
型
」
と
し
て
字
体
を
認
識
し
て
い
る
か

は
疑
問
で
あ
る
。
人
の
字
体
認
識
は
、
実
は
か
な
り
漠
然
と
し
た
も
の

な
の
で
は
な
い
か
。「
書
体
」
に
つ
い
て
は
、〝
字
形
に
か
か
わ
る
概
念

で
あ
る
が
、
文
字
列
全
体
に
わ
た
る
統
一
的
な
平
面
デ
ザ
イ
ン
を
さ

す
。〟
と
し
て
い
る
が
、
単
体
と
し
て
の
文
字
の
字
体
に
相
当
す
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
う

言
い
切
っ
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
体
と
し
て
書
か
れ
た
文
字
に

つ
い
て
も
書
体
は
認
識
可
能
で
は
な
い
か
。
こ
の
〔
Ｃ
〕
で
は
、〝
字

体
と
字
形
の
連
続
性
〟〝
字
体
の
部
分
と
連
鎖
〟〝
字
体
を
構
成
す
る
要

素
〟
と
見
出
し
を
掲
げ
た
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、「
異

体
字
」「
文
字
素
」「
字
体
の
構
成
要
素
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
ら
の
位
置
づ
け
は
不
十
分
な
ま
ま
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。四

行
政
庁
編
纂
の
書
籍
な
ど
と
し
て
、
次
の
〔
Ｄ
〕〔
Ｅ
〕
を
取
り
上

げ
る
。

〔
Ｄ
〕
雑
誌
『
日
本
語
学
』
二
〇
一
六
年
十
一
月
特
大
号
掲
載
論
文
、

佐
藤
栄
作
の
〝「
字
体
」
と
「
手
書
き
の
字
形
」
―
字
体
研
究
と
「
常

用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
（
報
告
）』
―
〟。
こ
れ
は
行

政
庁
編
纂
の
書
籍
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』
や
『
小
学
校
指
導
書
国

語
編
』『
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
（
報
告
）』
な
ど

の
内
容
に
つ
い
て
論
評
し
、
筆
者
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

◦�

抽
象
的
な
理
念
形
で
あ
る
字
体
に
対
し
て
具
体
的
な
実
現
形
が

字
形
で
あ
る
か
ら
、「
手
書
き
の
字
形
」
と
は
、「
手
書
き
」
と

い
う
行
為
に
よ
っ
て
実
現
し
た
字
の
形
状
」
と
な
ろ
う
。

◦�

「
常
用
漢
字
表
」
の
考
え
方
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
手
薄
だ
っ
た

「
筆
写
」
す
な
わ
ち
「
手
書
き
の
字
形
」
に
つ
い
て
手
厚
く
し

た
の
が
今
回
の
「
指
針
」
で
あ
る
。

◦�

筆
者
は
、
漢
字
の
字
体
を
以
下
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。

⃝
�

字
体
は
、
構
成
要
素
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
り
、
構
成
要
素

は
、
基
本
点
画
（
基
本
筆
画
）
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
字
体
は
「
抽
象
的
理
念
形
」
で
あ
る
か
ら
、

構
成
要
素
に
も
基
本
点
画
に
も
、「
抽
象
的
理
念
形
」
が
存

在
す
る
と
考
え
て
い
る
。
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◦�

「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」（
一
九
七
七
年
七
月
告
示
）
に
以
下

の
記
述
が
あ
る
（
二
〇
〇
八
年
三
月
告
示
で
も
同
文
）。

　

漢
字
の
指
導
に
お
い
て
は
、
学
年
別
漢
字
配
当
表
に
示
す

漢
字
の
字
体
を
標
準
と
す
る
こ
と

「
字
体
を
標
準
と
す
る
」
が
気
に
な
る
。
こ
れ
に
関
わ
っ
て
、

同
じ
年
に
次
の
文
部
事
務
次
官
通
達
（
三
四
〇
号
）
が
あ
っ
た

（『
小
学
校
指
導
書
国
語
編
』（
一
九
七
八
）
よ
り
）。

　

学
年
別
漢
字
配
当
表
に
示
す
漢
字
の
字
体
を
標
準
と
し
て

指
導
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
こ
の
場
合
他
の
字
体

を
誤
り
と
す
る
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
こ
と

こ
こ
で
は
、「
他
の
字
体
」
と
あ
り
、「
常
用
漢
字
表
」
の
「
字

体
」
と
は
同
じ
語
義
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

字
体
は
抽
象
的
な
理
念
形
で
あ
る
か
ら
、
可
視
化
す
る
た
め
に

は
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
字
体
は
具

体
化
で
き
る
と
と
ら
え
、
さ
ら
に
具
体
化
し
た
も
の
が
字
体
で

あ
る
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
、「
学

年
別
漢
字
配
当
表
」
の
手
書
き
風
の
字
形
を
「
標
準
字
体
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。

◦�

本
稿
筆
者
の
考
え
る
理
想
の
「
字
形
一
覧
」
は
、
全
二
一
三
六

字
の
字
形
を
挙
げ
ず
、
字
体
を
構
成
す
る
構
成
要
素
を
決
定
し
、

そ
の
実
現
幅
（
位
置
に
よ
る
変
形
な
ど
）
を
示
す
に
と
ど
め
る
。

◦�

本
稿
筆
者
の
理
想
の
「
字
形
一
覧
」
は
、「
構
成
要
素
と
そ
の

実
現
幅
」
か
ら
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、「
字
体
一
覧
」
の

存
在
が
前
提
と
な
る
。
し
か
し
「
字
体
一
覧
」
の
確
定
は
た
や

す
い
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
論
文
で
は
、〝
字
体
は
「
抽
象
的
理
念
形
」
で
あ
る
か
ら
、
構

成
要
素
に
も
基
本
点
画
に
も
、「
抽
象
的
理
念
形
」
が
存
在
す
る
と
考

え
て
い
る
。〟
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
抽
象
的
理
念
形
」
と
字
体
を
と

ら
え
て
い
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、〝
構
成
要
素
に
も
基
本
点

画
に
も
「
抽
象
的
理
念
形
」
が
存
在
す
る
〟
と
い
う
主
張
も
評
価
で
き

る
。
そ
の
う
え
で
行
政
庁
が
「
字
形
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
「
字
体
」

と
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
推
察
し
て
、〝
字
体
は
抽
象

的
な
理
念
形
で
あ
る
か
ら
、
可
視
化
す
る
た
め
に
は
具
体
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
字
体
は
具
体
化
で
き
る
と
と
ら
え
、
さ

ら
に
具
体
化
し
た
も
の
が
字
体
で
あ
る
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
〟
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
〝
学
年
別
漢
字
配
当
表
の
手
書
き

風
の
字
形
を
「
標
準
字
体
」
と
呼
ぶ
こ
と
〟
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
表
現
も
う
な
ず
け
る
。
そ
の
後
に
、〝「
構
成
要
素
と

そ
の
実
現
幅
」
か
ら
な
る
〟
と
す
る
〝
理
想
の
「
字
形
一
覧
」〟
の
記

述
が
あ
る
。
そ
の
部
分
の
記
述
で
〝
そ
の
た
め
に
は
、「
字
体
一
覧
」
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の
存
在
が
前
提
と
な
る
。〟
と
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
字

体
」
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
人
差
が
あ
り
、
不
確
定
要
素
も
は

ら
み
、
か
な
り
漠
然
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の

「
一
覧
」
作
成
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

「
常
用
漢
字
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
」
は
二
〇
一
六
年
二
月

に
報
告
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
書
籍
と
さ
れ
た
〔
Ｅ
〕
文
化
庁
編
『
常
用

漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
―
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
報

告
（
平
成
28
年
2
月
29
日
）
―
』（
二
〇
一
七
年　

三
省
堂
刊
）
を
見

る
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

◦�

文
字
を
文
字
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
骨
組
み
が
字
体
で
す
。

そ
れ
を
実
際
に
文
字
と
し
て
記
し
た
と
き
の
形
状
を
字
形
と
言

い
ま
す
。
同
じ
字
体
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
も
、
実
際
に
現
れ

る
字
形
は
様
々
で
す
。

◦�

様
々
に
肉
付
け
さ
れ
な
が
ら
も
同
じ
文
字
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
無
数
の
字
の
形
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
抜
き
出
せ
る
、
形
の
上
で

の
共
通
し
た
特
徴
が
そ
の
文
字
の
「
骨
組
み
」
＝
「
字
体
」
で

す
。
字
体
は
、
そ
の
字
で
あ
る
こ
と
を
満
た
す
上
で
の
形
状
に

関
す
る
条
件
で
あ
り
、
実
際
に
目
に
見
え
る
具
体
的
な
文
字
の

形
（
字
形
）
を
背
後
で
支
え
て
い
る
も
の
と
も
言
え
る
で
し
ょ

う
。
こ
の
よ
う
な
性
質
か
ら
字
体
は
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
、

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◦�

字
体
は
、
文
字
を
見
分
け
判
断
す
る
際
の
基
準
で
あ
り
、
書
か

れ
た
又
は
印
刷
さ
れ
た
字
形
が
、
文
字
と
し
て
社
会
的
に
通
用

す
る
か
ど
う
か
の
基
準
と
も
な
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
漢
字
を
用

い
る
社
会
全
体
で
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
情
報
を
伝
え
る
人
と
受
け
取
る
人
と
が
同
じ
字
体

を
共
有
し
て
い
れ
ば
、
情
報
の
伝
達
は
円
滑
に
行
わ
れ
ま
す
。

書
き
手
の
個
性
や
、
字
の
う
ま
さ
、
筆
記
用
具
な
ど
に
よ
り
、

字
形
は
千
差
万
別
で
あ
っ
て
も
、
字
体
が
共
有
さ
れ
て
い
れ
ば

情
報
交
換
が
可
能
で
す
。

◦�

「
字
体
」
と
は
、
同
じ
文
字
と
し
て
様
々
に
肉
付
け
さ
れ
た
数

多
い
個
別
の
文
字
の
形
状
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
共
通
し

た
特
徴
で
あ
り
、
文
字
の
具
体
的
な
形
状
を
背
後
で
支
え
て
い

る
抽
象
的
な
概
念
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
字
体
は
、
文
字
を

見
分
け
判
断
す
る
際
の
基
準
、
文
字
と
し
て
社
会
的
に
通
用
す

る
か
ど
う
か
の
基
準
と
し
て
、
社
会
全
体
で
共
有
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

◦�

手
書
き
文
字
、
印
刷
文
字
を
問
わ
ず
、
具
体
的
に
出
現
し
た

個
々
の
文
字
の
形
状
の
こ
と
を
「
字
形
」
と
言
う
。

◦�
字
体
を
基
に
具
現
化
さ
れ
た
字
形
に
は
、
一
定
の
特
徴
や
様
式
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が
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
文
字
に
施
さ
れ
た
一

定
の
特
徴
や
様
式
の
体
系
を
「
書
体
」
と
言
う
。

◦�
字
体
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
原
則
と
し
て
同
じ
音
訓
・
意
味
を

持
ち
、
語
や
文
章
を
書
き
表
す
際
に
文
脈
や
用
途
に
よ
っ
て
相

互
に
入
替
え
が
可
能
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
漢
字
の

集
合
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
「
字
種
」
と
言
う
。

◦�

「
通
用
字
体
」
と
は
、
現
在
、
社
会
で
最
も
広
く
使
わ
れ
て
い

て
、
今
後
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
字
体
で
あ
る
と
と
も

に
、
常
用
漢
字
表
が
採
用
し
て
い
る
字
体
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

◦�

「
異
体
字
」
と
は
、
同
じ
漢
字
と
し
て
通
用
し
て
も
、
字
体
が

異
な
る
も
の
を
言
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、〝
字
体
は
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。〟
と
か
〝
文
字
の
具
体
的
な
形
状
を
背
後
で
支
え
て
い

る
抽
象
的
な
概
念
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。〟
と
記
し
て
は
い
る
も
の

の
、「
抽
象
的
な
概
念
」
と
は
認
め
た
く
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。

そ
の
証
拠
に
、〔
Ｂ
〕
や
〔
Ｃ
〕
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
音
韻
」
と
の

対
応
に
は
全
く
言
及
さ
れ
ず
、
字
形
に
対
し
て
「
通
用
字
体

4

4

」
の
語
を

使
用
し
て
い
る
。
結
局
、
字
体
を
〝
社
会
全
体
で
共
有
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
望
ま
し
い
〟
基
準
を
示
す
も
の
と
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
レ
ベ
ル
の
字
体
の
と
ら
え
に
く
さ
を
解
消

す
る
た
め
の
施
策
と
し
て
「
通
用
字
体
」
と
称
す
る
基
準
に
す
る
も
の

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
政
庁
の
文
書
ら
し
さ
を

示
し
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
本
来
の
「
字
体
」
の
姿
を
示
し
た
も
の

と
は
い
え
な
い
。
字
体
を
「
文
字
の
骨
組
み
」
と
す
る
定
義
は
、「
字

体
」
が
視
覚
映
像
で
あ
る
た
め
に
あ
い
ま
い
で
、
言
葉
と
し
て
表
現
し

に
く
い
こ
と
の
た
と
え
な
ら
ば
う
な
ず
け
る
け
れ
ど
も
、
不
十
分
な
も

の
で
あ
る
。
た
だ
「
字
形
」「
書
体
」「
字
種
」「
異
体
字
」
の
定
義
は

評
価
で
き
る
。

五

以
上
、
国
語
辞
典
、
学
会
編
纂
の
辞
典
、
行
政
庁
編
纂
の
書
籍
な
ど

の
点
検
を
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
次

の
よ
う
な
点
で
あ
ろ
う
。

①�

国
語
辞
典
の
定
義
は
、
い
ず
れ
も
適
切
な
も
の
と
は
い
い
が
た

い
。
特
に
〔
ロ
〕〔
ニ
〕〔
ホ
〕
の
明
晰
で
も
判
明
で
も
な
い
定

義
は
問
題
で
あ
る
。

②�
学
会
編
纂
の
辞
典
の
記
述
は
詳
細
で
、
注
目
さ
れ
る
点
も
あ
る

が
、
不
適
切
な
点
も
散
見
す
る
。

③�

行
政
庁
編
纂
の
書
籍
に
つ
い
て
は
、
行
政
上
の
都
合
が
前
面
に
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出
て
い
て
、
不
十
分
な
点
が
あ
る
。

④�

「
字
体
」
は
「
抽
象
的
な
も
の
」
な
の
か
「
具
体
的
な
も
の
」

な
の
か
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

⑤�
「
字
体
」
と
「
音
韻
」
と
の
関
連
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

⑥�

〝
一
つ
の
字
〟
と
さ
れ
る
集
合
を
表
わ
す
術
語
と
し
て
、「
字

種
」
の
定
着
が
必
要
で
あ
る
。

⑦�

「
字
体
」
と
「
字
形
」
の
区
別
を
し
っ
か
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑧
「
字
体
」
と
「
書
体
」
の
区
別
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑨�

「
字
体
」
の
質
的
な
違
い
を
示
す
も
の
を
表
わ
す
術
語
が
不
足

し
て
い
る
。

⑩
「
字
体
を
構
成
す
る
要
素
」
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑪�

「
手
書
き
の
字
形
」
と
「
活
字
の
字
形
」
の
点
検
が
必
要
で
あ
る
。

⑫
「
字
体
」
と
「
書
風
」
の
区
別
も
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑬�

「
書
風
」
と
「
字
風
」
の
関
連
と
そ
の
位
置
づ
け
が
必
要
で
あ
る
。

⑭�

「
基
本
字
形
」「
通
用
字
体
」
と
い
わ
れ
る
も
の
の
名
称
の
点
検

が
必
要
で
あ
る
。

⑮
「
異
体
字
」
の
位
置
づ
け
の
必
要
が
あ
る
。

⑯�

「
筆
順
」
に
よ
る
字
形
の
変
容
を
ど
う
考
え
る
か
も
必
要
な
こ

と
が
ら
で
あ
る
。

⑰�

文
字
列
全
体
と
の
つ
な
が
り
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
場
合
を
ど

う
扱
う
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑱
「
字
体
統
一
の
施
策
」
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
私
見
を
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。

「
字
体
」
は
、〔
Ｂ
〕
で
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
〝
音
韻
と
音
声
と
の

区
別
に
お
け
る
音
韻
に
擬
せ
ら
れ
る
〟
も
の
で
あ
る
。
音
韻
は
聴
覚
に

よ
っ
て
脳
の
中
に
記
憶
さ
れ
た
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
字
体
は
視

覚
に
よ
っ
て
脳
の
中
に
記
憶
さ
れ
た
視
覚
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
共
に
心
象
で
あ
る
た
め
、
堅
確
な
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
不
確
定

要
素
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
目
安
と
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。

心
象
が
不
確
定
要
素
を
含
む
の
は
、
そ
れ
を
作
り
あ
げ
る
も
と
が
個
々

人
の
学
習
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
。
そ
の
人
の
学
習
環
境

と
の
関
係
で
、
心
象
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
に
な
る
も
の
で
も
あ
る
。

そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
字
体
が
有
効
に
働
く
の
は
、
社
会
集

団
の
中
で
そ
の
心
象
が
形
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
社
会
集
団

が
不
確
定
要
素
を
容
認
し
、
大
ま
か
に
字
体
を
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
社
会
集
団
の
内
部
で
は
、
そ
の
時
々
の
構
成
員
に
よ
っ
て
、
常

に
視
覚
イ
メ
ー
ジ
の
変
動
を
伴
い
な
が
ら
も
共
有
部
分
の
確
認
・
醸
成

が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
字
体
」
は
個
人
レ
ベ

ル
の
も
の
と
社
会
レ
ベ
ル
の
も
の
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
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う
は
い
っ
て
も
言
語
学
的
に
は
、
社
会
レ
ベ
ル
の
「
字
体
」
の
ほ
う
に

よ
り
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

〔
ロ
〕〔
ニ
〕〔
ホ
〕
な
ど
で
字
体
を
書
体
と
同
義
と
し
て
い
た
が
、

字
体
と
書
体
は
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
。
書
体
に
あ
た
る
も
の
は
字
体

を
分
類
し
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
字
体
を
分
類
し
た
も
の
に

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

の
、
書
体
と
し
て
の
篆
書
・
隷
書
・
楷
書
・
行
書
・
草
書
の
区
別
に
よ

る
も
の
、
さ
ら
に
は
正
体
・
異
体
と
い
わ
れ
る
も
の
や
筆
順
に
よ
る
形

の
変
化
に
よ
る
も
の
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
心
象
で

あ
っ
て
、
字
体
の
下
部
観
念
と
し
て
質
的
な
違
い
を
示
し
て
い
る
も
の

と
し
て
「
字
質
体
」
と
名
づ
け
た
い
。
あ
る
具
体
的
な
文
字
を
見
れ
ば
、

そ
れ
が
甲
骨
文
字
か
篆
書
か
隷
書
か
草
書
か
活
字
か
手
書
き
か
な
ど
と

い
う
こ
と
は
、
一
見
し
て
分
る
。
そ
れ
を
可
能
と
す
る
の
が
字
質
体
と

し
て
の
心
象
の
存
在
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
甲
骨
文
字
や
篆
書
・
隷

書
・
草
書
・
印
刷
や
手
書
き
な
ど
で
具
体
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
は
字

形
で
あ
る
。「
字
体
」
は
、
そ
う
し
た
質
的
な
違
い
も
捨
象
し
た
心
象

と
す
る
の
で
あ
る
。

〔
Ｅ
〕
の
「
通
用
字
体
」
と
い
う
も
の
は
字
体
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

そ
う
表
現
さ
れ
る
も
の
は
可
視
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
字
形
で
あ

る
。
一
九
八
〇
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
「
国

語
」
の
別
表
「
学
年
別
漢
字
配
当
表
」
に
「
字
体
」
と
し
て
示
さ
れ
た

手
書
き
風
の
も
の
は
、
社
会
レ
ベ
ル
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
示
さ
れ
た
字

形
で
し
か
な
い
。「
通
用
字
体
」
と
し
て
〔
Ｅ
〕
で
示
さ
れ
て
い
る
も

の
も
そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
、「
当
用
漢
字
字
体
表
」
や
「
常
用
漢
字

表
の
字
体
」
の
「
字
体
」
も
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
辞
書
な

ど
で
親
字
と
し
て
示
し
た
り
す
る
も
の
も
ま
た
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
こ

う
し
た
字
形
に
は
違
い
な
い
が
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
は

「
象
徴
字
形
」
と
呼
び
、
個
別
具
体
的
な
字
形
と
区
別
す
る
。〔
Ａ
〕
で

「
基
本
字
形
」
と
記
さ
れ
た
も
の
も
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
様
々
な
書
体
の
大
も
と
に
あ
た
る
も
の
な
ら

ば
、
そ
れ
は
「
字
体
」
で
あ
っ
て
、「
字
形
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の

「
象
徴
字
形
」
と
は
異
な
る
。

「
字
種
」
と
い
う
術
語
が
あ
る
。
志
村
和
久
は
「
漢
字
の
発
達
」

（『
漢
字
講
座
１　

漢
字
と
は
』
一
九
八
八
年　

明
治
書
院
刊　

所
収
）

に
お
い
て
、
こ
の
術
語
を
〝『
論
語
』
は
、
総
字
数
一
万
余
の
う
ち
、

字
種
と
し
て
一
五
一
二
〟
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
。
こ
の
字
種
の
用
法

は
異
な
り
字
数
を
表
わ
す
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、「
字
種
」
と

い
う
術
語
は
、
財
前
謙
の
『
字
体
の
は
な
し
―
超
「
漢
字
論
」
―
』

（
二
〇
一
〇
年　

明
治
書
院
刊
）
で
の
用
法
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
と
判

断
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、〝
漢
字
を
そ
の
形
で
は
な
く
、
意
味
と
読
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み
の
観
点
か
ら
と
ら
え
た
時
、
概
念
と
し
て
の
漢
字
そ
れ
ぞ
れ
を
字
種

と
い
い
、
こ
れ
を
形
で
と
ら
え
た
も
の
を
字
体
と
よ
ん
で
区
別
し
て
い

ま
す
〟
と
し
、〝
た
と
え
ば
、
と
も
に
「
サ
イ
」
と
読
み
、
形
も
よ
く

似
た
〈
斉
〉
と
〈
斎
〉
で
す
が
、
こ
れ
は
字
種
の
異
な
る
別
の
漢
字
で

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、〈
齊
〉
は
〈
斉
〉
の
旧
字
体
で
あ
り
、〈
齋
〉
は

〈
斎
〉
の
旧
字
体
で
す
。
つ
ま
り
、〈
齊
〉
と
〈
斉
〉、〈
齋
〉
と
〈
斎
〉

の
関
係
は
、
字
体
は
異
な
り
ま
す
が
、
字
種
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
じ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。〟
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
〔
Ｅ
〕
で

の
定
義
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。〔
Ｅ
〕
に
お
け
る
「
書
体
」「
字

種
」「
異
体
字
」
の
定
義
は
評
価
で
き
る
。
た
だ
「
異
体
字
」
に
つ
い

て
は
、
基
準
と
な
る
も
の
が
設
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば

〈
齊
〉
と
〈
斉
〉
や
〈
齋
〉
と
〈
斎
〉
で
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
異
体

字
で
は
な
く
、〈
斉
〉
や
〈
斎
〉
を
基
準
と
し
た
場
合
に
も
う
一
方
の

〈
齊
〉
や
〈
齋
〉
が
異
体
字
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
字
体
を
構
成
す
る
要
素
」
は
「
字
象
素
」
と
名
付
け
た
い
。「
字
象

素
」
は
字
体
の
構
成
要
素
と
し
て
観
念
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
」
も
の
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
も
心
象
で
あ
る
。
こ
の
心
象
が
可
視
化
さ
れ
れ
ば

「
字
象
素
形
」
と
な
る
。
そ
の
象
徴
形
は
「
象
徴
字
象
素
形
」
で
あ
る
。

〔
Ｃ
〕
で
「
文
字
素
」
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
〝「
冨
」
は

「
富
」
と
同
一
文
字
素
で
異
字
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
〟
と
い
う
説
を

紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
字
体
」
は
異
な
る
が
「
字
種
」

と
し
て
は
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

〔
Ｃ
〕
で
も
〝
文
字
素
と
い
う
語
は
字
体
の
部
分
的
要
素
を
想
定
さ
せ

る
の
で
、
そ
の
定
義
の
術
語
と
調
整
し
て
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。〟
と
記
さ
れ
て
い
た
。
私
は
「
文
字
素
」
は
「
字
種
」
に
あ
た
る

も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
字
体
の
部
分
的
要
素
と
し
て
使
用
す
べ
き
と

判
断
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
字
体
の
部
分
的
要
素
に
は
二
種
類
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
純
粋
に
形
を
表
わ
す
の
み

の
も
の
と
、
形
に
意
味
や
音
と
の
つ
な
が
り
の
認
め
ら
れ
る
も
の
の
二

種
類
で
あ
る
。「
文
字
素
」
と
い
う
表
現
で
は
、
こ
の
二
種
類
の
識
別

が
で
き
な
い
た
め
採
用
し
な
い
。〔
Ｄ
〕
で
は
そ
れ
を
〝
構
成
要
素
は
、

基
本
点
画
（
基
本
筆
画
）
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
〟
と
表
現
し
て
い

た
。
し
か
し
、「
構
成
要
素
」
に
は
音
や
意
味
と
の
つ
な
が
り
が
認
め

ら
れ
、
純
粋
に
形
を
分
解
し
て
得
ら
れ
る
基
本
点
画
と
は
異
な
る
点
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
純
粋
に
形
を
分
解
し
て
得
ら
れ
る
も
の
は
「
字
象

素
」
と
称
す
る
こ
と
と
し
た
。「
字
形
素
」
と
い
う
表
現
は
ど
う
か
と

思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
抽
象
的
な
観
念
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
を
欠
き
、
逆
に
個
別
具
体
的
な
字
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え

て
し
ま
う
。
そ
こ
で
「
字
象
素
」
と
し
た
。
一
方
、
形
に
音
や
意
味
と

の
つ
な
が
り
の
認
め
ら
れ
る
も
の
は
「
字
素
」
と
称
す
る
こ
と
と
し
た
。
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そ
の
う
ち
の
意
味
と
の
つ
な
が
り
の
あ
る
も
の
は
「
意
符
」
や
「
差
異

符
」
で
あ
る
。「
意
符
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
部
首
（
意
味
の
大
分
類
）」

に
あ
た
る
も
の
の
観
念
と
し
て
い
る
。「
差
異
符
」
は
、
そ
の
も
の
自

体
は
意
味
を
も
た
な
い
も
の
の
、
そ
れ
の
有
無
に
よ
っ
て
意
味
の
違
い

音や意味のつながりによる集合 形のつながりによる集合

部分 全体 部分 全体
　
　
　
　
　

�

字
素

　

字
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

字
象
素

　
　
　
　

字
体
―
字
質
体

心
象
＝
可
視
化
さ
れ
な
い
も
の

　
　
　
　
　

象
徴
字
素
形

　

象
徴
字
種
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

象
徴
字
象
素
形

　
　
　

象
徴
字
形
―
象
徴
字
質
形

象
徴
形

現
象
＝
可
視
化
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　

字
素
形

　

字
種
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　

字
象
素
形

　
　
　

字
形
―
字
質
形

個
別
具
体
形

象
徴
意
符
形

象
徴
音
符
形

象
徴
差
意
符
形

意
符
形

音
符
形

差
意
符
形

音とのつながり 意味とのつながり

意
符

音
符 差

意
符

� 素材としての漢字についての分類



46

を
生
み
出
す
も
の
を
示
す
観
念
と
す
る
。
ま
た
、
音
と
の
つ
な
が
り
が

あ
る
も
の
は
「
音
符
」。
こ
の
「
意
符
」「
差
異
符
」
や
「
音
符
」
の
可

視
化
さ
れ
た
も
の
は
、「
意
符
形
」「
差
異
符
形
」「
音
符
形
」
と
す
る
。

そ
れ
ら
の
象
徴
形
は
「
象
徴
意
符
形
」「
象
徴
差
異
符
形
」「
象
徴
音
符

形
」
で
あ
る
。

六

こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
た
も
の
は
、
漢
字
単
体
を
取
り
上
げ
た
も
の
で

あ
り
、
山
田
俊
雄
の
用
い
た
表
現
（「
国
語
学
に
お
け
る
文
字
の
研
究

に
つ
い
て
」
一
九
五
五
年
『
国
語
学
』
第
20
集
所
収
）
を
借
り
る
な
ら

「
素
材
と
し
て
の
文
字
」
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
図
示
し
た

も
の
を
載
せ
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
実
際
の
表
現
で
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
か
と

い
う
面
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
田
俊
雄
は
そ
れ
を

「
用
法
に
お
け
る
文
字
」
と
表
現
し
て
い
た
。
こ
ち
ら
に
は
様
々
な
区

別
が
あ
り
う
る
。
形
に
よ
る
区
別
、
意
味
に
よ
る
区
別
、
言
語
音
単
位

に
よ
る
区
別
、
規
範
に
よ
る
区
別
、
地
域
に
よ
る
区
別
、
位
相
に
よ
る

区
別
、
個
人
差
に
よ
る
区
別
、
省
略
の
度
合
い
に
よ
る
区
別
、
そ
れ
に

単
体
で
は
な
く
複
合
し
た
型
に
よ
る
区
別
等
が
そ
れ
で
あ
る
。「
書

風
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
用
法
に
お
け
る
文
字
」
に
関
す
る
術
語
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
集
合
の
特
徴
を
具
体
的
に
言
う
も
の
で
、

時
代
や
風
土
、
書
い
た
人
の
個
性
な
ど
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
形
に
よ
る

区
別
を
示
す
も
の
で
あ
る
。「
字
風
」
は
、「
書
風
」
が
文
字
集
合
の
特

徴
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
単
字
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
特
徴
を
い
う

も
の
で
あ
る
。
文
字
が
文
章
全
体
の
内
容
と
の
つ
な
が
り
で
考
え
る
必

要
が
あ
る
場
合
に
は
、「
書
則
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
た
い
。
そ
れ
は

文
字
列
を
実
現
す
る
上
で
の
何
ら
か
の
全
体
的
な
約
束
事
を
示
す
も
の

で
あ
る
。

「
字
体
統
一
の
施
策
」
と
い
う
の
も
、「
用
法
に
お
け
る
文
字
」
に
関

わ
る
事
柄
で
あ
る
。〔
Ｅ
〕
で
「
字
体
」
を
〝
骨
組
み
〟
と
説
明
し
、

〝
社
会
的
に
通
用
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
と
し
て
社
会
全
体
で
共
有
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
〟
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
施
策
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。〔
Ｅ
〕
の
書
名
そ
の
も
の
も

『
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
』
と
し
て
い
て
、
施
策

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
社
会
レ
ベ
ル
の

字
体
の
と
ら
え
に
く
さ
か
ら
、
基
準
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
教
育
的
に
望

ま
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
教
育
的
配
慮
に
よ
る
指
導
上

の
「
字
形
」
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
社
会
的
レ
ベ
ル
の

「
字
体
」
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
少
な
く
と
も
「
通
用
字4
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体4

」
と
い
う
表
現
は
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
字
体
」
の
定

義
に
つ
い
て
も
再
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

　
　
（
ま
さ
き
・
よ
し
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