
▼
横
井
本
Ｈ
、
お
集
ま
り
頂
い
た
方
の
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
書

か
れ
た
質
問
を
私
が
読
み
上
げ
ま
す
の
で
、
講
師
の
方
に
答
え
て

い
た
だ
く
形
で
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
最
初
は
田
中
先
生
へ
の
質

問
で
す
。
「
古
筆
鑑
定
と
は
、
ど
の
部
分
に
目
を
付
け
て
行
う
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」

▼
田
中
非
常
に
本
質
的
で
難
し
い
質
問
で
す
ね
。
現
代
の
人
が

鑑
定
す
る
の
と
江
戸
時
代
の
人
が
鑑
定
す
る
の
と
で
は
違
い
ま

す
。
江
戸
時
代
の
人
の
場
合
は
ま
ず
書
風
で
す
。
書
道
の
歴
史
の

上
で
典
型
的
な
、
後
世
真
似
さ
れ
る
よ
う
な
害
を
害
い
た
人
、
例

え
ば
鎌
倉
初
期
の
後
京
極
良
経
、
藤
原
家
隆
の
よ
う
な
人
を
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
、
た
く
さ
ん
あ
る
古
筆
切
を
ど
の
書
風
に
属
す
る
か

で
分
け
ま
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
紙
の
質
を
大
ざ
っ
ぱ
に
判
断
し
、

鎌
倉
初
期
か
中
期
か
後
期
か
と
い
う
時
代
鑑
定
を
し
て
、
鎌
倉
初

期
な
ら
ば
家
隆
で
し
ょ
う
、
ま
た
、
も
う
少
し
時
代
が
下
る
な
ら

ば
誰
そ
れ
で
し
ょ
う
、
と
い
う
よ
う
な
鑑
定
方
法
で
す
。
こ
れ
は
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大
ざ
っ
ぱ
な
方
法
な
の
で
、
大
体
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
間
違
っ
て
い

ま
す
。
だ
が
、
単
に
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
言
い
方
は
あ
た
っ
て

い
ま
せ
ん
。
何
万
枚
、
何
十
万
枚
と
伝
わ
っ
て
い
る
古
筆
切
を
耆

風
、
時
代
に
よ
っ
て
分
類
し
た
分
類
記
号
が
極
札
（
古
筆
鑑
定
の

証
拠
と
し
て
添
え
る
短
冊
）
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
と
思
い
ま

す
。
短
冊
に
「
芭
蕉
」
と
書
い
て
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
が
本
物
で

あ
る
か
偽
物
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
と
、
こ
の
古
筆
の
極
札
が
、

例
え
ば
「
紀
貫
之
が
書
い
た
高
野
切
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
貫
之
が

当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
次
元
の
違
う
話
で
す
。
平
安
朝
の

非
常
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
、
紀
貫
之
で
あ
れ
ば
古
今
集
を
当
然
書

い
て
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
ま
た
あ
る
古
今
の
古
筆
切
の
中
で
古
い

時
代
の
も
の
な
ら
ば
紀
貫
之
が
害
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
「
貫
之
」
と
い
う
符
号
だ
と
考
え
れ
ば
い

い
の
で
す
。
現
代
の
鑑
定
に
は
科
学
的
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使

う
も
の
や
、
私
の
よ
う
に
「
カ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」
と
い
う
場
合
も

あ
り
（
笑
）
、
い
ち
が
い
に
は
言
え
ま
せ
ん
の
で
、
本
日
は
省
略

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
横
井
次
は
別
府
先
生
で
す
。
池
田
先
生
へ
の
質
問
の
よ
う
に

弓O
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思
え
る
の
で
す
が
、
質
問
先
は
別
府
先
生
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
年
代
測
定
に
科
学
的
分
析
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
す
が
、

そ
の
測
定
を
使
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」

▼
別
府
科
学
的
測
定
と
い
う
の
は
池
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

よ
う
に
、
紙
は
植
物
で
す
か
ら
、
そ
の
炭
素
を
調
べ
て
行
う
測
定

の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
Ｘ
線
に
よ
る
測
定
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
博
物
館
、
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
美
術
品
で

す
。
池
田
先
生
が
紙
を
一
ミ
リ
幅
で
切
り
取
っ
て
測
定
さ
れ
た
の

は
、
そ
れ
が
個
人
蔵
だ
っ
た
か
ら
で
、
館
蔵
品
な
ど
は
、
美
術
品

と
し
て
、
そ
れ
は
決
し
て
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
そ
の
測
定
が
ど

ん
な
に
重
要
で
あ
っ
て
も
、
作
品
の
現
状
を
こ
わ
す
こ
と
は
絶
対

に
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
の
で
す
。

ま
た
、
そ
の
作
品
に
強
い
力
を
加
え
て
、
顔
料
、
墨
な
ど
を
調

査
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
現
在
は
光
学
的
分
析
法

と
い
う
の
が
あ
り
、
作
品
に
触
れ
ず
に
、
作
品
を
損
傷
し
な
い
光

を
あ
て
て
、
例
え
ば
顔
料
の
質
を
調
べ
る
と
い
う
よ
う
な
科
学
的

分
析
法
も
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
出
光
美
術
館
が
所
蔵
し
て
い
る

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
失
わ
れ
た
部
分
に
何
が
描
か
れ
て
い
た
か
、

そ
の
顔
料
の
性
質
と
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
作
品

が
劣
化
し
な
い
と
い
う
条
件
な
ら
、
科
学
的
分
析
を
行
う
こ
と
は

あ
り
ま
す
。
池
田
先
生
が
な
さ
れ
た
方
法
は
か
な
り
特
殊
な
ケ
ー

ス
で
す
が
、
そ
の
他
の
古
筆
切
も
池
田
先
生
の
測
定
さ
れ
た
も
の

と
「
つ
れ
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
測
定
結
果
は
そ
の
ま
ま

適
用
さ
れ
る
と
い
う
面
は
あ
り
ま
す
。

▼
池
田
私
の
希
望
と
し
て
は
、
公
的
機
関
で
も
や
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
出
光
美
術
館
の
よ
う
な
私
立

美
術
館
で
は
無
理
で
し
ょ
う
。
文
化
庁
で
古
書
画
を
ま
く
り
で
購

入
し
た
場
合
は
一
ミ
リ
ぐ
ら
い
は
切
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、

古
筆
切
は
元
々
切
っ
て
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
と
私
自
身
は
思
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
国
の
文
教
行
政
の
問
題
で
し
ょ
う
。
文

教
行
政
が
真
実
の
追
究
に
前
向
き
に
な
っ
て
、
科
学
的
分
析
に
寛

容
に
な
れ
ば
、
い
い
と
思
い
ま
す
。
天
皇
陵
の
発
掘
が
で
き
な
い

の
と
同
じ
で
す
。

▼
横
井
か
つ
て
は
科
学
的
検
査
と
い
う
と
大
量
の
試
料
が
必
要

で
し
た
が
、
技
術
が
発
達
し
て
、
名
古
屋
大
学
の
タ
ン
デ
ト
ロ
ン

（
加
速
器
質
量
分
析
装
置
）
の
よ
う
に
少
な
い
量
で
も
分
析
で
き
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る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
一
セ
ン
チ
四
方
の
大
き
さ
が
あ
れ
ば
十

分
だ
と
い
う
こ
と
で
、
最
近
は
さ
ら
に
小
さ
く
て
も
大
丈
夫
の
よ

う
で
す
。

次
は
池
田
先
生
へ
の
質
問
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
や
ら
我
々
と
同

じ
業
界
の
方
か
ら
の
質
問
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
当
該
の
切
れ
二

葉
に
よ
る
調
査
結
果
を
お
伺
い
し
、
ま
た
古
系
図
の
様
子
を
伺
う

に
つ
れ
、
ま
す
ま
す
巣
守
の
巻
の
一
部
と
い
う
気
が
し
て
き
ま
し

た
。
鶴
見
本
に
「
薫
中
将
み
た
ま
ひ
て
、
語
ら
ひ
よ
り
た
ま
ふ
」

と
あ
る
の
が
、
切
の
『
そ
い
ふ
し
給
』
と
合
致
す
る
の
で
し
ょ
う

か
」
と
、
こ
こ
ま
で
は
質
問
と
い
う
よ
り
フ
ェ
イ
ン
ト
の
よ
う
な

も
の
で
す
。
「
当
該
の
切
二
枚
と
同
じ
筆
跡
の
「
源
氏
物
語
」
の

写
本
が
あ
り
は
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
も
し
巣
守
の
巻
が

『
源
氏
物
語
」
写
本
と
揃
い
で
写
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
明

ら
か
に
な
れ
ば
、
実
に
う
れ
し
い
こ
と
で
す
」
。
さ
ら
に
参
考
と

し
て
「
天
理
図
書
館
や
蓬
左
文
庫
に
似
た
よ
う
な
字
の
も
の
が
あ

っ
た
よ
う
な
、
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。

▼
池
田
初
め
の
古
系
図
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
す
が
、
残
念
な

が
ら
そ
れ
だ
け
で
は
、
あ
の
場
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
断
定
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。
後
の
ほ
う
の
問
題
で
す
が
、
あ
れ
と
同
じ

筆
跡
の
古
筆
切
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
は
関
心
を
持
っ
て
い

ま
す
。
な
お
か
つ
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
同
筆
の
も
の
が
出
て

く
れ
ば
、
巣
守
の
巻
が
「
源
氏
物
語
』
の
一
部
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
は
っ
き
り
し
て
、
あ
り
が
た
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
現
在
の

と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
あ
の
字
形
は
非
常
に
癖

が
あ
り
、
バ
サ
バ
サ
し
た
感
じ
の
線
質
で
、
ち
び
た
筆
で
書
い
た

も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
筆
跡
の
も
の
は
確
か
に
他
に
も
あ
り
ま

す
。
『
源
氏
物
語
』
の
古
筆
切
の
中
の
、
伝
西
行
筆
に
な
っ
て
い

る
宿
木
の
巻
の
断
簡
数
葉
で
す
。
こ
れ
も
バ
サ
バ
サ
し
た
筆
跡
で

す
。
し
か
し
、
良
く
見
る
と
、
似
た
筆
跡
で
は
あ
っ
て
も
同
筆
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
こ
れ
か
ら
、
似
た
筆
跡
の
も
の
を
探
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
で
き
れ
ば
皆
さ
ん
に
も
探
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼
横
井
巣
守
の
巻
と
い
う
の
は
、
非
常
に
重
大
な
問
題
を
含
ん

で
い
ま
す
。
か
つ
て
『
源
氏
物
語
」
を
校
訂
さ
れ
た
今
西
先
生
に

も
コ
メ
ン
ト
を
頂
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

局｢ー
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▼
今
西
一
般
論
と
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
派
生
し
た
続
編

の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

す
。
大
き
な
物
語
の
後
に
そ
れ
に
付
随
し
て
小
さ
な
物
語
が
生
ま

れ
る
こ
と
は
あ
る
こ
と
で
、
『
狭
衣
物
語
」
な
ど
も
「
源
氏
物
語
』

を
意
識
し
た
物
語
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
し
巣
守
の
巻
と
同

じ
筆
跡
の
「
源
氏
物
語
』
写
本
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
重
要

な
こ
と
で
す
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
「
源
氏
」
の
後
を
書
く
と

い
う
の
は
あ
り
う
る
こ
と
で
す
。
『
山
路
の
露
」
の
よ
う
な
も
の

も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
逆
に
お
訊
き
し
た
い
の
は
、
「
山
路
の

露
』
と
同
じ
筆
跡
の
『
源
氏
物
語
」
写
本
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？

▼
池
田
い
や
、
存
じ
ま
せ
ん
。

▼
横
井
質
問
の
中
に
も
、
「
山
路
の
露
と
の
関
係
は
？
」
と
い

う
の
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
池
田
「
山
路
の
露
」
の
作
者
は
、
院
政
期
の
建
礼
門
院
右
京

大
夫
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
古
け
れ
ば
院
政
期
、
も
し
く
は
鎌

倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝
ぐ
ら
い
と
い
う
説
で
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
『
白
造
紙
』
な
ど
に
は
出
て
き
ま
せ
ん

し
、
一
緒
に
せ
ず
に
、
別
の
も
の
と
考
え
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い

と
思
い
ま
す
。
室
町
期
に
作
ら
れ
た
雲
隠
六
帖
も
あ
る
わ
け
で
す

か
ら
、
み
ん
な
一
緒
に
せ
ず
に
別
々
に
考
え
た
ほ
う
が
い
い
と
思

い
ま
す
。

▼
横
井
池
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
「
別
伝
」
と
い
う
概

念
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

▼
池
田
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
現
行
五
十
四
帖
以
外
の

巻
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
、
そ
れ
だ
け
の
意
味
で
今
は
使
っ
て
い

ま
す
。
あ
ま
り
深
く
考
え
な
い
で
く
だ
さ
い
（
笑
）
。

▼
横
井
こ
れ
は
專
門
的
質
問
に
な
り
ま
す
が
、
亡
く
な
っ
た
稲

賀
敬
二
氏
が
「
源
氏
物
語
の
類
」
と
い
う
考
え
方
を
持
た
れ
ま
し

た
（
「
源
氏
物
語
の
研
究
ｌ
成
立
と
伝
流
」
笠
間
書
院
）
。
あ
る
時

期
の
人
々
は
、
紫
式
部
が
書
い
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
辺

の
作
品
も
含
め
て
「
源
氏
物
語
」
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
の
で

す
。
確
か
、
『
山
路
の
露
』
は
と
も
か
く
、
巣
守
の
巻
に
つ
い
て

は
、
「
源
氏
物
語
の
類
」
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

▼
池
田
「
類
」
と
い
う
考
え
方
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の

局r己
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で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
一
「
白
造
紙
」
に
出
て
く

る
よ
う
な
形
で
列
挙
し
て
あ
る
の
は
、
そ
の
時
期
に
「
類
」
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
現
在

の
我
々
が
ど
こ
ま
で
含
め
て
考
え
る
か
と
い
う
の
は
、
ま
た
別
の

問
題
で
、
か
な
り
い
ろ
い
ろ
慎
重
な
段
階
を
経
な
い
と
言
え
な
い

と
思
い
ま
す
。

▼
横
井
た
だ
巣
守
の
巻
ら
し
き
も
の
が
こ
う
し
て
あ
る
と
な
る

と
、
巣
守
も
け
つ
こ
う
古
い
わ
け
で
す
。
そ
う
な
る
と
池
田
先
生

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
『
山
路
の
露
」
も
か
な
り
古
い
も
の
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
田
中
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
の
で
す
が
、
『
山
路
の

露
』
が
院
政
期
、
平
安
時
代
の
後
期
に
で
き
た
と
す
る
と
、
そ
の

古
筆
切
と
い
う
の
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

▼
田
中
な
い
と
思
い
ま
す
。
『
山
路
の
露
」
が
そ
ん
な
に
古
い

と
は
、
私
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
池
田
先
生
に
お
伺
い
し
た

い
の
で
す
が
、
巣
守
の
巻
の
話
が
「
源
氏
物
語
」
の
宇
治
十
帖
、

菫
・
匂
宮
・
浮
舟
と
い
わ
ば
セ
ッ
ト
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
前
提

と
す
る
と
、
あ
る
時
期
宇
冷
十
帖
と
同
居
し
え
た
話
な
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
う
な
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
し
た
話
に
な
る

と
思
う
の
で
す
が
。

▼
池
田
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
「
類
」
を
ど
こ
ま
で
含
め
た
も
の

と
し
て
考
え
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
巣
守
の
巻

が
『
源
氏
物
語
」
五
十
四
帖
に
く
っ
つ
い
た
形
の
『
源
氏
物
語
」

が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
続
編
か
お
ま
け
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
読
ま
れ
た
の
か
と
考
え
る
と
、
や
は
り
後
者
の
ほ
う

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

▼
今
西
私
が
漠
然
と
思
う
の
で
す
が
、
匂
宮
、
薫
は
宇
治
に
通

い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
面
白
い
の
で
す
が
、
宇
治
で
は
な
く

て
、
あ
の
二
人
が
、
あ
の
よ
う
な
似
た
姉
妹
と
別
の
と
こ
ろ
で
恋

物
語
を
展
開
す
る
、
そ
う
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
っ
て
み
た
ら
さ

ら
に
面
白
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
側
面
も
巣
守
の
巻
に
は

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
非
常
に
似
て

い
ま
す
ね
。
匂
宮
も
薫
も
巣
守
の
君
と
通
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
菫

は
中
の
君
と
通
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
故
意
に
、
同
じ
ス
ト
ー
リ
ー

を
別
の
設
定
で
展
開
さ
せ
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
興
味
で
書

か
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

▼
横
井
さ
て
、
今
西
先
生
へ
の
質
問
で
す
。
「
時
代
が
下
る
と

ワ弓
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漢
字
表
記
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
視
点
を
ご
呈
示
く
だ
さ
っ

た
こ
と
、
興
味
深
く
拝
聴
い
た
し
ま
し
た
。
変
体
か
な
に
つ
い

て
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
字
母
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？
」

▼
今
西
池
田
先
生
の
ほ
う
が
詳
し
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
あ
え

て
お
答
え
す
れ
ば
、
あ
る
と
思
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
使
わ
れ
て

い
て
、
鎌
倉
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
文
字
が
あ
り
ま

す
。
紀
貫
之
の
土
佐
日
記
の
「
お
と
こ
も
す
な
る
」
の
「
す
」
の

文
字
が
今
で
い
う
「
あ
」
み
た
い
な
文
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。
あ

れ
は
「
数
」
と
い
う
文
字
を
崩
し
た
も
の
で
す
。
為
家
本
に
も
そ

の
横
に
「
寸
」
と
い
う
字
で
読
み
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

ほ
ど
、
「
数
」
を
「
す
」
と
読
む
に
は
、
鎌
倉
時
代
の
人
で
す
ら

な
じ
み
が
な
く
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
江
戸
時
代
で
は
ま
っ
た

く
出
て
こ
な
い
し
、
室
町
時
代
で
も
き
わ
め
て
少
な
い
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
字
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
か
な
文
字
は
整
理
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、

残
っ
て
い
る
部
分
も
か
な
り
あ
っ
て
、
最
終
的
に
整
理
さ
れ
る
の

は
明
治
三
三
年
の
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
に
よ
る
ひ
ら
が
な
の

制
定
で
す
。
個
人
差
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
経
済
性
か
ら
い
っ
て

も
そ
う
な
の
で
、
徐
々
に
ひ
ら
が
な
は
、
字
体
が
単
純
化
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。

▼
横
井
で
は
別
府
先
生
、
Ⅲ
じ
質
問
で
す
が
、
経
験
か
ら
感
じ

ら
れ
た
範
囲
で
結
構
で
す
の
で
お
話
し
く
だ
さ
い
。

▼
別
府
先
ほ
ど
の
話
で
は
あ
え
て
端
折
り
ま
し
た
が
、
室
町
期

の
か
な
が
、
座
っ
た
よ
う
に
見
え
る
、
豊
満
に
な
っ
て
い
く
の

は
、
漢
字
と
の
共
存
と
い
う
理
由
も
あ
り
ま
し
た
。
今
西
先
生
も

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
平
安
時
代
に
和
歌
は
ほ
と
ん
ど
か
な
だ

っ
た
も
の
が
、
鎌
倉
期
に
入
る
と
、
自
詠
自
筆
の
和
歌
懐
紙
で
も

漢
字
が
入
る
よ
う
に
な
り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
聖
侯
字
が
多
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。
室
町
期
に
は
さ
ら
に
漢
字
が
増
え
て
い
き
ま

す
。
か
な
ば
か
り
で
構
成
さ
れ
も
の
と
違
い
、
漢
字
を
交
え
た
紙

面
で
は
、
か
な
は
漢
字
に
負
け
な
い
よ
う
に
り
つ
ば
に
大
き
く
見

せ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
平
安
時
代
の
よ
う
な
か
な
で
は
ス
マ

ー
ト
過
ぎ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
筆
の
振
幅
が
大
き
く
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
漢
字
と
併
存
す
る
こ
と
に
よ
る
か
な
の
形
の
変
化

と
い
う
の
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
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質疑応答

▼
横
井
次
の
質
問
は
、
特
定
の
先
生
に
向
け
た
も
の
で
は
な
い

の
で
、
全
員
に
お
答
え
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
「
全
般
的
に
『
源

氏
物
語
」
の
古
筆
切
に
つ
い
て
、
河
内
本
、
青
表
紙
本
な
ど
の
分

類
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と

い
う
質
問
で
す
。

▼
田
中
高
唆
で
難
し
い
質
問
で
す
ね
。
冑
表
紙
本
が
も
っ
と
も

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
学
界
で
の
位
置

付
け
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
研
究
の
歴
史
に

関
わ
る
こ
と
で
、
鎌
倉
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
古
筆
切
を
見
て
い

ま
す
と
、
特
に
中
期
、
初
期
ま
で
い
く
と
、
河
内
本
や
別
本
の
ほ

う
が
目
立
ち
ま
す
。
こ
れ
は
、
考
え
る
と
当
た
り
前
の
こ
と
で
、

当
時
の
学
問
Ⅱ
書
写
活
動
と
い
う
の
は
、
家
学
と
し
て
親
か
ら
子

へ
、
さ
ら
に
孫
へ
と
伝
え
て
い
く
の
が
第
一
目
的
で
し
た
か
ら
、

定
家
が
書
写
活
動
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
世
の

中
に
広
ま
っ
て
い
く
わ
け
で
は
な
く
、
長
い
時
間
を
か
け
て
歌
聖

と
い
わ
れ
た
定
家
が
書
写
し
た
も
の
と
し
て
浸
透
し
て
い
っ
た
わ

け
で
す
。
現
在
は
そ
の
定
家
の
手
に
よ
る
青
表
紙
本
系
統
が
活
字

本
の
底
本
と
な
る
こ
と
が
普
通
で
す
が
、
近
年
、
古
筆
切
に
か
か

わ
ら
ず
、
鎌
倉
時
代
の
「
源
氏
物
語
』
の
写
本
が
発
見
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
青
表
紙
本
以
外
の
も
の
が
多
い
の
で
す
。
逆
に

言
え
ば
、
そ
れ
ら
が
別
本
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
大
騒
ぎ
す
る
ほ
ど

の
こ
と
で
も
な
い
と
い
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
在
の
こ
れ
ま
で
の

研
究
の
歴
史
の
結
果
と
し
て
重
視
さ
れ
る
青
表
紙
本
を
基
準
に
す

る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

▼
池
田
私
が
こ
れ
ま
で
集
め
た
「
源
氏
物
語
』
の
古
筆
切
が

二
、
三
十
枚
あ
り
ま
す
が
。
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
集
め
た
も
の
で
す

が
、
そ
れ
ら
の
本
分
系
統
を
別
調
べ
て
み
ま
す
と
青
表
紙
本
よ
り

も
河
内
本
と
別
本
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
書
写
年
代
は
主
と

し
て
鎌
倉
期
の
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
期
に
定
家
の
青

表
紙
本
が
ど
こ
ま
で
広
ま
っ
て
い
た
の
か
は
、
疑
問
が
あ
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。

▼
横
井
池
田
先
生
は
古
い
も
の
を
な
る
べ
く
集
め
よ
う
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
古
い
も
の
に
片
寄
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
。

▼
池
田
そ
う
で
は
な
く
て
、
鎌
倉
期
の
『
源
氏
物
語
』
の
古
筆

切
を
分
類
し
た
ら
、
そ
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
青
表
紙
本
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を
集
め
よ
う
、
河
内
本
を
集
め
よ
う
、
別
本
を
集
め
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
手
元
に
あ
っ
た
古
筆
切
を
分
類
し
た

ら
、
そ
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

▼
別
府
私
は
「
源
氏
物
語
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
り

ま
せ
ん
の
で
、
青
表
紙
本
が
ど
う
の
と
い
う
立
場
で
は
な
い
の
で

す
が
、
青
表
紙
本
、
河
内
本
の
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後

世
の
基
準
で
物
事
を
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
活
字
、
す
な
わ
ち
版
本
に
な
っ
て
い
る
と
、
ど

う
し
て
も
そ
れ
に
権
威
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
古
筆
切
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
に
書
か
れ
た
テ

キ
ス
ト
な
わ
け
で
、
そ
こ
か
ら
直
接
に
重
要
な
こ
と
を
受
け
取
れ

る
存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
古
筆
切
に
関
し
て
青
表
紙

本
が
決
し
て
多
く
な
い
と
い
う
の
も
、
生
の
古
筆
切
だ
か
こ
そ
得

ら
れ
る
情
報
だ
と
思
い
ま
す
。

▼
今
西
古
筆
切
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
鎌
倉
時
代
、
室
町
初
期

の
注
釈
言
『
河
海
抄
』
や
「
花
鳥
余
情
」
を
見
て
み
る
と
、
引
用

さ
れ
て
い
る
の
は
河
内
本
で
す
。
そ
れ
で
思
い
出
す
の
は
『
枕
草

子
」
で
す
。
『
枕
草
子
一
は
今
日
、
三
巻
本
が
主
流
で
す
が
、
本

居
宣
長
の
日
記
を
読
ん
で
い
た
ら
、
宣
長
が
松
阪
か
ら
大
和
に
出

て
く
る
道
中
で
、
長
谷
寺
の
と
こ
ろ
で
、
「
あ
れ
が
枕
草
子
に
鐘

が
鳴
っ
た
と
書
い
て
あ
る
長
谷
寺
の
鐘
の
音
か
」
と
書
い
て
あ
り

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
箇
所
、
三
巻
本
で
は
清
水
寺
と
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
実
は
、
江
戸
時
代
に
版
本
と
し
て
流
布
し
て
い

た
能
因
本
に
は
長
谷
寺
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
す
。
宣
長
は
こ
ち

ら
を
読
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
『
源
氏
物
語
」
も
こ
う
い
う
現
象

と
非
常
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
源
氏
物
語
」

で
の
青
表
紙
本
と
河
内
本
の
関
係
は
、
『
枕
草
子
」
で
の
三
巻
本

と
能
因
本
の
関
係
と
同
じ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
ど
ち

ら
が
正
統
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど

う
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
時
代
に
享
受
さ
れ
た
か
を
考
え
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

▼
横
井
ほ
か
に
も
質
問
は
あ
り
ま
す
が
、
時
間
も
長
く
な
り
ま

し
た
の
で
、
こ
の
辺
で
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、

「
元
の
所
蔵
者
は
い
く
ら
ぐ
ら
い
で
手
放
し
た
の
か
」
「
な
ぜ
手
放

し
た
の
か
」
と
い
っ
た
質
問
も
あ
り
ま
し
た
が
（
笑
）
、
値
段
は

い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
何
と
も
答
え
よ
う
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質疑応答

本
日
は
長
い
時
間
、
皆
様
に
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
こ
れ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
締
め
く
く
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

十
．
ノ
○

が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
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