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る
。
同
様
の
違
い
は
、「
言
」
と
「
言
」、「
令
」

と
「
令
」
な
ど
、
多
く
の
漢
字
に
も
見
ら
れ
、

そ
の
差
異
に
よ
っ
て
正
誤
が
判
断
さ
れ
る
お
そ

れ
も
あ
っ
た
。

　
常
用
漢
字
表
は
、
左
に
示
す
よ
う
に
、
印
刷

文
字
と
手
書
き
文
字
の
表
し
方
と
の
間
に
習
慣

上
の
違
い
が
生
じ
う
る
こ
と
、
ま
た
、
手
書
き

す
る
場
合
に
は
、
多
様
な
形
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
を
、
簡
潔
に
説
明
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
点
に
つ
い
て
、
教
員
が
生
徒
に
説
明
す
る

た
め
の
手
引
き
と
し
て
は
十
分
で
な
か
っ
た
。

「
常
用
漢
字
表
の
字

体
・
字
形
に
関
す
る

指
針
」
は
、
こ
れ
ら

を
よ
り
詳
し
く
、
例

示
を
増
や
し
て
説
明

し
て
い
る
。
生
徒
の

疑
問
に
応
え
る
上
で

も
、
ぜ
ひ
、
活
用
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

３
　
指
針
の
特
徴

　
指
針
は
、
全
二
三
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
。
第

三
章
「
字
体
・
字
形
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ
」
は
、

こ
こ
を
読
ん
で
お
け
ば
、
指
針
の
大
体
の
こ
と

が
理
解
で
き
る
よ
う
、
問
答
形
式
で
の
説
明
を

採
用
し
た
。
例
え
ば
次
に
例
示
す
る
よ
う
な
問

い
な
ど
、
全
部
で
七
八
問
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

Ｑ
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「
絵
」
な
ど
の
「
い
と
へ
ん
」
の
下
の
部
分

を
「
小
」
の
よ
う
な
形
で
は
な
く
、
点
を
三

つ
並
べ
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
も
の
を
よ
く

見
掛
け
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
て

も
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ
49  

印
刷
さ
れ
た
文
字
を
見
る
と
、「
者
」
や

「
都
」
と
い
う
漢
字
に
は
「
日
」
の
上
に
点
が

な
い
の
に
、「
箸
」
や
「
賭
」
に
は
点
が
あ
る

の
は
ど
う
し
て
で
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
を
使

い
分
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
か
。

　
ま
た
、
指
針
が
よ
り
実
用
的
な
も
の
と
な
る

よ
う
に
、
常
用
漢
字
表
の
二
一
三
六
字
全
て
に

つ
い
て
、
印
刷
文
字
と
手
書
き
文
字
の
例
を
掲

げ
た
「
字
形
比
較
表
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
常

用
漢
字
表
の
字
体
を
筆
頭
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
、

教
科
書
体
な
ど
の
印
刷
文
字
を
並
べ
て
示
し
た

上
で
、
手
書
き
の
楷
書
文
字
を
二
～
三
ず
つ
例

示
し
て
い
る
。
手
書
き
文
字
は
、
同
じ
骨
組
み

を
も
つ
範
囲
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
字
形
が
生
じ
る

得
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
、
工
夫
を
凝
ら
し
て

書
か
れ
て
い
る
。

４
　
評
価
に
お
け
る
参
考
と
し
て

　
漢
字
の
字
体
・
字
形
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が

子
供
の
頃
に
習
っ
た
形
や
、
長
く
見
慣
れ
て
き

た
も
の
を
正
し
い
と
感
じ
る
傾
向
が
あ
る
。
近

年
で
は
、
印
刷
文
字
を
見
る
機
会
の
方
が
多
い

た
め
、
印
刷
文
字
の
と
お
り
に
書
く
の
が
正
し

い
と
い
う
意
識
も
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

手
書
き
さ
れ
る
文
字
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
書

か
れ
る
こ
と
の
あ
る
多
様
な
も
の
で
あ
っ
て
、

印
刷
文
字
を
ま
ね
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、

骨
組
み
に
関
わ
ら
な
い
よ
う
な
小
さ
な
違
い
を

も
っ
て
、
正
し
い
、
誤
り
だ
、
と
い
う
判
断
は

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
指
針
は
、
そ
う

し
た
漢
字
の
文
化
を
改
め
て
知
っ
て
い
た
だ
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
児
童
・
生
徒
の
状
況
等
に
配
慮
し
た
指
導
や

評
価
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
と
と

も
に
、
本
来
、
文
字
の
細
部
の
違
い
は
、
正
誤

を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理

解
し
た
上
で
、
特
に
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
こ

の
指
針
が
説
明
す
る
常
用
漢
字
表
の
考
え
方
を

参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
特
に
高

等
学
校
に
お
い
て
は
、
入
学
試
験
な
ど
、
不
特

定
多
数
の
受
験
者
を
対
象
と
す
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
国
が
漢
字
使
用
の
目
安
と
し
て
示
し
て

い
る
常
用
漢
字
表
の
考
え
方
に
基
づ
い
た
評
価

が
行
わ
れ
る
よ
う
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
回
発
表
さ
れ
た
指
針
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、下
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
文
化
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〕　http://w

w
w
.bunka.go.jp/seisaku/

bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/jitai_jikei_shishin.pdf

〔
冊
子
版
〕
『
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
』（
三
省
堂
）

※
二
〇
一
六
年
四
月
刊
行
予
定

稿
寄

武
田
康
宏
　
　
文
化
庁
文
化
部
国
語
課
　
国
語
調
査
官

基
礎
的
な
漢
字
の
知
識
と
し
て

―
―「
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
」

　
　
に
つ
い
て
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高
等
学
校
の
国
語
科
教
室
で
は
、
漢
字
の
字

体
や
字
形
が
話
題
に
な
る
こ
と
は
そ
う
多
く
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ぜ
ひ
知
っ
て
お
く
べ
き

事
柄
も
あ
る
。
本
稿
は
、
去
る
二
月
末
、
文
化

審
議
会
国
語
分
科
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
常
用

漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
（
報

告
）」
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

１
　
指
針
の
狙
い

　
こ
の
指
針
は
、
国
が
社
会
生
活
に
お
け
る
漢

字
使
用
の
目
安
と
し
て
示
す
「
常
用
漢
字
表
」

に
付
さ
れ
た
「
字
体
に
つ
い
て
の
解
説
」
の
内

容
を
、
よ
り
具
体
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ

る
。
常
用
漢
字
表
は
、
昭
和
五
六
年
に
制
定
さ

れ
て
以
来
、
平
成
二
二
年
の
改
定
後
も
一
貫
し

て
「
字
体
に
つ
い
て
の
解
説
」
の
中
で
漢
字
の

字
体
・
字
形
に
関
す
る
考
え
方
を
示
し
て
き
た
。

　
そ
の
趣
旨
は
、
大
き
く
言
う
と
二
点
で
あ

る
。
一
つ
は
、
手
書
き
の
文
字
の
字
形
と
明
朝

体
に
代
表
さ
れ
る
印
刷
文
字
の
字
形
と
で
は
、

両
者
が
別
々
の
発
展
を
遂
げ
て
き
た
結
果
、
表

し
方
に
習
慣
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
ど
ち
ら
か
一
方
の
形
を
正
し
い
、
ま
た

は
、
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。

　
も
う
一
つ
は
、
手
書
き
さ
れ
た
文
字
は
多
様

な
形
と
し
て
表
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
近
年
、
文
字
の
細
部
に
必
要
以
上
の

注
意
が
向
け
ら
れ
る
傾
向
が
生
じ
て
い
る
。
し

か
し
、
書
か
れ
た
文
字
に
、
そ
の
字
が
有
す
べ

き
骨
組
み
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
細
か
な

部
分
の
差
異
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
誤
っ
て
い
る

と
考
え
る
必
要
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
昭
和
二
四
年
に
「
当

用
漢
字
字
体
表
」
が
現
在
の
漢
字
の
字
体
を
定

め
た
と
き
か
ら
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
き
た
の
だ

が
、
十
分
に
社
会
に
浸
透
し
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
、
具
体
的

に
周
知
す
る
た
め
に
、
改
め
て
作
成
さ
れ
た
の

が
「
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指

針
」
で
あ
る
。

２
　
学
校
で
生
じ
る
問
題

　
小
学
校
の
学
習
指
導
要
領
に
は
「
学
年
別
漢

字
配
当
表
」
に
小
学
校
で
学
ぶ
一
〇
〇
六
の
漢

字
が
手
書
き
の
楷
書
に
近
い
印
刷
文
字
で
示
さ

れ
て
い
る
。「
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
」
と
も
さ
れ
て
お
り
、
各
社
の
教

科
書
は
、
こ
の
表
に
示
さ
れ
た
印
刷
文
字
を
も

と
に
、
い
わ
ゆ
る
教
科
書
体
を
作
成
し
、
使
用

し
て
い
る
。
中
学
校
の
教
科
書
で
も
、
近
年
、

手
書
き
の
習
慣
の
一
部
を
明
朝
体
に
融
合
し
た

よ
う
な
印
刷
文
字
（
学
参
書
体
な
ど
と
呼
ば
れ

る
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　
一
方
、
高
校
国
語
科
の
教
科
書
で
は
一
般
社

会
に
準
じ
た
明
朝
体
が
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
手
書
き
文
字
と

印
刷
文
字
の
字
形
に
は
、
習
慣
に
よ
る
表
し
方

の
違
い
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
生
徒
た
ち

は
、
小
中
学
校
で
学
ん
で
き
た
手
書
き
の
楷
書

を
も
と
に
し
た
字
形
と
は
違
う
形
と
、
高
校
の

教
科
書
で
、
初
め
て
出
会
う
場
合
も
あ
り
得
る

の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、「
女
」
と
い
う
漢
字
は
、
小
学
校

で
は
「
女
」
の
形
、
す
な
わ
ち
、
二
画
目
の

「
ノ
」
が
三
画
目
の
「
一
」
の
上
に
突
き
出
る

形
で
習
得
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
朝
体
で
は

「
ノ
」
と
「
一
」
は
接
触
し
て
い
る
だ
け
で
あ


