
橫
組
・
縱
組

木
下
　
杢
太
郞

近
來
學
術
雜
誌
に
は
橫
組
印
刷
の
も
の
が
殖
え
て
來
た
。
こ
の
現
象
の
由
來
影
響
等
を
考
へ
て
見

よ
う
と
い
ふ
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

こ
の
組
方
の
行
は
れ
る
の
は
多
分
二
つ
の
理
由
か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
一
は
縱
書
よ
り
橫

書
の
方
が
自
然
で
あ
り
、
從
つ
て
效
果
的
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
、
一
は
橫
書
の
方
が
歐
語
、
歐
文
を
組

み
入
れ
る
に
便
利
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
橫
讀
が
效
果
的
で
あ
る
と
云
ふ
事
に
關
し
て
は
夙

に
元
良
勇
次
郞
博
士
の
實
驗
が
有
る
（
東
洋
學
藝
雜
誌
、
第
百
六
十
五
號
）。
網
膜
の
視
力
は
橫
の
方

角
に
最
も
良
く
發
逹
し
て
居
り
、
眼
球
の
左
右
の
運
動
は
上
下
の
運
動
よ
り
も
容
易
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
事
が
縱
讀
に
比
し
て
橫
讀
の
方
が
遙
に
效
果
的
で
あ
る
と
云
ふ
主
張
の
最
も
有
力
な

根
據
で
あ
つ
た
。
元
良
氏
に
據
る
と
、
橫
讀
縱
讀
の
利
害
の
問
題
は
旣
に
そ
れ
よ
り
十
二
、
三
年
前
に
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も
一
度
討
論
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
。
元
良
氏
以
後
に
於
て
も
亦
な
ほ
硏
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
と
思
ふ
。

近
頃
學
術
雜
誌
に
橫
組
印
刷
の
行
は
れ
る
の
は
、
右
に
述
べ
た
心
理
學
的
能
率
論
に
從
ふ
の
よ
り
も

寧
ろ
も
つ
と
實
際
的
な
他
の
需
要
に
か
な
は
し
め
る
爲
で
あ
る
ら
し
い
。
卽
ち
化
學
、
數
學
等
の
方

式
、
歐
米
の
固
有
名
詞
、
術
語
等
を
併
せ
印
刷
す
る
に
便
利
だ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

實
際
の
例
に
就
い
て
見
る
と
、
こ
の
傾
向
は
右
に
述
べ
た
範
圍
を
遙
に
超
越
し
て
ゐ
る
こ
と
を
知

る
。
卽
ち
固
有
名
詞
そ
の
他
の
不
翻
語
を
原
語
の
ま
ゝ
ロ
オ
マ
字
綴
り
で
插
入
す
る
と
い
ふ
こ
と
の

他
に
、
不
翻
語
と
い
ふ
べ
き
で
無
い
も
の
ま
で
も
さ
う
す
る
と
い
ふ
新
し
い
慣
習
を
生
ぜ
し
め
て
居
る

の
で
あ
る
。
こ
の
慣
習
に
も
ま
た
幾
多
の
階
段
が
有
る
。
ま
だ
定
譯
の
無
い
試
譯
と
と
も
に
（
或
は

こ
れ
無
し
に
）
揭
げ
る
と
い
ふ
の
が
そ
の
一
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
は
獨
り
邦
文
印
刷
に
於
け
る
特
殊

の
現
象
で
は
無
く
、
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
語
の
場
合
で
も
同
樣
で
あ
る
。
唯
そ
の
場
合
に
は
、
自
國
語
が
同
じ

く
ロ
オ
マ
字
綴
り
且
つ
橫
組
で
有
る
か
ら
、
邦
文
印
刷
の
時
の
如
く
に
は
目
立
ち
も
せ
ず
、
不
便
に
も

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

然
し
我
國
の
橫
組
印
刷
に
於
て
其
程
度
が
遙
に
進
ん
で
ゐ
る
。
卽
ち
と
に
も
角
に
も
翻
譯
語
が
有

る
に
も
拘
ら
ず
、
通
常
目
や
口
に
慣
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
や
う
な
關
係
か
ら
し
ば
し
ば
原
の
外
國
語
を
そ

の
ま
ま
邦
文
中
に
插
入
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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さ
う
す
る
と
こ
ゝ
に
第
二
段
の
新
し
い
現
象
が
起
つ
て
來
る
。
卽
ち
現
代
外
國
語
（
稀
に
は
ギ
リ

シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
）
の
特
殊
性
（
そ
の
名
詞
、
動
詞
等
の
變
化
、
性
、
格
、
時
と
し
て
は
前
置
詞
、

分
詞
な
ど
ま
で
を
も
附
隨
せ
し
め
る
）
が
邦
文
と
混
淆
し
て
來
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
度
を
過
ぎ
る

と
、
國
語
の
獨
地
性
が
害
は
れ
る
や
う
に
な
る
。

か
ゝ
る
外
國
語
は
、
學
問
の
種
類
に
よ
り
、
或
は
イ
ギ
リ
ス
語
で
あ
つ
た
り
、
或
は
ド
イ
ツ
語
で
あ

つ
た
り
、
或
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
つ
た
り
す
る
。
そ
れ
が
ド
イ
ツ
語
で
有
る
場
合
を
例
に
取
る
に
卵
黃

（
蛋
黃
）
の
代
り
に
「
ド
ツ
テ
ル
」
と
い
ふ
原
語
が
現
れ
る
。
時
と
し
て
形
容
詞
を
件
つ
た
名
詞
が
用

ゐ
ら
れ
る
。

偶
然
座
右
に
在
る
一
書
か
ら
例
を
求
め
る
と
、「
ス
ペ
チ
フ
イ
ツ
シ
エ
・
ヘ
ル
ツ
ホ
ル
モ
ン
」、「
ホ

ル
モ
ン
・
デ
ル
・
ヘ
ル
ツ
ベ
ヱ
エ
グ
ン
グ
」（
原
文
で
は
無
論
ロ
ー
マ
字
綴
の
原
語
で
印
刷
し
て
あ
る
）

が
見
付
か
つ
た
。

後
の
も
の
は
「
心
搏
動
の
ホ
ル
モ
ン
」
の
義
で
「
ホ
ル
モ
ン
」
を
不
翻
語
と
見
て
も
、
他
は
確
然
た

る
邦
語
の
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
の
も
の
も
同
樣
で
「
特
殊
ホ
ル
モ
ン
」
の
義
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

一
つ
の
問
題
が
提
供
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
卽
ち
「
ホ
ル
モ
ン
」
と
云
ふ
語
が
ド
イ
ツ
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ

そ
れ
に
形
容
詞
が
附
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
詞
の
性
に
依
從
す
る
と
云
ふ
原
語
の
性
質
の
主
張

が
現
れ
て
來
る
こ
と
で
あ
る
。
此
場
合
に
は
故
意
か
無
頓
着
か
「
ホ
ル
モ
ン
」
と
云
ふ
語
の
性
を
ば
無

3



槻
し
て
ゐ
る
。
原
語
に
忠
實
な
れ
ば
「
ス
ペ
チ
フ
イ
ツ
シ
エ
ス
・
ホ
ル
モ
ン
」
と
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

わ
れ
わ
れ
が
ま
だ
學
生
で
あ
つ
た
時
、
靑
山
胤
通
先
生
は
其
講
義
の
う
ち
で
、
ド
イ
ツ
語
の
形
容
詞

の
變
化
を
ば
原
語
の
性
に
從
は
せ
ず
、
專
ら
女
性
變
化
の
形
に
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
。
側
聞
す
る
に
、
田

口
和
美
先
生
は
邦
語
中
に
挾
む
ド
イ
ツ
語
の
性
、
數
、
格
等
の
變
化
を
正
規
的
に
區
別
せ
ら
れ
た
と
云

ふ
。
古
昔
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
の
學
者
が
自
國
語
の
う
ち
に
ラ
テ
ン
語
を
入
れ
る
場
合
は
亦
そ
の
や
う
で
あ

つ
た
ら
し
い
。
現
在
、
ド
イ
ツ
で
は
、
少
く
と
も
科
學
の
方
面
で
は
、
ラ
テ
ン
の
名
詞
は
主
と
し
て
單

數
第
一
格
の
形
で
こ
れ
を
插
入
し
、
そ
の
複
數
は
ド
イ
ツ
風
に
變
化
せ
し
む
る
こ
と
が
多
い
。

さ
う
い
ふ
事
は
し
ば
ら
く
お
き
、
わ
れ
わ
れ
が
橫
組
印
刷
を
見
て
感
ず
る
所
は
、
旣
に
現
代
歐
米
語

が
著
る
し
く
邦
文
中
に
は
び
こ
つ
て
來
た
事
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
必
ず
し
も
學
術
雜
誌
に
お
い
て
見
ら
る
の
み
な
ら
ず
、
平
常
の
會
話
、
日
々
の
新
聞

紙
の
上
に
も
窺
は
れ
る
と
こ
ろ
で
、
ま
た
鐵
道
省
の
如
き
官
廳
が
往
々
そ
の
助
長
者
の
役
を
演
じ
て

ゐ
る
。

數
年
前
の
事
で
あ
る
が
、
仙
臺
市
が
「
國
產
愛
用
デ
ー
」
と
い
ふ
の
を
催
し
、
旗
を
吊
し
、
ビ
ラ
を

貼
つ
た
。
僕
は
ひ
そ
か
に
疑
つ
た
、
言
葉
は
國
產
愛
用
の
範
圍
外
で
あ
る
の
か
と
。
か
う
い
ふ
傾
向
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に
對
し
て
は
、
旣
に
ま
た
反
動
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。

醫
學
の
講
義
に
多
く
ド
イ
ツ
語
を
混
ず
る
仕
方
を
ば
「
テ
ニ
ヲ
ハ
ド
イ
ツ
」
と
稱
し
て
輕
蔑
し
排
斥

す
る
一
派
が
有
る
。
卽
ち
講
義
と
限
ら
ず
、
著
述
一
切
を
純
粹
の
邦
語
を
以
て
綴
る
べ
し
と
主
張
す
る

者
で
あ
る
。
明
治
五
年
に
森
有
禮
氏
が
一
種
の
新
英
語
を
作
つ
て
こ
れ
を
國
語
と
し
よ
う
と
考
へ
、
明

治
十
八
年
に
高
田
早
苗
氏
も
同
じ
や
う
な
說
を
述
べ
、
肥
塚
龍
氏
は
英
語
を
以
て
第
二
の
日
本
語
と
な

す
べ
し
と
い
ひ
、
末
松
謙
澄
氏
が
終
生
こ
の
主
張
を
保
持
し
、
ま
た
大
正
三
年
に
さ
へ
時
枝
誠
之
氏
が

ネ
オ
・
ジ
ヤ
パ
ニ
イ
ス
の
提
唱
（
假
名
交
り
の
文
中
に
漢
語
の
代
り
に
英
語
を
插
む
こ
と
）
を
爲
し
た

な
ど
を
顧
み
る
と
、
時
勢
の
言
論
の
上
に
及
ぼ
す
影
響
の
甚
だ
大
な
る
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
論
者

の
純
粹
の
日
本
語
と
い
ふ
は
ど
ん
な
も
の
か
よ
く
解
ら
ぬ
が
、
た
ゞ
ド
イ
ツ
に
於
け
る
の
み
な
ら
ず
、

我
國
に
於
て
も
國
語
中
に
濫
り
に
外
國
語
の
侵
入
す
る
を
防
が
う
と
い
ふ
議
論
の
有
る
こ
と
は
注
意

し
て
置
く
要
が
有
る
。

一
方
に
は
ま
た
邦
語
か
ら
成
る
べ
く
漢
宇
、
漢
系
語
を
減
じ
よ
う
と
い
ふ
主
張
が
有
る
。
そ
の
極

端
は
假
名
宇
論
及
び
ロ
オ
マ
字
論
で
あ
る
。
別
に
新
國
字
論
が
有
る
が
、
是
れ
は
ま
だ
顧
み
る
に
足
る

程
の
勢
力
に
は
な
つ
て
居
な
い
。

不
必
要
の
歐
米
國
語
の
邦
語
に
混
ず
る
の
を
防
が
う
と
云
ふ
主
張
と
、
漢
字
漢
系
語
排
斥
の
論
と
は

理
論
上
必
し
も
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
實
際
に
は
か
な
り
相
背
馳
す
る
傾
向
に
な
つ
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て
居
る
の
で
あ
る
。

若
し
同
時
に
此
二
つ
の
主
張
（
時
と
す
る
と
共
同
し
て
現
は
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
）
に
從
ふ
と
す
る

と
恐
ら
く
は
邦
語
を
し
て
甚
だ
貧
弱
な
機
關
た
ら
し
め
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
言
葉
と
云
ふ
も
の
は

決
し
て
鼠
の
子
の
如
く
ひ
と
り
で
に
殖
え
て
行
く
も
の
で
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。

ロ
オ
マ
字
論
者
の
間
に
「
こ
と
ば
な
ほ
し
」
と
云
ふ
事
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。「
な
ほ
し
」
と
い
ふ
語

の
意
味
は
、
雪
駄
な
ほ
し
や
、
錠
前
な
ほ
し
の
場
合
の
如
く
、
破
損
を
つ
く
ろ
ふ
と
い
ふ
の
で
は
な

い
、「
世
な
ほ
し
」
の
場
合
の
如
く
、
歪
め
る
も
の
を
匡
正
せ
ん
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
同
音
語
の
多
い

漢
系
語
を
排
し
、
雅
語
、
俗
語
の
間
か
ら
日
本
語
ら
し
い
語
感
を
有
す
る
語
を
復
活
し
、
或
は
新
作

し
よ
う
と
云
ふ
の
で
、
實
は
寧
ろ
一
種
の
新
造
語
運
動
で
あ
る
。「
散
步
」
や
「
逍
遙
」
の
か
は
り
に

「
そ
ぞ
ろ
あ
る
き
」
を
採
用
す
る
の
は
段
々
と
使
用
の
廢
り
か
け
て
ゆ
く
語
の
復
活
で
あ
る
が
、
輪
生

を
「
ワ
ヅ
キ
」
叢
生
を
「
ム
ラ
ガ
リ
ヅ
キ
」
と
直
す
の
は
も
う
新
造
語
で
あ
る
。
而
も
こ
の
新
造
語
に

は
極
限
ら
れ
た
範
圍
に
し
か
成
功
せ
ぬ
と
云
ふ
危
俱
が
件
ふ
。

そ
れ
は
、
一
に
は
、
同
音
語
の
多
い
の
は
單
に
漢
系
語
と
限
ら
ず
、
純
粹
の
日
本
語
で
も
或
程
度
ま

で
同
じ
や
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
ロ
オ
マ
字
家
は
「
結
論
」
の
代
り
に
「
む
す
び
」
と
い
ふ
宇
を
用
ゐ
る

が
、
握
飯
と
間
違
ふ
恐
れ
が
あ
ら
う
し
、
植
物
學
上
の
「
子
葉
」
を
「
コ
ノ
ハ
」
と
直
し
た
の
で
は
、
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死
語
と
は
い
へ
な
い
「
木
の
葉
」
と
區
別
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

第
二
に
言
葉
の
進
步
分
化
を
妨
げ
て
國
語
を
「
基
本
英
語
」
的
な
も
の
に
退
化
せ
し
む
る
恐
れ
が
あ

る
。
或
人
は
「
本
領
を
發
揮
す
る
」
は
「
そ
れ
ぞ
れ
得
意
な
腕
前
を
あ
ら
は
す
」
と
直
す
こ
と
が
出
來

る
と
い
ふ
。
實
は
後
者
は
前
者
の
極
め
て
不
完
全
な
一
解
釋
で
、
必
ず
し
も
同
一
義
の
語
で
は
な
い
。

か
う
い
ふ
「
こ
と
ば
な
ほ
し
」
を
日
本
語
に
施
し
た
な
ら
、
我
國
の
文
化
を
し
て
中
學
生
の
程
度
に
低

下
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
哲
學
的
思
考
は
衰
へ
、
從
つ
て
道
德
は
廢
れ
る
に
至
ら
う
。

本
來
言
語
と
い
ふ
も
の
は
新
し
く
發
生
し
た
認
識
に
對
し
て
意
識
的
に
造
ら
れ
た
名
稱
で
あ
る
。
そ

の
認
識
の
發
生
が
自
國
內
で
行
は
れ
る
場
合
に
は
自
然
的
な
名
稱
が
生
じ
て
來
る
。
自
國
內
で
起
つ

て
も
、
思
想
が
極
め
て
分
化
し
た
あ
と
の
事
で
あ
れ
ば
、
平
常
使
用
す
る
な
だ
ら
か
な
國
語
の
間
に
新

語
の
材
料
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
そ
れ
故
に
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
に
お
い
て
も
、
哲
學
、
自
然
科
學

等
の
新
術
語
は
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
等
の
言
葉
の
間
に
之
を
求
め
る
習
慣
が
あ
る
。
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
に
於

て
も
古
典
的
死
語
と
の
絕
緣
は
、
な
か
〳
〵
容
易
に
は
行
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。

若
し
新
し
い
認
識
が
外
國
か
ら
の
輸
入
で
あ
る
場
合
に
は
、
勢
と
し
て
外
國
語
が
入
つ
て
來
る
の
で

あ
る
。
日
本
語
に
漢
語
、
漢
系
語
の
多
く
混
ず
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
そ
し
て
現
代
に
於
て
は
こ

の
輸
入
は
主
と
し
て
歐
米
よ
り
來
る
。
然
し
な
が
ら
支
那
の
過
去
の
文
化
が
甚
だ
高
く
、
我
邦
は
之
を

應
用
し
て
亦
其
文
化
を
高
め
、
か
な
り
分
化
し
た
言
語
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
、
漢
語
又
は
漢
系
語
を
組
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合
せ
て
、
新
に
必
要
と
な
つ
た
外
國
語
を
飜
譯
し
て
同
化
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
明
治
以
來
こ
の
故
に

新
造
漢
系
語
の
洪
水
を
來
し
た
の
で
あ
る
。

之
に
由
つ
て
知
ら
れ
る
の
は
、
言
語
の
增
殖
は
必
し
も
ヒ
ド
ラ
蟲
の
自
體
か
ら
芽
を
出
し
、
そ
れ
が

母
體
か
ら
離
れ
落
ち
て
、
い
く
ら
で
も
い
く
ら
で
も
其
數
を
增
す
が
如
く
に
は
行
は
れ
ず
、
寧
ろ
つ
ぎ

き
の
法
で
枝
分
れ
を
し
て
行
く
方
が
主
な
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
の
つ
ぎ

き
に
は
、
從
來
の
形
式
に
適
應
せ
し
め
て
す
る
も
の
と
、
殆
ど
原
物
そ
の
儘
で
す
る
も
の
と
の
二
つ
の

方
法
が
あ
る
。
多
分
イ
ギ
リ
ス
語
の
如
き
は
主
と
し
て
第
二
の
方
法
で
ず
ん
ず
ん
と
發
逹
し
て
行
つ

た
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
か
く
の
如
き
異
分
子
を
直
ぐ
同
化
す
る
に
堪
へ
ぬ
國
土
が
あ
る
。
例
へ
ば

フ
ラ
ン
ス
の
如
き
は
他
國
の
言
語
を
容
る
る
こ
と
極
め
て
狹
く
、
ア
カ
デ
ミ
イ
と
云
ふ
關
門
が
有
つ

て
、
年
々
僅
少
の
語
の
輸
入
を
許
す
ば
か
り
で
あ
る
。

一
且
從
來
の
形
式
に
適
應
せ
し
め
て
然
る
後
に
同
化
す
る
法
は
、
今
ま
で
我
々
が
漢
系
語
及
び
そ
の

造
語
を
以
て
す
る
飜
譯
で
試
み
來
つ
た
も
の
で
あ
る
。
所
が
國
字
改
良
論
者
の
漢
字
、
漢
系
語
排
斥
運

動
に
從
ふ
と
、
此
方
法
は
廢
棄
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
否
國
字
改
良
論
者
の
運
動
を
俟
つ
ま
で
も
な

く
、
古
典
的
敎
養
の
乏
し
く
な
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
然
に
こ
の
方
法
に
は
弛
み
が
來
た
。
そ
し
て

「
テ
ニ
ヲ
ハ
ド
イ
ツ
」
を
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
原
語
そ
の
ま
ま
の
使
用
は
ず
ん
ず
ん
と
行

は
れ
て
制
止
す
る
こ
と
が
出
來
な
く
な
つ
た
。
森
有
禮
氏
の
亡
靈
は
形
を
變
じ
て
還
歸
し
て
ゐ
る
。
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橫組・縱組

現
代
外
國
語
の
流
通
を
阻
む
も
の
に
感
情
的
要
約
と
、
形
式
的
要
約
と
が
有
る
。
前
者
は
感
情
的

に
外
國
語
を
好
ま
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
國
で
は
此
點
頗
る
寛
容
で
、「
國
產
愛
用
」
に
「
デ
ー
」

を
附
け
て
極
め
て
平
氣
で
あ
る
。
形
式
的
の
要
約
の
方
は
、
橫
書
、
橫
組
の
方
法
に
よ
つ
て
、
外
國
語

插
入
の
困
難
を
著
し
く
輕
減
せ
し
め
た
。
そ
し
て
旣
に
第
一
號
と
書
く
代
り
にN

o.1

と
書
く
や
う
な

仕
方
が
し
ば
し
ば
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。

橫
書
、
橫
組
印
刷
と
云
ふ
こ
と
は
、
實
は
ロ
オ
マ
字
國
字
主
義
の
實
行
上
の
前
段
階
で
あ
る
。
更
に

進
ん
で
ロ
オ
マ
字
が
國
字
と
し
て
採
用
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
と
假
定
し
て
見
る
と
、
現
代
外
國
語

の
輸
入
は
一
層
盛
ん
に
な
る
と
推
量
せ
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
漢
系
語
は
極
め
て
制
限
せ
ら
れ
た
上
、

尋
で
起
つ
た
「
言
葉
直
し
」
で
は
、
ま
だ
思
想
の
分
化
に
應
ず
る
だ
け
の
言
語
を
十
分
に
供
給
す
る
こ

と
が
出
來
な
い
か
ら
、
勢
ひ
、
歐
米
の
語
を
そ
の
ま
ま
に
、
或
は
一
流
の
「
言
葉
直
し
」
に
か
け
て
の

ち
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
る
の
は
必
定
だ
か
ら
で
あ
る
。

僕
が
闇
に
邦
語
に
外
國
語
の
混
ず
る
の
を
防
が
う
と
云
ふ
主
張
と
、
漢
字
、
漢
系
語
を
排
斥
し
よ
う

と
云
ふ
主
張
と
は
、
理
論
上
は
矛
盾
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
實
際
は
兩
立
し
に
く
い
と
云
つ
た
の
は

こ
の
故
で
あ
る
。
國
語
の
貧
弱
に
な
る
の
を
（
從
つ
て
文
化
の
低
下
す
る
の
を
）
防
ぐ
た
め
に
は
實
際

兩
者
の
二
つ
を
取
る
か
、
又
は
其
う
ち
の
一
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
ロ
オ
マ
字
論
者
は
、
或
は
意
識
的
に
或
は
無
意
識
的
に
漢
系
語
を
捨
て
ゝ
、
現
代
外
國
語
を
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取
る
と
い
ふ
傾
向
の
上
に
在
る
の
で
あ
る
。
牛
を
馬
に
乘
換
へ
る
と
い
ふ
諺
の
如
く
、
現
代
に
於
て
は

漢
學
的
文
化
を
去
つ
て
、
歐
米
文
化
に
就
い
た
方
が
得
策
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

根
本
主
張
は
或
は
自
覺
し
な
い
で
ゐ
る
か
、
或
は
こ
と
さ
ら
に
之
を
匿
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
能
率
主

義
の
如
き
は
、
實
は
こ
の
主
張
に
到
る
過
程
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
は
成
る
べ
く
自
分
の
偏
愛
、
傾
向
と
い
ふ
も
の
を
滅
し
て
事
實
を
公
平
に
洞
察
し
た
結
論
だ
と

信
じ
て
ゐ
る
。
こ
の
考
察
に
誤
り
が
有
る
こ
と
を
敎
へ
ら
れ
ゝ
ば
、
僕
に
取
つ
て
は
甚
だ
幸
福
で
あ

る
。
然
し
若
し
僕
の
觀
察
が
正
鵠
に

あ
た中

つ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
就
い
て
早
く
措
置
を
し
な

い
で
置
く
と
一
般
文
化
の
上
に
大
害
を
か
も
す
に
至
ら
う
。
漢
學
的
古
典
的
敎
養
は
外
國
語
に
由
る

敎
養
に
置
き
換
へ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
高
等
の
學
校
に
お
け
る
外
國
語
の
修
業
は
も

一
層
進
め
た
上
に
、
更
に
そ
の
古
典
ま
で
に
遡
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
唯
ベ
ル
リ
ツ
ツ
式
の
外
國

語
の
習
得
は
當
座
の
用
に
は
立
つ
て
も
精
神
の
糧
に
は
な
ら
ぬ
。

も
し
そ
の
事
が
不
可
能
だ
と
す
る
と
、
ま
た
一
國
の
道
德
及
び
文
化
は
、
や
は
り
歷
史
主
義
の
根
帶

の
上
に
確
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
な
ら
、
漢
字
、
漢
系
語
の
廢
止
の
事
は
再
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
西

洋
で
い
ふ
「
ユ
マ
ニ
テ
エ
」
に
當
る
も
の
―
―
卽
ち
和
漢
の
古
典
の
敎
育
を
も
つ
と
盛
に
し
な
く
て
は

な
ら
ぬ
だ
ら
う
。

槪
し
て
曰
ふ
に
ロ
オ
マ
字
論
は
自
然
科
學
者
の
畑
に
繁
茂
し
て
居
る
。
そ
し
て
自
然
科
學
者
は
割
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橫組・縱組

合
に
こ
の
「
ユ
マ
ニ
テ
エ
」
の
問
題
に
無
關
心
で
あ
る
。
然
し
考
察
の
根
柢
に
こ
の
「
ユ
マ
ニ
テ
エ
」

の
思
想
を
入
れ
る
と
、
彼
等
の
所
謂
能
率
主
義
は
決
し
て
旣
決
の
先
決
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
前
に
論

議
す
べ
き
多
數
の
根
本
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

か
ゝ
る
問
題
の
吟
味
は
一
國
最
高
の
知
識
と
智
慧
と
を
動
員
し
て
始
め
て
行
は
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
當
座
の
便
宜
主
義
を
以
て
事
を
定
む
べ
き
で
は
な
い
。
文
部
省
の
假
名
遣
ひ
、
鐵
道
省
の
右
書

左
書
の
問
題
が
幾
度
か
そ
の
原
則
に
動
搖
を
來
し
て
、
國
民
を
迷
は
せ
る
や
う
な
の
は
以
て
の
外
の
事

で
あ
る
。

橫
書
縱
書
の
事
の
如
き
も
、
芝
生
の
上
に
道
を
付
け
る
や
う
に
、
漫
然
と
時
の
步
み
に
任
せ
て
置
く

可
き
で
は
な
か
ら
う
。
一
見
些
細
の
や
う
に
見
え
る
か
く
の
如
き
問
題
に
も
最
善
の
考
慮
が
施
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
漢
字
、
漢
語
を
排
斥
し
て
、
現
代
外
國
語
を
容
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
單
に
建
部
遯
吾

博
士
の
嘗
て
言
は
れ
た
や
う
に
愛
新
主
義
と
事
大
主
義
の
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
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