
新
中
国
の
漢
字
の
筆
順

I
「
常
用
漢
字
的
等
画
筆
順
」
考
　
-

一
'
は
　
じ
　
め
　
に

1
九
七
九
年
七
月
、
上
海
教
育
出
版
社
か
ら
「
常
用
漢
字
的
筆
画
筆
脳
」
が

刊
行
さ
れ
た
。
私
の
知
る
限
り
で
は
'
中
国
で
洪
字
の
筆
順
が
こ
う
し
た
ま
と

ま
り
の
形
で
刊
行
さ
れ
た
の
は
本
吉
が
初
め
て
か
と
思
わ
れ
る
。

新
中
国
で
は
、
一
九
五
六
年
に
「
洪
字
簡
化
方
案
」
が
公
布
さ
れ
'
そ
れ
を

受
け
て
'
T
九
六
四
年
に
中
国
文
化
部
・
文
字
改
革
委
員
会
か
ら
「
簡
化
字
総

麦
」
と
「
印
刷
通
用
漢
字
字
形
表
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
'

八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
す
と
言
わ
れ
た
文
盲
の
追
放
の
た
め
に
'
新
漢
字
体
系

に
よ
る
識
字
教
育
が
強
力
に
推
進
さ
れ
て
き
た
。

本
番
の
登
場
は
'
そ
う
し
た
新
中
国
に
お
け
る
文
字
改
革
及
び
識
字
教
育
施

策
の
中
で
'
い
わ
ば
必
然
の
課
題
と
し
て
予
測
と
期
待
が
持
た
れ
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
'
あ
た
か
も
わ
が
国
に
お
け
る
戦
後
一
連
の
国
語
国
字
施
策

推
進
の
中
で
「
筆
順
指
導
の
手
び
き
」
　
(
昭
和
3
3
年
3
月
博
文
堂
出
版
刊
)
　
が

刊
行
さ
れ
た
の
と
軌
を
7
に
す
る
と
抱
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
筆
順
指
導

の
手
び
き
」
の
場
合
と
同
様
に
'
本
書
は
'
今
後
の
中
国
に
お
け
る
識
字
教
育

の
上
に
大
き
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
-
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
本
書
の
意
義
と
役
割
り
を
思
う
に
つ
け
、
わ
が
国
の
漢
字
及
び
漢

字
教
育
・
書
写
教
育
の
研
究
と
実
践
に
も
無
縁
で
な
い
と
痛
感
す
る
。
本
書
に

久
　
　
米
　
　
　
　
　
公

常
用
浜
字
と
し
て
示
さ
れ
た
漢
字
の
字
種
・
字
体
・
字
形
・
点
画
・
筆
順
と
'

そ
れ
ら
に
よ
る
今
後
の
教
育
及
び
普
及
の
あ
り
方
に
'
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
生

き
る
も
の
と
し
て
関
心
を
寄
せ
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
O

私
は
、
さ
き
に
恩
師
野
地
潤
家
先
生
と
藤
原
宏
先
生
に
御
監
修
い
た
だ
い
て

「
筆
順
指
導
総
覧
」
(
昭
和
5
2
年
9
月
み
つ
る
教
育
図
書
出
版
刊
)
「
筆
順
学
習

の
す
べ
て
」
　
(
昭
和
5
3
年
3
月
同
上
)
を
世
に
問
い
へ
筆
順
と
そ
の
指
導
へ
の

関
心
を
深
め
て
き
た
。
学
恩
の
大
き
さ
を
思
い
つ
つ
、
そ
の
眼
で
こ
の
「
常
用

洪
字
的
筆
画
筆
順
」
を
通
覧
し
、
と
り
あ
え
ず
第
1
段
階
の
考
察
を
試
み
て
み

B
M
i本

書
に
は
'
か
つ
て
の
漢
字
簡
化
の
場
合
に
見
ら
れ
た
と
同
様
に
、
わ
れ
わ

れ
の
意
表
を
つ
-
筆
順
が
い
-
つ
か
示
さ
れ
て
い
る
.
「
筆
順
指
導
の
手
び
き
」

と
思
い
合
わ
せ
な
が
ら
'
そ
れ
ら
彼
我
の
主
な
相
違
点
を
明
か
に
し
、
比
較
識

字
教
育
研
究
・
比
較
書
写
書
法
教
育
研
究
へ
の
さ
さ
や
か
な
手
が
か
り
と
し
て

提
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

二
、
「
常
用
漢
字
的
筆
画
筆
順
」
の
概
要

〔
-
〕
　
本
書
の
構
成

-
'
本
番
は
t
 
B
6
版
二
〇
ペ
ー
ジ
の
簡
素
な
小
冊
子
で
あ
る
O
　
「
筆
順
指

導
の
手
び
き
」
の
B
5
版
二
四
ペ
ー
ジ
と
は
ば
同
規
格
で
あ
る
O
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内
容
は
次
の
四
項
か
ら
成
っ
て
い
る
。

〔
2
〕
　
本
書
刊
行
の
趣
意

本
書
刊
行
の
ね
ら
い
は
「
編
写
説
明
」
に
-
わ
し
い
.
全
訳
を
掲
げ
よ
う
。

収
録
常
用
漢
字
数
は
・
巻
末
の
編
写
説
明
に
よ
る
と
「
全
書
共
収
常
用
漢
字

近
千
五
百
個
」
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
筆
順
の
示
さ
れ
て
い
る
漢
字
は
1
四

九
二
字
。
「
撰
語
排
音
検
字
表
」
も
同
字
数
で
あ
る
。

こ
の
本
書
の
構
成
は
'
「
筆
順
指
導
の
手
び
き
」
と
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な

い
。
た
だ
,
「
筆
順
指
導
の
手
び
き
」
が
、
簡
略
で
は
あ
る
が
「
二
、
筆
順
指

導
の
心
が
ま
え
」
「
筆
順
指
導
の
計
画
に
つ
い
て
」
を
置
い
て
書
名
の
趣
意
を

生
か
し
て
い
る
点
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

2
,
本
書
の
中
心
部
は
'
言
う
ま
で
も
な
-
「
三
'
常
用
浜
字
筆
画
筆
順
」
で

あ
る
。
図
版
に
掲
げ
た
冒
頭
部
分
に
見
る
よ
う
に
'
常
用
撰
字
丁
四
九
二
字
を

画
数
別
・
第
1
回
の
形
状
別
に
配
列
し
'
各
字
ご
と
に
「
注
書
」
「
筆
順
」
「
弁

正
」
の
欄
を
仕
組
ん
で
い
る
。

筆
順
の
示
し
方
は
'
「
筆
順
指
導
の
手
び
き
」
同
様
に
'
1
画
ず
つ
の
累
加

方
式
を
と
り
'
部
首
部
分
が
重
複
す
る
も
の
は
'
煩
雑
を
さ
け
て
適
宜
省
略
を

加
え
て
い
る
。
八
コ
マ
法
を
と
っ
て
い
る
の
で
'
六
コ
マ
法
の
「
筆
順
指
導
の

手
び
き
」
よ
り
は
細
部
の
省
略
が
少
な
く
わ
か
り
や
す
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
'
次
項
に
掲
げ
た
「
編
写
説
明
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

編
集
に
つ
い
て
の
説
明

1
'
本
書
は
'
工
員
兵
大
衆
が
正
確
な
漢
字
を
書
く
こ
と
を
学
ぶ
た
め
の

手
び
き
と
し
て
用
い
る
も
の
で
、
小
学
校
の
国
語
教
師
が
識
字
教
育
の

参
考
と
し
て
使
用
し
て
も
よ
い
。
本
番
全
体
に
収
め
た
常
用
漢
字
は
千

五
百
字
近
-
あ
る
。
字
体
は
《
印
刷
通
用
漢
字
字
形
表
》
、
《
簡
化
字

'
-
t
'
.
、
王
‥
'
∴
-
/
・
-
二
-
蝣
)
.
*
:
'

二
,
い
く
つ
か
の
浜
字
は
'
人
そ
れ
ぞ
れ
の
書
写
紗
習
慣
が
ま
ち
ま
ち

で
'
例
え
ば
〝
火
″
と
い
う
字
は
'
あ
る
人
は
先
に
〟
ノ
〃
を
書
い
て

後
か
ら
〝
く
〃
を
書
-
L
t
あ
る
人
は
先
に
〝
㌃
を
書
い
て
後
か
ら

・
人
ル
を
書
く
。
本
書
で
は
,
多
-
の
人
が
習
慣
と
し
て
い
る
書
き
方

一
つ
だ
け
を
選
ん
だ
。

三
、
本
書
で
は
'
漢
字
の
書
き
方
と
字
形
の
規
範
に
重
き
を
置
き
、
筆
画

筆
順
を
あ
や
ま
り
や
す
い
漢
字
に
対
し
て
は
、
筆
順
の
説
明
の
ほ
か

に
'
至
り
に
〃
朗
正
″
の
欄
で
注
釈
を
加
え
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の

漢
字
に
は
漢
語
の
排
音
を
つ
け
た
。
多
-
の
音
を
も
つ
字
に
は
'
常
用

の
読
音
1
種
類
だ
け
を
つ
け
て
そ
の
他
は
省
略
し
、
字
義
は
注
釈
し
な

!
a
r
a

四
'
本
書
で
は
'
筆
画
の
多
少
に
よ
っ
て
'
少
な
い
も
の
か
ら
順
次
排
列

し
た
。
同
じ
画
数
の
字
は
'
第
1
画
の
形
に
こ
よ
っ
て
〔
、
〕
〔
〓

〔
-
〕
〔
ノ
〕
〔
T
・
)
の
五
種
類
に
分
け
て
順
次
排
列
し
た
。
例
え
ば

ソ
ト
'
'
*
<
二
′
・
*
n
一
'

蝣
」
}
*
・
二
は
=
=
、
v
l
-
-
'
I
X
'
'
.
'
蝣
蝣
'
蝣
'
蝣
"
蝣
"
-
'
-
'
.
-
-
二
'
"
'
V
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″
、
″
正
の
で
前
に
排
列
し
、
u
″
の
第
1
回
は
〟
1
″
な
の
で
そ

の
後
花
排
列
し
た
3
　
〝
、
.
]
.
 
-
ノ
1
〃
以
外
の
点
画
の
形
は
'
以
下
の

よ
う
.
に
処
琶
た
。
〝
r
″
は
:
の
警
繰
り
入
れ
,
‥
子
は

,
;
-
ふ
い
・
′
∵
-
・
;
・
・
<
;
-
^
l
?
i
蝣
:
・
!
　
　
　
り
∴
-
.
I
l
>

卑
筆
順
の
欄
の
中
で
、
部
分
の
形
が
同
じ
字
に
つ
い
て
は
'
前
に
出
る

も
の
に
く
わ
し
い
示
し
方
を
し
,
後
に
出
る
も
の
に
は
適
宜
省
略
を
加

え
た
、
ご
如
者
は
前
に
出
た
も
の
を
参
照
し
て
類
推
し
て
い
た
だ
き
た

r
O

り

　

一

　

　

　

　

　

　

.

-

>

'

-

:

-

M

-

-

;

;

:

.

.

・

!

'

排
音
に
く
わ
し
い
読
者
の
た
め
の
検
索
用
と
し
て
供
す
る
次
第
で
あ

s
s
a

∧
本
書
の
規
範
牲
∨

右
「
編
写
説
明
」
の
冒
頭
に
「
工
員
兵
大
衆
が
'
正
確
な
漢
字
を
書
-
こ
と

を
学
ぶ
た
め
の
手
び
き
と
し
て
」
「
小
学
校
国
語
教
師
が
、
識
字
教
育
の
参
考

と
し
て
」
と
掲
げ
て
い
る
。
決
し
て
強
い
語
調
で
は
な
い
。
も
か
し
、
漢
字
を

簡
化
し
,
識
字
故
習
を
国
家
の
虫
要
施
災
と
し
て
推
進
し
て
い
る
新
中
国
に
お

い
て
,
洪
字
の
筆
画
筆
順
の
規
範
と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
を
思
う
と
「
手
び

卓
と
し
て
」
　
「
参
考
と
し
て
」
は
軽
々
し
-
受
け
止
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
,
わ
が
国
の
「
筆
順
指
導
の
手
び
き
」
に
お
け
る
そ
の
後
の
基
準

性
に
徴
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

<
筆
渦
に
対
す
る
考
え
方
∨

中
国
で
は
民
衆
の
知
恵
を
寄
丑
す
る
。
漢
字
の
冊
化
に
関
し
て
も
そ
う
で
あ

っ
た
が
・
こ
の
筆
順
の
採
択
に
関
し
て
も
、
「
縮
写
説
S
J
に
「
多
く
の
人
々

が
習
慣
と
し
て
い
る
苔
き
方
言
だ
け
を
選
ん
だ
」
と
L
t
民
衆
へ
の
浸
透
性

を
重
楓
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
'
「
二
」
に
例
示
さ
れ
て
い
る
〟
火
〟
の

・
#
順
の
よ
う
に
,
わ
れ
わ
れ
に
は
奇
異
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
先
人
の
知
慰

(
伝
統
)
に
仝
-
つ
な
が
ら
な
い
部
臓
が
採
択
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
起
き
て

霊
。
簡
体
字
と
い
う
新
た
な
形
毒
-
た
め
の
筆
順
が
求
め
ら
れ
る
中
で
'

新
発
想
に
よ
る
知
恵
も
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

∧
筆
画
に
対
す
る
考
え
方
∨

「
縮
写
説
明
」
の
「
三
」
に
述
べ
て
あ
る
よ
う
に
〟
弁
正
〟
の
欄
を
置
い
て

い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
「
筆
順
指
導
の
手
び
き
」
で
は
「
木
打
は

字
体
の
手
び
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
番
に
お
い
て
は
字
体
の
間
越
を
解

決
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
」
　
事
実
は
そ
う
で
な
い
両
が
あ
っ
た
が
)
と
し
て

い
た
の
に
対
し
て
、
本
書
で
は
「
洪
字
の
　
き
方
と
字
形
の
軌
範
に
重
き
を
i
l
A

き
」
「
誤
ま
り
や
す
い
漢
字
に
対
し
て
〟
弁
正
〟
の
欄
で
注
釈
を
加
え
た
」
と

し
・
字
体
上
の
問
題
を
正
面
か
ら
扱
う
姿
勢
を
明
示
し
て
い
る
。
次
項
に
掲
げ

た
「
筆
画
」
へ
の
考
え
方
を
土
台
に
し
て
'
各
文
字
の
部
分
や
点
画
の
性
格
を

「
は
ね
・
払
い
」
に
至
る
ま
で
細
部
に
わ
た
っ
て
注
釈
し
規
範
を
示
し
て
い
る
。

筒
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
し
い
字
体
や
部
首
部
分
の
性
格
を
塑
不
し
て
、
手
招

き
に
よ
る
文
字
認
識
の
鮮
明
化
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
筆
画
・
筆
順
に
関
す
る
基
礎
基
本

本
書
の
「
1
,
筆
画
」
「
二
、
軍
服
」
に
は
'
筆
画
・
筆
脚
に
関
す
る
用
語

規
定
と
,
漢
字
を
正
確
に
認
識
し
書
写
す
る
た
め
に
基
礎
基
本
と
し
て
把
持
き

れ
る
べ
き
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
。

漢
字
の
梢
成
単
位
で
あ
る
筆
画
(
占
m
.
)
の
強
要
性
に
触
れ
'
そ
の
形
、
性
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格
・
種
菊
と
名
称
等
に
つ
い
て
へ
要
点
を
簡
潔
に
記
述
し
図
解
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
,
洪
字
の
基
本
筆
画
至
ハ
種
へ
複
雑
筆
画
を
三
種
に
整
理
限
定
し
て

い
る
こ
と
は
,
わ
が
国
の
漢
字
教
育
・
書
写
教
育
の
た
め
に
も
注
目
す
べ
き
点

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
あ
れ
ば
こ
そ
「
ど
の
字
を
書
-
場
合
で
も
へ
そ
の
筆
画
を
は

っ
き
り
さ
せ
,
基
本
の
形
に
従
っ
て
正
確
に
古
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
明
言
で
き
る
の
で
あ
る
。

筆
順
の
原
則
等
そ
の
他
細
部
の
考
察
は
後
日
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
、
以
下
に

本
項
の
全
文
と
訳
文
を
掲
げ
て
お
-
0

一
'
筆
　
　
画

洪
字
は
,
異
な
っ
た
筆
画
の
交
錯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
字
を
苔
-

と
き
に
,
筆
を
下
ろ
し
て
か
ら
上
げ
る
ま
で
を
〝
一
筆
″
あ
る
い
は
〟
一

画
″
と
言
い
、
字
形
を
構
成
す
る
各
種
の
形
状
の
点
や
線
が
筆
画
で
あ
る
。

・
.
‥
り
　
　
‖
2
5
N
<
.
 
*
-
w
　
ソ
"
'
"
/
・
二
W
)
ォ
　
v
-
:
C
-
:
-
:
v
.
:
.
'
-
.

ッ
:
'
:
(
ふ
　
　
　
　
　
吾
2
;
,
士
蝣
:
-
.
)
,
0
-
:
ハ
:
.
 
'
j
¥
>
一
-
,
-
(
3

-
図
版
(
前
ペ
ー
ジ
)
参
照
I

二
軽
視
あ
る
い
は
二
種
載
以
上
の
基
本
点
画
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
使
用

す
る
と
'
折
筆
の
あ
る
複
雑
な
筆
画
を
形
成
す
る
。
こ
の
種
の
複
雑
な
筆

画
に
二
十
一
種
が
あ
る
。

-
図
版
(
前
ペ
ー
ジ
)
参
照
-

一
つ
の
文
字
が
何
画
か
と
い
う
こ
と
は
'
注
意
し
て
弁
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
ち
が
っ
た
文
字
の
大
多
数
は
筆
画
の
増
減
に
よ
っ
て
作
り

出
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
の
文
字
を
雷
-
場
合
で
も

そ
の
筆
画
を
は
っ
き
り
さ
せ
'
基
本
の
形
に
従
っ
て
正
確
に
書
き
上
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
へ
筆
　
　
順

1
つ
の
文
字
で
'
ど
の
1
筆
を
先
に
書
き
ど
の
一
筆
を
後
か
ら
苔
-
か

と
い
う
こ
と
を
筆
順
と
言
う
。
漢
字
の
筆
順
に
は
1
定
の
き
ま
り
が
あ
り

1
般
的
に
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

・
横
が
先
で
縦
が
後

・
左
払
い
が
先
で
右
払
い
が
後

・
上
か
ら
下
へ

,
左
か
ら
右
へ

・
外
か
ら
中
へ

(
例
-
十
'
干
)

(
例
-
人
、
木
)

(
例
=
三
'
合
)

(
例
-
川
へ
洲
)

(
例
-
月
'
向
)

・
外
が
先
で
中
が
後
'
そ
れ
か
ら
ロ
を
封
じ
る
(
例
=
日
'
田
)

・
中
央
部
が
先
で
、
両
脚
が
後
　
(
例
=
小
'
水
)

こ
の
ほ
か
に
'
ま
た
'
次
の
比
較
的
特
殊
な
書
写
の
き
ょ
り
に
注
怠
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

H
点
の
筆
順
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と

・
左
上
に
あ
る
点
は
先
に
雷
-
　
(
例
-
斗
'
為
、
共
)

・
右
上
に
あ
る
点
は
後
か
ら
古
-
(
例
-
弐
'
充
、
我
)

,
中
に
あ
る
点
は
後
か
ら
苔
-
　
(
例
=
瓦
'
丹
、
叉
)

3
1
上
部
に
あ
る
縦
蔽
画
の
左
部
に
あ
る
縦
画
)
'
上
が
下
を
包
む
か
あ
る

い
は
全
体
を
閑
む
結
構
の
場
合
の
縦
は
7
般
的
に
先
に
雷
-
。

(
例
-
故
へ
図
'
圏
)

日
″
、
L
ル
　
〝
虹
″
を
用
い
て
偏
労
と
す
る
字
'
及
び
へ
下
が
上
を
包
む
よ

う
な
半
包
囲
の
結
構
は
'
1
般
的
に
内
郷
を
先
に
し
て
外
僻
を
後
で
古

v
'
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
例
=
過
'
延
へ
画
)
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四
へ
　
「
常
用
漢
字
筆
画
筆
順
」
に
み
る
彼
我
の
筆
順
の
相
違
点

前
掲
の
図
版
に
示
さ
れ
た
要
領
で
'
以
降
9
3
ペ
ー
ジ
ま
で
に
'
1
四
九
二
字

の
筆
画
と
筆
順
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
「
三
」
に
示
さ
れ
た
筆
順
の
原
則
を
ふ

寺
乙
て
'
は
ば
、
同
丁
構
成
部
分
は
同
7
筆
順
で
書
-
と
い
う
態
度
で
貫
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
'
中
に
問
題
が
な
い
で
も
な
い
。
「
筆
順
指
導
の
手
び
き
」

の
そ
れ
と
個
々
に
比
較
す
る
と
'
大
部
分
は
共
通
す
る
が
'
意
表
を
つ
く
場
合

も
あ
る
。
以
下
'
そ
れ
ら
を
具
体
的
に
示
し
考
察
を
準
え
て
み
た
い
。

な
お
'
蕗
字
上
の
制
約
と
'
比
較
と
い
う
立
場
か
ら
、
彼
我
共
通
の
文
字
の

み
を
対
象
と
L
t
簡
体
字
は
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。

州
　
「
王
・
玉
・
主
・
美
・
青
・
生
」
の
場
合

王

M

-

1

1

　

】

　

7

　

-

日

本

1
-
・
1
'
.
.
.
中
国

・
:
I

・
蝣
"
蝣
l

-
】
.
一
、
-
日
本

】
　
-
　
I
 
I
-
中
国

・
:
!
蝣
;
二
"
.
'
」
ふ
.
.

大
-
日
本

犬
・
-
中
国

?i
P　　　-　　　1

B A

¥m¥

I

日　日

.

:

.

 

-

蝣

;

:

1
*
　
一
「
・
・
日
本

】
　
]
　
I
　
「
・
・
中
国

漢
字
で
も
仮
名
で
も
'
構
成
の
主
要
骨
格
は
縦
画
と
桟
画
で
あ
る
。
そ
の
縦

と
桟
が
交
差
す
る
際
の
順
序
性
は
「
桟
1
縦
」
が
基
本
で
あ
る
(
欧
米
の
文
字

は
桟
に
並
列
し
て
書
-
中
で
発
達
し
て
き
た
の
で
逆
の
関
係
が
強
い
)
。
こ
れ

は
'
本
書
で
も
先
の
筆
順
の
原
則
の
第
T
に
あ
げ
て
あ
る
。
.

問
題
は
'
画
数
が
複
数
化
す
る
と
き
に
ど
う
運
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「
十
・
土
・
干
」
の
形
の
と
き
は
問
題
な
い
が
'
右
に
あ
げ
た
形
の

と
き
に
'
今
回
、
明
ら
か
に
彼
我
の
筆
順
の
基
準
に
差
異
を
生
じ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
相
成
の
筆
順
を
日
本
で
A
タ
イ
プ
と
す
る
の
に
対
し
て
'
本
湘
=
で

は
す
べ
て
B
タ
イ
プ
で
あ
る
O
日
本
と
は
逆
に
最
終
杭
画
を
単
独
化
し
'
底
河

と
し
て
独
立
さ
せ
て
い
る
。
思
い
切
っ
た
発
想
の
転
換
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の

c
I
J
脚
に
・
・
'
'
,
'
'
.
-
'
1
J
*
"
.
蝣
一
、
、
り
は
け
∵
.
-
.
3

A
の
筆
順
は
、
古
来
、
中
国
で
も
日
本
で
も
普
通
に
と
っ
て
き
て
い
た
。
行

雷
・
草
古
に
も
共
通
し
'
伝
統
の
中
で
B
は
例
外
的
で
あ
っ
た
3

(
<
・
=
"
-
、
蝣
*
-
∵
…
、
∴
㌧
∴
㌧
草
'
1
I
l
_
、

通
を
さ
け
て
'
あ
え
て
B
を
基
準
化
し
た
根
拠
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
の

よ
う
に
「
多
-
の
人
が
書
き
慣
れ
て
い
る
7
種
類
の
書
き
方
だ
け
を
選
ん
だ
」

と
す
れ
ば
'
文
盲
追
放
の
た
め
の
識
字
教
育
の
普
及
の
中
で
こ
の
B
タ
イ
プ
が

広
く
大
衆
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
'

右
で
推
測
し
た
よ
う
に
「
最
終
桟
画
を
底
画
と
し
て
独
立
さ
せ
る
t
と
い
う
思

い
切
っ
た
発
想
の
転
換
」
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
へ
次
に
あ
げ
た
構
成
も
こ
れ
と
同
じ
系
列
に
屈
す
る
と
考
冬
り
れ

る
。
が
'
※
を
付
し
た
「
五
・
伍
」
の
形
に
限
っ
て
は
、
ど
う
し
た
わ
け
か
伝

統
の
筆
順
に
よ
っ
て
お
り
、
7
速
の
中
で
例
外
的
と
思
え
る
。

案
'
p
a
=
i
二
誉
・
・
m

蝣
・
蝣
a
-
悶
讃
…
サ
蝣
r
|
・

r
-
1
。
本
.
中
田

脚
「
里
・
坐
・
墨
・
重
・
勤
・
准
(
ふ
る
と
り
一
」
の
場
合

・100

<
=
a
-
児

一
一
-
.
縞
坐
一
班
工
]
1
　
縞



封勤

<
-
E
-

B
=
　
ロ
　
ー

ォ
・
・
・
日
本

?
・
・
中
国

晶
…
一

日
I
 
f
　
「
・
・
日
本

<
=
:
*
　
H
 
I
 
k
ヵ
・
・
・
日
本

B
-
I
　
口
-
,
-
*
.
.
.
中
y
i

I
-
:
:
.
.
-
'

I
.
-
.
.
.
-

日
　
I
-
　
1
-
中
国

i
-
n
-
H
本

i
n
-
　
!
.
.
.
中
国

1
通
の
形
に
は
、
す
べ
て
川
に
通
じ
る
構
成
部
分
が
あ
る
。
川
と
同
様
に
'

日
本
が
A
の
珊
朋
を
と
る
の
に
対
し
て
'
中
国
は
B
を
と
っ
て
い
る
。
伝
統
的

に
は
A
で
あ
り
'
行
事
・
草
古
に
も
通
じ
る
。
だ
が
こ
れ
も
'
今
回
'
は
っ
き

り
と
A
B
両
系
列
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

伝
統
的
な
A
の
筆
順
に
従
っ
て
い
て
'
ど
う
し
た
わ
け
か
例
外
的
で
あ
る
。
日

本
で
は
'
同
じ
構
成
を
も
つ
「
溝
・
柄
・
講
・
購
」
な
ど
も
す
べ
て
A
を
と
る
。

中
国
で
は
こ
れ
ら
は
す
べ
て
簡
化
さ
れ
て
別
休
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
'

「
再
」
に
み
る
構
成
は
本
書
に
は
他
に
字
例
が
な
い
。

㈱
　
「
火
・
灯
　
(
ひ
へ
ん
)
」
の
場
合

*
蝣

一
ノ
ォ
/
　
　
日
本

ノ

.

㌔

-

-

中

国

灯
<
-

・

ノ

,

丁

-

日

本

ノ
一
、
丁
　
-
中
国

脚
「
E
E
・
由
・
典
」
の
場
合

r
i
i
i

蝣
蝣
i

・

「

∵

‖

一
l
　
∵
・
・
日
本

-
I
　
<
・
蝣
蝣
中
国

・I:".ty
∫
 
J
 
I
　
　
日
本

中
国

1
　
1
　
日
本
・
中
国

-
一

こ
の
形
は
'
構
成
単
位
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
へ
筆
旧
の
考
え
方
に

追
い
が
生
ま
れ
る
。
「
筆
順
指
導
の
手
び
き
」
で
は
中
央
部
を
「
十
」
の
形
と

と
ら
え
て
'
「
こ
の
場
合
に
限
っ
て
杭
画
を
後
に
古
く
」
と
い
う
例
外
的
原
則

を
立
て
て
A
の
珊
肘
を
基
準
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
'
私
は
前
記
仙
i
i
と
同

原
理
と
見
据
え
て
a
i
i
と
同
じ
原
則
で
考
え
る
の
が
妥
当
(
拙
著
「
筆
順
指
導

総
覧
」
誕
ペ
ー
ジ
一
と
し
て
き
た
が
'
中
国
で
は
T
符
に
B
タ
イ
プ
と
し
た
。

原
則
の
運
用
上
'
m
i
9
と
も
-
い
違
い
を
生
じ
な
い
点
で
す
っ
き
り
し
て
い
て

系
統
的
で
あ
る
。
し
か
し
'
伝
統
と
-
い
違
う
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
※
印
を
付
し
て
示
し
て
お
い
た
よ
う
に
'
「
再
」
だ
け
は
日
本

同
様
に
A
型
の
筆
順
を
と
っ
て
い
る
。
「
由
・
典
」
に
通
じ
る
構
成
な
の
に
'

わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
最
も
意
外
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
「
火
」
の
筆
順

を
「
B
」
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
情
は
先
の
「
編
写
説
明
」
で
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
の
風
変
わ
り
な
筆
順
が
新
中
国
の
書
写
習
慣
の
中
に
そ
ん
な
に

も
普
及
し
て
い
た
の
か
と
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
O
　
「
筆
順
の
原
則
」
と
し
て
あ

げ
て
い
る
「
左
か
ら
右
へ
」
に
よ
っ
た
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

む
ろ
ん
'
伝
統
的
に
は
B
の
筆
順
は
な
い
。
行
書
・
軍
書
に
も
通
じ
な
い
。

こ
の
筆
順
で
遠
雷
き
し
た
場
合
'
別
字
と
見
誤
ら
れ
そ
う
な
形
に
な
り
か
ね
な

い
。
な
お
'
こ
の
字
を
部
分
と
す
る
漢
字
は
二
〇
字
に
及
び
'
す
べ
て
B
に
し

て
い
る
。

㈲
　
「
右
・
布
・
有
・
皮
・
成
」
の
場
合

m田

・
「
「

育

A
=
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フ
J
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日
本

ー
ー
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＼
・
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中
国

成

f
　
胡
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-
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日
本
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ロ
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中
国

A
-
/
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日
本

B
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一
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】
J
ノ
'
-
中
国



T
通
の
字
の
一
・
二
画
の
構
成
順
序
に
対
し
て
'
日
本
は
す
べ
て
A
。
伝
統

に
即
し
、
行
書
・
軍
書
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
'
現
実
に
は
B
タ
イ

プ
の
「
左
・
友
・
存
・
在
」
等
と
混
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
o
誠
別
に
対
す
る

考
え
方
　
(
前
記
拙
著
4
3
ペ
ー
ジ
)
　
が
1
般
化
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
'
煩

雑
感
醸
成
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

中
国
で
は
、
今
回
へ
　
こ
れ
ら
及
び
こ
れ
ら
を
含
む
文
字
全
部
を
B
の
筆
順
と

L
t
例
外
を
作
っ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
は
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'

字
形
一
点
画
の
災
短
や
接
筆
の
あ
り
方
)
　
に
は
'
伝
統
的
筆
脳
に
よ
る
そ
れ
を

残
し
て
い
る
。

脚
　
「
母
・
丹
・
舟
・
卵
」
の
場
合

E
g
.
 
<
-
-
1

÷
7

,

・

1

-

日

本

n
!
・
、
・
-
・
中
国

刀
・
・
I
 
I
-
日
本

刀
,
I
-
.
.
.
中
国

c
:
　
-
-

丹
一
m
m

・
.
.
.
-
　
　
口
木

一
・
　
　
-
・
・
・
中
国

ノ
ー
,
I
-
-
日
本

J
r
.
.
I
r
.
・
・
・
中
国

,

一

J

 

I

　

ヽ

お
の
う
ち
'
「
軍
服
指
導
の
手
び
き
」
に
は
「
母
・
舶
」
の
形
し
か
扱
わ
れ

て
い
な
い
。
が
、
日
本
で
は
こ
れ
ら
一
連
の
筆
順
は
す
べ
て
A
を
普
通
と
L
t

義
務
教
育
の
中
で
「
毎
・
海
・
悔
・
梅
・
侮
・
敏
・
繁
・
巧
・
貰
・
慣
・
航
・

舵
」
等
の
同
類
洪
字
を
す
べ
て
A
で
扱
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
'
本
吉
は
す
べ
て
B
で
あ
る
。

し
か
も
'
中
層
の
場
合
'
同
じ
B
の
中
に
も
不
統
7
が
見
ら
れ
る
。
「
舟
」

は
、
「
母
」
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
t
 
c
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
「
丹
」

と
も
く
い
違
わ
な
い
.
同
様
に
'
「
卵
」
も
C
と
す
る
の
が
他
と
の
関
係
か
ら

い
っ
て
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
C
と
し
な
い
の
は
'
卦
る
い
は
'
後
抱
の

「
印
」
の
左
部
と
の
相
通
を
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

前
掲
の
よ
う
に
t
H
t
軍
服
」
に
「
点
の
笥
脳
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ

と
」
せ
し
て
「
中
に
あ
る
点
は
後
か
ら
薯
-
」
と
示
し
'
例
に
「
瓦
・
丹
」
を

あ
げ
て
い
る
。
「
舟
」
は
と
も
か
-
'
「
卵
」
の
左
部
は
こ
の
原
則
か
ら
は
み
出

す
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
'
「
母
」
と
類
似
の
形
を
も
つ
「
買
」
の
場
合
の
郡
旧
も
'
次
抱

の
よ
う
に
口
・
中
と
で
は
対
照
的
で
あ
る
。

蓋
…
j
r

j
r
二
㌍
縞

上
部
の
形
は
'
「
母
・
毎
」
と
似
て
い
る
が
t
T
・
二
画
は
右
下
で
交
差
す

る
形
を
と
ら
な
い
。
「
田
」
の
類
で
あ
る
.
こ
の
形
か
ら
'
第
1
回
を
「
竪
折
」
'

第
二
画
を
「
枝
折
」
と
把
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
疑
問
が
残
る
。
こ
れ
は
字
体

上
の
問
題
で
、
画
数
だ
け
で
な
-
箪
帖
も
か
か
わ
っ
て
い
-
。
こ
の
こ
と
は
'

日
本
と
共
通
す
る
問
題
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
'
こ
の
形
は
「
母
」
と
違
っ
て
中
の
点
の
部
分
が
縦
画

の
姿
を
と
る
。
そ
れ
を
B
の
筆
脳
で
苦
-
の
は
'
先
の
川
畑
な
ど
に
照
ら
し
て
'

ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
。

の
「
万
・
方
・
放
」
の
場
合

万
一
紺
言
*
¥

r
サ
一
一
一
拍
方
一
棋
昌
.
.
.
m

-
-
B
-
悶

こ
れ
ま
た
日
・
中
で
対
照
的
で
あ
る
。
日
本
で
「
力
・
刀
」
に
通
じ
る
A
を

と
る
の
に
対
し
て
'
中
国
で
は
B
。
も
ち
ろ
ん
A
が
伝
統
的
で
あ
る
.
た
だ
へ

こ
の
構
成
の
場
合
'
「
力
・
刀
」
な
ど
と
違
っ
て
「
左
払
い
」
が
先
行
的
位
置
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に
く
る
こ
と
か
ら
・
日
本
で
も
'
何
の
指
導
も
加
え
な
い
で
雷
か
せ
る
と
t
 
ち

の
箪
臓
を
と
る
者
の
方
が
多
い
。
も
し
か
し
た
ら
'
中
国
に
も
1
般
に
そ
う
し

た
実
態
が
あ
っ
て
B
を
採
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
'
名
銃
に
も
例
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

一
方
,
似
た
形
を
持
つ
「
矛
」
に
限
っ
て
は
'
A
の
蒜
を
残
し
て
い
る
。

再

隈

r

e

・

ォ

・

*

J

g

巴

冒

　

　

　

　

　

　

　

。

乃
一
m

闇
Ⅷ

H
I

f

l

ノ

ノ
r
)

嗣
サ

-
-
-
日
本

-
-
-
中
国

選
A
-
ノ
フ
J
　
　
日
本
・
中
国

B

=

フ

ノ

J

-
-
-
日
本
・
中
国

こ
の
三
つ
の
形
も
、

日
本
は
伝
統
的
軍
帽
に
即
し
た
A
を
と
る
。
そ
れ
に
対

し
て
・
中
国
の
基
準
は
,
「
乃
」
に
限
っ
て
は
B
で
「
竺
画
是
枝
折
折
鈎
」

と
し
て
い
る
.
間
と
は
逆
に
、
こ
れ
は
「
刀
・
力
」
の
同
類
と
み
て
い
る
。

そ
れ
で
い
て
「
及
」
を
A
タ
イ
プ
に
残
し
た
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
そ

の
辺
に
不
聖
の
感
が
残
る
.
混
乱
を
生
ま
な
け
れ
ば
い
い
の
だ
が
-
 
0

仰
　
「
収
・
壮
・
北
」
の
場
合

収

<
=
　
-
　
I
又

噌
^
^
^
^
^
^
B
」

讃。=;!

日
本

-
-
-
中
国

a
i
　
　
日
本

ヒ
・
-
‥
中
国

壮
<
=

|
p
a
=
つ
上
・
H
I
醐

こ
.
の
グ
ル
ー
プ
に
も
不
統
1
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

日
本
で
は
「
収
.
 
・
壮
」
の
届
の
形
は
す
べ
て
縦
を
筆
画
と
し
て
見
据
え
'

A
の
翠
帳
を
と
、
る
・
そ
の
意
味
で
竺
的
で
あ
る
。
「
北
」
の
局
部
は
、
明
朝

休
活
字
で
は
「
壮
」
と
似
た
形
で
あ
る
が
,
教
科
勲
尿
や
手
書
毒
は
'
下
部

の
横
画
を
「
土
」
的
に
亨
-
。
だ
か
ら
A
の
筆
順
で
よ
い
。
た
だ
し
、
「
収
・

班
(
屈
の
形
は
小
学
校
で
は
「
状
」
で
学
習
す
る
)
は
'
指
導
を
加
え
な
い
で

F
=
か
せ
る
と
'
B
タ
イ
プ
が
圧
倒
的
に
多
い
.

中
国
で
両
者
を
B
と
し
た
の
は
'
民
衆
の
実
態
に
同
様
の
幌
向
性
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
,
「
北
」
に
限
っ
て
は
疑
問
が
残
る
。
「
北
」

の
字
の
肩
部
を
「
壮
」
と
同
様
の
形
に
し
て
い
る
の
に
'
そ
の
節
1
1旧
は
「
壮
」

し
!
_
・
・
サ
ー
蝣
:
.
-
・
・
-
V
・
り
ご
、
∵
∵
∵
-
1
*
'
い
し
・
.
:

の
か
と
想
像
さ
れ
る
も
の
の
・
同
京
成
の
筆
順
を
文
字
に
よ
っ
て
使
い
分
け

る
と
な
る
と
,
煩
雑
感
を
増
幅
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

佃
「
巨
」
の
甥
合

巨
一
m
圭
1
-
縞
.
-
・
!

-
'
.
1
縞

「
巨
の
字
の
筆
順
を
A
と
し
て
い
る
日
本
で
あ
る
が
、
日
常
書
写
の
中
で

は
A
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
邦
鵬
が
見
ら
れ
る
.
同
額
に
「
臣
」
が
あ
り
、
伝
統

的
に
は
両
者
共
に
A
が
註
準
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
,
中
国
で
B
と
し
た
の
は
,
形
の
相
通
か
ら
'
「
匠
・
医
・

匡
・
区
・
匹
」
等
と
同
列
に
み
な
し
た
た
め
か
,
あ
る
い
は
'
簡
体
字
の
「
馬

・
鳥
」
な
ど
に
も
つ
な
が
る
と
み
て
そ
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
し
,
B
の
珊
順
で
舛
=
-
と
画
数
は
四
回
と
な
り
t
A
で
雷
-
と
五
回
と

な
る
。
日
本
の
洪
和
字
典
で
も
・
四
両
(
L
I
撃
1
回
)
に
し
た
も
の
と
五
画
(
H

部
二
両
)
に
し
た
も
の
と
佃
様
あ
る
。
中
国
の
康
撃
典
は
後
者
に
し
て
い
る
。

な
お
,
賓
字
的
構
成
を
も
つ
も
の
に
「
巨
の
上
部
が
あ
る
。
中
国
で
は
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「
長
」
の
字
は
街
化
さ
れ
て
形
を
変
え
て
い
る
。
こ
の
上
部
の
形
は
「
排
・
杢
」

の
中
に
し
か
見
ら
れ
な
い
が
'
そ
の
節
胴
は
B
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
対
照
的

函
B
J
S
K

の
　
「
耳
・
取
」
の
場
合

っ
て
か
'
円
本
で
は
'
特
に
指
導
が
な
け
れ
ば
D
の
畢
脂
を
と
る
の
が
普
通
で

あ
る
.
中
国
で
は
'
そ
の
辺
の
実
情
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。

1
 
4
　
「
所
・
戸
」
の
場
合

且紺',
-
一
こ
,
ー
-
・
・
・
日
本

り
蝣
蝣
　
1
　
　
中
国

晶::
ー
・
.
I
.
-
又
・
・
・
日
本

り
.
.
又
・
・
・
-
中
国

<
-
1
　
蝣
デ
ー
が
　
-
日
本

B
=
l
 
∫
 
t
1
　
万
　
-
中
国

戸
一
m
言
‥

メ
 
-
-
日
本
・
中
国

こ
の
字
は
'
伝
統
的
に
は
'
桁
青
で
も
行
吉
で
も
「
耳
」
を
郎
独
に
古
く
と

き
は
A
t
屑
と
し
て
詐
-
と
き
は
B
を
と
っ
て
き
て
い
た
Q
そ
れ
を
日
本
で
は

露
に
A
と
し
た
の
に
対
し
て
'
中
国
で
は
B
に
統
T
L
た
こ
と
に
な
る
。
杭

書
き
す
る
こ
と
や
'
屈
と
し
て
用
い
る
字
が
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
'
B
の
方

が
機
能
的
か
も
し
れ
な
い
。

3

　

1

　

　

　

日

本

吻
　
「
出
」
の
場
合

山
一
m
T
1
-

J
　
-
-
中
国

:

i

∵

　

　

　

　

　

　

　

　

*

*

1

i

-

'

7

‥

　

一

.

'

.

'

:

」

+

'

<

:

ド

・

J

:

り

∵

.

日

で
あ
る
。
新
中
国
は
草
書
の
筆
順
の
方
を
基
準
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

1
 
5
　
「
必
」
の
場
合

「
所
」
の
局
部
に
つ
い
て
'
日
本
と
中
国
の
邪
順
の
遍
い
は
'
字
体
上
の
相

違
か
ら
-
る
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
t
 
A
を
と
る
甘
木
で
は
'
第
7
画
は
杭
画
。

B
を
と
る
中
国
の
第
7
画
は
左
払
い
で
あ
る
。
中
国
で
は
'
頗
願
字
典
に
あ
る

字
体
を
採
用
し
て
'
筆
順
上
は
「
反
・
后
・
斤
」
等
の
系
列
に
置
い
た
の
で
あ

s
n
a
a

T
方
'
同
じ
中
国
で
も
こ
の
部
分
を
単
独
で
音
-
場
合
の
「
戸
」
の
字
で
は
'

第
1
画
は
「
点
」
で
'
筆
順
は
日
本
と
同
じ
A
で
あ
る
。
「
肩
・
扇
・
房
・
屈

・
炉
」
な
ど
す
べ
て
第
7
画
を
「
点
」
に
L
t
祭
服
は
A
。
「
所
」
と
同
じ
例

は
見
当
ら
な
い
。
康
照
字
典
で
は
「
肩
」
の
第
一
画
は
「
桟
画
」
'
「
肩
・
扇
・

局
・
房
」
で
は
「
左
払
い
」
に
な
っ
て
い
た
。

付
　
「
印
」
の
場
合

-404-

十
∴

ノ
も
J
 
t
・
・
・
日
本

し
、
ノ
'
-
中
国

伝
統
的
に
は
、
楢
・
行
・
群
と
も
'

・

,

¥

蝣

'

・

一

、

A
ま
た
は
C
で
行
わ
れ
て
き
た
。
日
本

印

0

3

-

i

-
.
,
&
.
.
.
‖
木
　
u
=
,
　
L
 
E
l

L
】
　
e
.
　
中
国

は
そ
の
中
か
ら
A
を
採
用
し
'
中
国
で
は
、
B
と
い
う
特
殊
な
筆
順
を
採
用
し

た
。
「
左
か
ら
右
へ
」
の
原
則
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
B
は
日
本
の
児
童
生
徒
に

も
例
の
な
い
珊
朋
で
は
な
い
が
'
「
心
」
の
方
が
先
に
学
習
さ
れ
る
こ
と
も
あ

こ
れ
に
も
字
体
の
相
違
が
か
ら
む
。
即
ち
'
新
中
国
が
採
用
し
た
B
の
筆
順

で
は
五
両
と
な
る
.
も
っ
と
も
へ
五
画
に
苫
-
例
は
、
伝
統
的
に
書
写
体
で
は

普
通
に
行
わ
れ
て
き
た
。
但
し
、
そ
の
場
合
の
筆
順
は
C
で
あ
っ
た
。
B
に
よ

る
<
q
朋
は
'
古
来
'
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
先
述
胤
の
「
卵
」
で
触
れ
た

よ
う
に
'
両
字
の
関
連
で
生
ま
れ
た
字
体
及
び
筆
旧
な
の
か
と
想
像
す
る
.



(16)

「
事
・
善
・
嘉
」
の
場
合

己

<
-
*
　
ォ
　
　
　
　
　
　
木

B
-
せ
　
t
 
l
　
>
　
X
　
中
国

r
革
　
>
.
!
　
i
　
-
日
本

史
一
}
　
I
　
・
・
・
中
国

字
形
の
上
で
は
日
・
中
と
も
変
わ
ら
な
い
が
'
中
国
は
B
と
し
た
。
B
は
'

伝
統
の
中
で
楢
古
で
も
行
書
で
も
併
用
し
て
き
た
筆
順
で
あ
る
.
し
か
し
t
 
A

で
f
=
く
似
合
'
そ
の
結
果
と
し
て
「
こ
部
を
片
仮
名
の
「
サ
」
の
よ
う
に
横

面
と
交
差
す
る
形
に
し
て
い
た
。
現
在
の
字
形
を
B
の
筆
順
で
書
い
て
下
に
つ

き
出
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
か
な
り
の
注
意
が
い
・
る
。

ち
な
み
に
,
康
県
字
典
で
は
「
者
・
善
」
は
現
在
の
形
を
と
り
'
「
嘉
」
だ

け
は
「
サ
」
状
に
交
差
す
る
形
に
し
て
い
る
。
新
中
国
で
は
'
三
字
と
も
交
差

し
な
い
形
に
統
1
L
t
筆
順
に
は
'
下
に
つ
き
出
や
す
い
伝
統
的
書
写
体
の
珊

旧
を
残
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

仰
　
「
升
」
の
場
合

升

一

一

.

7

I
-
-
・
・
・
日
本

パ
　
-
・
・
・
中
国

「
升
」
の
形
は
、
い
わ
ゆ
る
教
育
洪
字
に
は
な
い
の
で
'
「
珊
脈
拍
等
の
手

び
き
」
で
は
扱
っ
て
い
な
い
。
が
、
当
用
洪
字
に
は
「
界
・
升
」
共
に
入
っ
て

い
る
3
そ
し
て
'
筆
順
は
古
来
楢
行
革
を
問
わ
ず
、
ず
っ
と
A
で
あ
る
。
B
の

叩
順
を
と
る
と
「
竹
」
の
草
体
に
な
っ
て
し
ま
う
。

と
は
い
え
'
指
導
し
な
い
で
古
か
せ
る
と
B
の
筆
旧
が
多
い
。
こ
の
両
字
の

ほ
か
に
こ
の
形
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
'
片
仮
名
の
「
サ
」
や
a
J
字
の
「
弁
・

罪
」
の
下
部
か
ら
の
類
推
が
大
き
く
作
用
す
る
の
か
と
思
わ
れ
る
。
中
国
民
衆

の
諮
写
習
慣
に
も
'
似
た
よ
う
な
実
態
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

㈹
　
「
車
・
軍
(
い
ず
れ
も
簡
体
字
一
」
の
場
合

新
中
国
の
簡
体
字
に
は
群
書
に
も
と
づ
く
も
の
が
か
な
り
あ
る
。
「
串
」
は

そ
の
典
型
で
あ
る
が
'
こ
の
形
を
書
く
た
め
の
筆
順
は
草
書
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

印
書
を
知
っ
て
い
る
者
の
眼
に
は
別
に
奇
異
に
う
つ
ら
な
い
が
'
簡
体
字
の
中

で
育
っ
て
い
-
世
代
に
は
'
特
殊
感
・
異
和
感
が
大
き
-
な
っ
て
く
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
下
半
部
の
構
成
は
「
牛
・
千
・
年
」
に
通
じ
る
形
で
あ
り
'

「
班
か
ら
縦
へ
」
の
原
則
が
適
用
さ
れ
て
当
然
の
形
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
日
本
で
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
専
・
博
」
は
戦
後
の
字

体
整
刑
の
際
に
「
寸
」
の
上
部
を
現
行
の
形
に
整
理
し
'
総
画
が
下
に
つ
き
出

な
い
「
由
」
的
な
形
を
採
用
し
た
。
と
こ
ろ
が
軍
服
は
「
由
」
の
系
列
に
切
り

か
え
ず
、
旧
字
体
の
筆
順
習
慣
の
ま
ま
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
'
当
初
は
大
き
な

興
和
感
が
な
か
っ
た
の
に
'
年
と
共
に
「
専
・
博
」
の
「
由
」
的
部
分
の
筆
旧

は
況
乱
し
て
き
て
い
る
。
新
し
い
字
体
・
字
形
の
中
で
育
つ
世
代
は
当
然
「
由
」

の
同
類
と
み
て
そ
の
筆
細
で
書
こ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

五
'
お
　
わ
　
り
　
に

「
常
用
洪
字
的
筆
画
珊
順
」
に
対
し
て
'
叩
間
を
中
心
に
'
以
上
の
よ
う
な

概
観
及
び
彼
我
の
違
い
の
考
察
を
試
み
た
。
今
'
脳
裏
に
去
来
す
る
も
の
を
あ

え
て
言
え
ば
'
わ
が
国
で
多
様
性
を
見
せ
る
部
首
部
分
の
軍
服
に
は
'
中
国
で

も
や
は
り
多
様
性
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
ら
多
様
性
の
中
か
ら
一

つ
を
選
ん
で
基
準
を
立
て
よ
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
'
中
国
で
は
'
伝
統
(
先

人
の
知
恵
)
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
t
で
あ
る
。

筆
順
は
'
字
形
及
び
点
画
の
形
・
性
格
と
大
き
な
関
連
を
持
つ
。
形
は
筆
順
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を
求
め
'
筆
順
は
形
を
生
む
。

い
ま
'
こ
う
し
て
現
代
の
字
形
や
習
慣
性
か
ら
筆
肘
の
規
範
を
見
準
え
た
中

国
で
、
そ
れ
に
よ
る
識
字
教
育
/
討
法
教
育
が
具
体
的
に
ど
う
進
め
ら
れ
て
い

-
の
か
3
そ
の
中
か
ら
ど
ん
な
文
字
意
識
や
手
古
き
文
字
成
果
が
-
り
拡
げ
ら

れ
て
い
-
の
か
。
成
果
が
普
及
し
'
過
去
の
文
化
へ
の
つ
な
が
り
に
よ
り
一
層

関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
へ
伝
統
的
筆
順
に
ど
ん
な
か
か
わ
り

方
が
さ
れ
て
い
-
の
か
。
あ
れ
こ
れ
と
関
心
の
高
ま
り
を
覚
え
て
い
る
。

∧
附
記
>
「
常
用
洪
音
的
珊
画
筆
肘
」
は
北
京
大
学
に
御
出
講
中
の
森
本
正
T

教
授
に
'
和
訳
に
つ
い
て
は
光
宗
由
番
班
さ
ん
に
'
そ
れ
ぞ
れ
御
厚
意
を

い
た
だ
い
た
.
.
付
記
し
て
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

(
千
葉
大
学
教
育
学
部
助
教
授
)




