
天寡算223尾口鹸（pm1）

算
へ
る
こ
ご
ご
測
定
す
る
こ
ご

山

本

生

離
痘
は
尽
の
簾
を
灘
禄
篠
ケ
用
」
と
い
ふ
鮮
に
言
ひ
ま
す
し
、
禦
髪
厚
や

岱
ハ
の
世
智
の
言
立
は
・
璽
れ
た
捻
ハ
の
鍍
ら
静
め
て
コ
．
ご
三
つ
」
…
と
い
ふ
廊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
エ
く
た
ん
れ
い
い
　
　
ぐ
わ
っ

に
脈
諏
「
か
ぞ
　
　
　
さ
し
算
へ
年
」
で
詮
ひ
灘
は
・
し
ま
す
Q
そ
れ
で
油
極
端
な
例
を
言
へ
ば
、
十
二
月
三
十

蔵
に
寄
た
嚇
ん
塘
か
・
篠
に
な
る
と
、
髪
で
は
署
も
「
コ
つ
」
で
す
か
、
懸

　
　
ニ
ま
あ
ひ
ね
ル
れ
ご
お
ゾ
お
に
ち
な
ん
じ
か
ん
い

じ
ん人

は
此
の
場
合
『
年
齢
は
ロ
バ
の
一
日
と
何
時
間
』
、
甲
骨
ひ
ま
す
。

環
薩
繋
佛
は
れ
た
鷺
に
は
、
蒙
跡
で
、
舞
禦
の
即
を
咳
の
に
、
鑑

の
窄
傑
と
し
て
・
そ
れ
楼
を
≡
冊
」
「
　
　
　
カ
三
日
」
「
国
乱
」
と
繋
へ
ぎ
た
か
、
架
は

眸
雌
に
「
離
」
と
い
ふ
繁
あ
っ
て
、
難
の
馨
な
黙
か
ら
屈
め
て
．
「
繍
二
・
五
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　

だ
の
「
八
・
七
」
だ
の
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
・

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ

　
す
べ
て
、
も
の
を
算
へ
る
こ
ご
と
、
測
る
こ
と
こ
は
、
一
見
似
て
み
て
、
實
は
ハ
ッ
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
よ
う
じ
ん
　
　
　
ひ
こ
　
　
　
ね
ん
れ
い
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い

く
　
べ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぎ

匠
別
，
ガ
あ
り
ま
す
。
右
の
例
に
擦
る
と
、
西
洋
人
は
人
の
年
齢
を
「
測
る
」
の
で
す
し
、
日
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か
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
つ
れ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
て
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
も
　
　
　
　
い
ん

ぼ
ル　
　
　
　
か
ぞ

　
じ
ん

本
人
は
「
算
へ
る
」
の
で
す
。
又
、
陰
暦
で
は
輩
に
日
数
を
算
へ
る
の
で
す
・
し
、
月
齢
で
は

曄
の
要
れ
を
灘
る
の
で
す
・
禦
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
か
る
蝦
蜀
の
購
最
位
か
総
つ
葎
御

　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
い
　

も
ん
だ
い
　
す
う
り
ょ
う
　
　
だ
い
せ
う
　

ひ
か
く

す
る
か
を
言
ふ
の
で
す
か
、
測
る
こ
い
ふ
の
は
、
客
位
と
問
題
の
数
量
と
の
大
小
を
比
較
す

　
　
　
　
　
　
だ
ん
　
　
ひ
ご
　
サ
　
　

こ
ご
　
　
　
　
　
い
つ
　
こ
　
　
く
　
　
べ
つ
ノ
サ
　
　
　
ぶ
つ
た
い
　
　
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
ひ
ご

る
の
で
す
。
一
世
の
人
々
の
如
き
、
一
個
々
々
別
々
な
物
儲
の
集
ま
サ
な
ら
ば
．
之
れ
を
「
一

り
　
　
ふ
た
り
　
　
　
　
　

ふ
う
　
か
ぞ
　
　
　
け
っ
き
ロ
よ
く
な
ん
　
な
ん
に
ん
　

か
そ
　
　
　
　
　
で
き

人
」
「
二
人
」
…
…
と
い
ふ
風
に
藪
へ
て
、
結
局
『
何
十
何
人
』
ご
算
べ
る
こ
と
ガ
出
來
ま
す
。

　
　
　
　
み
づ
　
　
り
ょ
う
ド
　
　
　
　
　
　
ご
　
ち
　
　
　
　
ぴ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ょ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
ぞ
く
て
ひ

し
か
し
、
水
の
量
と
か
、
土
地
の
廣
さ
と
か
、
距
離
と
か
、
時
間
と
か
t
…
す
べ
て
連
綾
的

　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
ぜ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
す
な
に
　
　
　
そ
く
て
い

　
　
　
　
ぶ
ん
り
ょ
う

な
も
の
の
分
量
は
、
大
小
い
ろ
一
ご
言
ひ
表
は
す
の
は
堕
ち
「
測
定
す
る
」
の
で
す
。

理
鍛
暮
発
饗
の
講
饗
を
饗
曄
に
勢
す
ろ
羅
に
は
、
「
繋
へ
る
」
よ
り
も
、

「
掌
る
」
．
こ
と
か
雑
器
り
ま
す
・
辮
し
、
煎
鰹
界
に
は
遮
縛
蝉
な
も
の
か
祝
い
か
ら
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
っ
　
　
じ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
っ
　
　
　
　
　
　
　
に
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
じ

　
せ
ん
も
ん
て
き
　
　
　
て
ん
た
い
ユ
よ
み
　
　
み

　
習
業
的
な
三
十
暦
を
見
る
と
，
一
月
○
日
だ
と
か
、
十
二
月
三
十
二
日
だ
と
か
い
ふ
文
字

か
お
愈
。
い
て
あ
り
ま
す
し
、
俘
ほ
、
雌
要
な
塀
留
に
は
、
元
如
壌
轡
は
コ
．
序
の
旬
部
」

　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
っ
　
　
　
　
　
　
に
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
お
　
　
　
　
を
　
げ
ん
マ
イ
ナ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

だ
と
か
、
「
十
二
月
三
十
五
日
」
だ
と
か
、
又
、
「
紀
元
負
＝
一
五
〇
年
」
だ
と
か
言
っ
て
、

じ
つ
　
　
　
ふ
つ
う
　
ひ
ご
　
　
　
ち
よ
つ
ご
り
か
い
　
か
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
も
ち
ろ
ん
　
を
げ
ん
　
ね
ん

實
に
、
普
通
の
人
に
は
一
寸
理
解
し
蕪
ね
る
や
う
な
こ
と
を
言
ひ
ま
す
。
勿
論
「
紀
元
○
年
」

　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
み
た
　
　
　
タ
イ
ム
　
　
　
れ
ん
ぞ
く
て
き
　
　
　
う
　
ち
う
り
ま
う

な
ど
と
も
言
ひ
ま
す
・
l
l
理
れ
等
は
、
皆
、
時
間
が
蓮
績
的
な
宇
宙
量
で
あ
る
か
ら
な
の
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う
　
を
　
　
　
　
い
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
れ
つ
　
　
じ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
に
　
　
　
　
　
ぜ
ん
ね
ん
　
　
　
　
　
ぐ
お
つ
　
　
　
　
　
　
　
に
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た

で
、
右
記
の
例
に
あ
る
．
「
一
月
○
旧
」
．
と
億
部
ち
「
前
年
十
二
月
三
十
一
－
日
」
の
こ
と
、
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
っ
　
　
　
じ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
う
や
う
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
っ
マ
イ
ナ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く
ね
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
ほ

　
　
　
　
　
　
　
に
も

　
　
　
ぐ
わ
っ

「
十
二
月
三
十
二
日
」
と
は
部
ち
「
翌
年
一
月
一
日
」
の
こ
と
で
す
。
同
様
に
「
一
月
員
九

量
と
は
詠
敏
＋
二
．
用
二
＋
二
郎
」
の
こ
と
、
「
＋
二
扇
三
＋
五
鷹
」
と
は
嫡
嗣
一
鵬
四

か
　
　
　
　
ま
れ
さ
げ
ん
ね
ん
　
せ
け
ん
い
　
き
げ
ん
ぜ
ん
ね
ん

日
」
の
こ
と
で
す
。
又
、
「
紀
元
○
年
」
は
慨
問
で
言
ふ
「
紀
元
前
一
年
」
の
こ
ご
で
す
し
、

し
た
が
　
　
　
　
を
げ
ん
マ
イ
ナ
ス
　
　
　
　
　
ね
ん
じ
　
す
な
は
　
　
　
を
げ
ん
ぜ
ん
　
　
　
　
　
　
ね
ん

從
っ
て
「
紀
元
負
＝
一
五
〇
年
」
は
即
ち
「
紀
元
前
一
二
五
「
年
」
の
．
、
と
で
す
D

　
じ
っ
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　
　
か
れ
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は

　
實
際
、
こ
う
・
し
た
言
ひ
表
は
し
方
に
慣
れ
て
見
る
と
、
便
利
な
こ
と
か
多
．
く
あ
り
ま
す
。

た
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
し
　
　
　
　
　
め
ヂ
　
ぢ
　
な
ん
ね
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
う
　
　
　
い
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
ね
ぬ
　
　
せ
う

例
へ
ば
、
す
べ
て
の
年
を
「
明
治
何
年
…
と
い
ふ
風
に
言
ひ
表
は
・
し
て
見
ま
す
と
、
今
年
（
昭

げ
　
　
　
ね
ん
　
　
す
な
に
　
　
め
い
ぢ
　
　
　
　
ね
へ
　
　
　
さ
う
た
う
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
め
い
ぢ
　
　
　
　
ぬ
ん

和
十
四
年
）
は
部
ち
「
明
治
七
十
二
年
」
に
同
歯
し
ま
す
か
ら
、
若
し
『
明
治
三
十
三
年
の

ほ
く
し
ん
　
じ
　
　
へ
ん
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
れ
ほ
カ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
あ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

北
忍
事
攣
か
ら
今
ま
で
、
幾
年
経
て
み
ち
か
？
η
と
い
ふ
や
う
な
場
合
に
は
、
す
ぐ
に
其
れ

　
　
　
　
　
ね
ん
　
し
ま
ギ
れ
ル
く
わ
ぺ
て
ん
が
い
ふ
ろ
く
の
て
ん
ら
な

は
『
三
十
九
b
牛
』
と
い
ふ
こ
と
か
知
れ
ま
す
Q
毎
年
一
回
わ
か
天
界
の
附
録
に
載
せ
る
天
文

り
ゃ
く
れ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ん
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
て
　
　
　
　
こ
し
　
　
　
め
い
　
ぢ
　
　
　
　
た
い
し
ゃ
ニ
ノ
　
　
　
い
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
ね
ぼ
す
う

略
暦
に
ぱ
、
こ
う
・
し
た
便
宜
．
の
た
め
に
、
其
の
年
を
明
治
や
大
正
で
言
ひ
表
ぱ
し
た
年
藪
か

で出
て
み
る
の
で
す
○

　
れ
ウ
し
　

お
う
よ
う
　
　
　
　
こ
ん
れ
へ
　
せ
う
わ
　
　
　
ね
ん
　

さ
い
が
う
た
か
も
り
　
　
　
　
　
さ
い
　
　
　
　
い

　
歴
史
に
慮
用
し
て
『
今
年
（
昭
和
十
四
年
目
．
西
郷
隆
盛
は
百
十
三
歳
だ
』
と
言
っ
て
も
、

い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
か
も
ゆ
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
お
し
　
　
　
　
　
　
　
　
け
つ
　
　
　
　
　
ま
　
ち
が

今
か
り
に
隆
盛
か
生
き
て
居
れ
ば
と
し
て
の
話
で
す
が
、
決
し
て
問
違
ひ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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さ
だ
ん
ち
う
　
　
　
ぼ
く
　
ア
ナ
ス
　
さ
い
　
ピ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
じ
し
ん

に
ら
じ
ゃ
つ

日
常
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
茶
高
鷲
に
「
僕
が
員
十
歳
の
時
に
…
…
」
な
ど
と
言
っ
て
、
自
身
か

う
ま
　
　
　
　
　
ピ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ん
　
　
　
ま
へ
　
　
　
こ
ご
　
　
　
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
し
ろ

生
れ
た
歳
よ
り
も
十
一
ヶ
年
も
前
の
事
を
話
す
の
も
面
白
い
で
せ
う
。

　
　
　
　
　
　
べ
い
　
　
　
ゾ
く
い
ぐ
わ
い
　
　
　
ひ
ろ
　
　
　
　
　
　
じ
　
せ
い
　
　
じ
こ
く
　
　
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
ご

　
こ
ん
に
ち

　
　
　
　
に
ち
　
え
い

　
今
日
、
日
英
米
の
三
國
以
外
で
は
刷
く
二
十
四
時
制
の
時
刻
を
使
っ
て
ゐ
ま
す
。
午
後
一

じ
　
　
か
は
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
こ
　
　
じ
　
　
　
　
ぶ
ん
　
か
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
ぶ
ん

時
の
代
り
に
「
十
三
時
」
と
い
ひ
、
午
後
九
時
三
十
分
の
代
り
に
「
二
十
一
時
三
十
分
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
ん
り
　
　
　
　
　
さ
ろ
く
　
ぼ
あ
ひ

　
　
あ
ぐ
い
　
　
　
　
　
ち
よ
つ
ご

　
　
　
　
　
　
　
つ
か

い
ふ
類
で
、
一
寸
使
ひ
慣
れ
・
ば
、
も
は
や
止
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
便
利
で
す
。
記
録
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
は
　
　
あ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
た
ん
　
　
　
　
　
ま
　
　
ち
が
　
　
　
　
　
　
ゼ
つ
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ん
ほ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
を

　
　
　
ひ
ピ
　
　
　
　
は
な

に
も
、
人
と
囲
む
す
る
時
に
も
、
電
報
を
打
つ
場
合
に
も
、
簡
輩
で
、
間
違
ひ
は
絶
封
に
起

　
　
　
　
　
ま
い
べ
い
り
ゆ
う
　
ご
ぜ
ん
じ
ぶ
ん
　

こ
こ
じ
　
ふ
ん

り
ま
せ
ん
。
英
米
流
で
は
一
午
前
十
二
時
十
分
」
だ
と
か
、
「
午
後
十
二
時
四
十
八
分
」
だ
と

　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
が
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
ひ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
め
い

か
書
か
れ
た
つ
て
、
い
く
ら
考
へ
て
も
之
れ
等
は
書
の
こ
と
だ
か
、
夜
の
こ
と
だ
か
、
判
明

　
　
　
　
　
も
　
　
　

こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
せ
い
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
　

よ
　
な
か

し
ま
せ
ん
。
若
し
之
れ
を
二
十
四
時
制
で
言
へ
ば
「
○
時
」
は
夜
軍
の
こ
と
で
す
し
、
十
二

じ
　
　
し
や
ロ
う
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ
　
め
い
は
く
　
　
　
ま
ち
が
　
　
　
け
つ
　
　
　
お
ニ
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
く
に

時
は
正
午
の
こ
と
で
す
か
ら
、
實
に
明
白
で
、
間
違
ひ
は
決
・
し
て
起
り
ま
せ
ん
。
我
が
國
で

　
は
や
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
せ
い
　
　
　
　
は
ん
　
　

も
ら

も
早
く
此
の
二
十
四
時
制
を
一
般
に
用
ひ
た
い
も
の
で
す
Q

　
つ
い
　
　
　
　
　
　
ひ
ご
こ
ピ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ん
ぜ
ん
　
　
　
そ
ん
ざ
い
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ
ピ
　
　
　
　
　
　
ふ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ぞ

　
序
で
に
一
言
添
え
ま
す
。
眼
前
に
存
在
す
ろ
個
々
の
も
の
を
「
一
つ
」
「
二
つ
」
…
…
と
算

　
　
　
　
　
　
だ
む
　
　
か
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
け
っ
く
れ
　
　
　
お
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
ぞ
く
て
コ
　
　
す
う
り
や
う
　
　

も
の

へ
る
こ
と
は
、
誰
か
算
へ
て
も
其
の
結
果
は
同
じ
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
連
績
的
な
藪
量
を
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
み
つ
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
ひ
ピ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
れ
　
　
　
き
　
ぶ
つ
　
　
　
は
う
ほ
ロ
リ

　
　
　
　
　
　
　
け
っ
く
の

　
　
　
ぞ
く
て
い

さ
し
で
測
定
す
る
結
果
は
、
ご
く
嚴
密
に
言
へ
ば
、
測
る
人
に
よ
り
、
又
、
器
物
や
方
法
に
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ぞ
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
　

ほ
　
　
あ
ひ
　
　
　
　
ゆ
　
　
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
も
　
　
つ
　
　
が
ル

　
　
　
の
た

よ
り
、
又
は
其
の
日
、
其
の
場
合
の
都
合
に
よ
り
、
（
こ
と
に
よ
る
と
、
天
氣
都
合
に
よ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
お
た
　
　
　
　
け
つ
　
く
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ご

と
も
あ
っ
て
）
い
つ
も
決
し
て
同
じ
結
果
に
な
る
と
は
言
へ
ま
せ
ん
。
一
1
こ
う
・
し
た
事
か

き
ん
ね
ん
　
　
ザ
く
じ
ゅ
つ
け
ん
を
う
じ
や
う
　
　
こ
ご
　
　
ぶ
つ
り
が
く
　
　
て
ん
も
ん
が
く
じ
ゃ
う
　
　
お
は
　
　
も
ん
に
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
　
　
こ

近
年
の
學
術
研
究
上
、
殊
に
物
理
學
や
天
文
學
上
、
多
く
問
題
と
な
り
ま
し
た
か
、
遂
に
之

　
　
い
う
め
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
し
　
　
　
　
　
さ
う
た
い
げ
ん
り
　
　
　
　
　
て
い
し
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
が
く
か
い
　
　
あ
ら

れ
は
有
名
な
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
博
士
の
「
相
引
原
理
」
の
提
唱
と
な
っ
て
學
界
に
現
は
れ
、

い
ま
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
に
っ
し
ょ
く
ピ
う
　
　
く
わ
ん
そ
く
じ
ギ
う
　
　
　
　
　
　
じ
っ
し
け
う
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
が
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
に

今
は
早
れ
が
日
食
等
の
槻
野
上
か
ら
も
實
誰
さ
れ
て
、
疑
ひ
無
き
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
部

　
　
　
　
さ
う
た
い
け
ぼ
り
　
も
つ
ご
　
き
ほ
ん
て
き
　
て
ん
　
　
　
　
　
い
み
　

こ
ご
ぽ
　

い

ち
、
こ
の
相
封
原
理
の
最
も
基
本
的
な
黙
を
、
ひ
ろ
い
意
味
の
言
葉
で
言
へ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ
ざ
ゼ
　
　
に
ん
し
き
　
　
ボ
つ
た
い
て
を

　
　
す
べ
て
、
も
の
の
實
在
の
認
識
は
紹
劃
的
で
あ
り
、

　
　
　
　
た
い
　
　
　
　
　
　
か
　
ち
　
　
　
は
ん
だ
ん
　
　
さ
う
た
い
て
ウ
ロ

　
　
之
れ
に
封
し
て
、
償
値
の
制
断
は
相
劃
的
で
あ
る

と
な
り
ま
す
。
鄭
へ
る
こ
と
は
憐
が
の
騨
悌
の
琵
樒
を
隙
敵
に
認
篠
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
澱

で
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
　
　
　
へ
う
じ
ゆ
ル
　
　
て
　
　
　
　
　
　
　

ら
の
　
　
か
　
ち
　
　
　
　
さ
だ

遷
す
る
こ
と
」
は
一
定
の
標
準
に
照
ら
し
て
物
の
慣
値
を
定
め
る
こ
と
な
の
で
す
。
（
終
り
）
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