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一
、
年
賀
状
の
背
景

「六
土

年
度
版
通
且

蟄

)
に
よ
る
と
・
昭
和
六
+
年
度
の
引
受
郵
便
物
中
、
普
通
覆

物
は
竺

六
三
億
入
五
二
万
五
…

通

で
、
そ
の
う
ち
年
賀
郵
便
は
約
二
割

の
三

一
億

一
七
五
六
万
通
を
占
め
る
と
い
う
。
「
虚
礼
廃
止
」
が
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
毎
年
確
実
に
ふ

え
て
お
り
、
お
年
玉

つ
き
年
賀
は
が
き
や
、
手
づ
く
り
の
印
刷
が
で
き
る
家
庭
用
簡
易
印
刷
器

の
普
及
、
ワ
ー
プ
ロ
の
利
用
な
ど
が
、
い
っ

そ
う

そ
の
傾
向
を
助
長
す
る
。
ま
た
、
年
賀
は
が
き
は
普
通
は
が
き
の
二
倍
以
上
の
枚
数
が
毎
年
売
ら
れ
、
郵
政
省

に
と
っ
て
の
大
き
な

収
入

源
と
な

っ
て
い
る
し
、
思

い
が
け
な

い
例
で
は
、
年
賀
状
を
配
達
す
る
高
校
生
に
支
払
わ
れ
る
ア
ル
バ
イ
ト
賃
金
は

一
一
七
億
二
八

〇
〇
万
円

(
六
十

一
年
度
)
に
も
の
ぼ
る
な
ど
、
経
済
面
で
も
年
賀
状
の
も
た
ら
す
効
果
は
小
さ
く
な
い
。

む
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
の
生
活
で
も
師
走
の
忙
し
さ
に

一
層
輪
を
か
け
る
の
が
年
賀
状
書
き
で
あ
り
、
年
始
ま
わ
り
等

の
正
月
習
慣
が
徐

々

に
縮
小
さ
れ
て
い
妥

か
で
手
に
す
る
賀
状
は
、
交
際
の
面
で
も
、
正
月

の
風
物
と
し
て
も
欠
か
せ
ぬ
も

の
と
思
わ

れ
て
い
る
よ
、豪

)

そ
の
占
め
る
位
置
は
大
き

い
も

の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
特
有

の
日
本
的
風
俗
と
し
て
注
目
す
る
欧
米
の
研
究
者
も

出
て
き
た
と
い
う
。

高

崎

み

ど

り

一
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一
一

さ

て
、
こ
こ
で
は
今
日
の
よ
う
な
年
賀
状
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を

へ
て
成
立
し
た
の
か
を
見
て
ゆ
き
た
い
と
考

え
て

い
る
。
そ
の
際
、

い
ま

の
典
型
的
な

"
年
賀
状
"
と
し
て
、
は
が
き
に
記
し
、
正
月
に
な
る
前
に
予
め
出
し
て
お
く
も
の
、
そ
し
て
記
す
文
言
は
、
「
謹
賀
新

年
」
「あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
な
ど
、

一
般
の
手
紙
文
と
は
異
な
る
形
式
で
、
ほ
ぼ
決
ま

っ
た
範
囲

の
中
か
ら
選
択
さ
れ

た
用
語
を
使
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
条
件
と
し
て

一
応
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
"
年

賀

状
"

成

立

以
前

今

日
の
よ
う
な
年
賀
状

の
姿
は
い
つ
頃
か
ら
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
松
羹

麗

、
年
賀
の
手
紙
と
し
て
磐

早
い
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は

『雲
州
消
犇

)に
お
け
る
正
月
の
嵩

の
蕩

文
で

あ

る
。

言

上

例

一
、
右
年
花
始
換
之
後
。
起
居
万
福
歟
。
追
儺
己
畢
。
従
内
裏
罷
出
。
白
散
之
酒
。
自
成

一
酔
之
富
。
生
気
之
方
。
今
年
当
兌
。
先
参
貴
殿
。
相
共
可
詠

万
歳
千
秋
之
句
也
。
其

後
参
処

々
耳
。
雖
為
夕
拝
郎
可
列
朝
拝
也
。
魚
袋
候
哉
。
不
宣
謹
言
。

正
月

一
日

左
近
衛
中
将

謹
上

春
宮
亮
殿

こ
れ

は

範

例

文

で
あ

っ
て

、

実

際

の
書

簡

で

は
な

い

の
だ

が

、

十

一
世

紀

頃

の

正

月

の
書

簡

と

し

て

一
つ
の
典

型

を
う

か

が

え

よ

う

。

こ

れ

を

見

て
も

知

れ

る

よ

う

に

、

「
言

上

」

か

ら

「
不

宣

謹

言

」

ま

で
、

形

式

の
整

っ
た

手

紙

文

で
あ

り

、
そ

の
内

容

も

い
さ

さ

か

儀

礼

的

で



は
あ
る
が
、
用
件
や
情
報
な
ど
の
実
質
部
分
を
持

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

の
時
候
の
挨
拶
に
あ
た
る
部
分
に
、
「右
年
花
始
換
之
後
。

起
居
万
福
歟
。
」
と
い
う
、
正
月
に
ふ
さ
わ
し

い
と
考
え
ら
れ
る
文
言
が
配
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
手
紙
を
出
す

の
が
た
ま
た
ま
正
月
で
あ

っ
た
の
で
、
そ
の
時
候
に
ふ
さ
わ
し

い
挨
拶
の
文
言
が
今

で
い
う
年
賀
の
用
語
に
あ

た

っ
て
い
た
わ
け
で
、
あ
く
ま
で
も

"
主
"
は
用
件
な
ど
の
内
容
、
年
賀
の
用
語
は

"従
"
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ

れ
は
、
は
る
か
時
代
を
下

っ
た
近
世
の
書
簡

の
い
く

つ
か
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
言
え
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
元
禄
十
二

　
　

　
　

年

(
一
六
九
九
年
)
僧
契
沖
が
中
西
信
慶
宛
に
正
月
十
七
日
に
出
し
た
書
簡

で
は

例
二
、
新
年
之
慶
賀
千
萬
申
納
候
御
無
事
御
越
年
致
推
量
候
野
僧
無
恙
迎
春
申
候

で
始
ま
り
、
.
一
此
度
神
名
帳
四
巻
懸
智

候
」
な
ど
の
用
件
を
か
遺
甑

分
量
記
し
た
あ
と

.恐
惶
彗

口
、
で
結
ん
で
い
る
.
ま
た
、
橘

曙

覧

(
一
八

一
二

～

一
八

六

八

)

の

正

月

十

四

日
、

芳

野

菅

子

宛

書

簡

(
年

不

明

)

は

、

例

三
、
は

つ
春

の
御
寿
、
御
方

々
様
御
き
け
ん
よ
く
、
新
し
き
年
御
迎

へ
遊
は
し
、
千
代
萬
代

か
け
而
御
め
て
度
御
事
奉
存
候
。

と
始

ま

っ
て
、

お
く

ら

れ

た
物

品

に

対

す

る
礼

を

述

べ

て

「
か

し

こ
」

で
結

ぶ

も

の

で
あ

る
。

あ

る

い
は

、

良

寛

(
一
七

五

八

～

一
入

三

　　
こ

一
)

が

正

月

四

日

、

解

良

叔

問

に

あ

て

た
書

簡

(
年

不

明

)

は

、

例
四
、
新
春
之
御
慶
目
出
度
申
納
候
。
随
而
野
僧
無
事

二
嘉
年
仕
候
。
年
内
は
御
歳
暮
恭
受
納
仕
候
。
此
間
之
寒
気
如
何
御
暮
被
遊
候
や
。
以
札
度
承
知
斯

候
。

頓
首

高

崎

み

ど

り

三
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四

と
い
う
も
の
で
、
甚
だ
簡
単
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
、
お
く
り
も
の
に
対
す
る
礼
を
述
べ
た
り
す
る
用
件

が
あ
り
、
「頓
首
」
と
、

形
式
も
整
え
て
あ
る
。

こ
れ
ら
の
、
正
月
に
出
さ
れ
た
書
状
と
、
現
在
の
年
賀
状
と
言
わ
れ
る
も
の
は
異
質

の
も
の
で
、
た
と
え
ば
、
昭
和
四
十
五
年
の

一
月

(
注

8
)

七
日
に
、
志
賀
直
哉
が
仙
台
在
の
吉
岡
周
夫
宛
に
出
し
た
年
賀
状
は
、
「謹
賀
新
年

元
旦
」
と
い
う
文
言
と
差
出

人
の
住
所
氏
名
が
印
刷

さ
れ

た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
江
戸
以
前
の
書
状
か
ら
見
れ
ば
、
現
在
の
年
賀
状
は
、
前
書
き
の
挨
拶
と
日
付
だ
け
の
、
書
簡
本

来
の
形
式
か
ら

い
え
ば
い
さ
さ
か
異
様
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま

た
、
正
月

一
日
に
集
中
し
て
年
賀
状
の
や
り
と
り
を
す
る
と
い
う
習
慣
も
明
治
よ
り
前

に
は
む
ろ
ん
無
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
う

で
な
け
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
あ

っ
た
俳
諧
、
ま
た
川
柳
や
狂
歌

の
た
ぐ

い
で
、
正
月
の
い
ろ
い
ろ
な
風
俗

・
習
慣
を
よ
み
こ
ん

だ
も

の
の
中
に
、

一
つ
く
ら
い
年
賀
状
を
題
材
に
し
た
も
の
が
あ

っ
て
も

い
い
と
思
う
が
、
ざ

っ
と
あ
た

っ
て
み
た
限
り
で
は
見
つ
け
出

せ
な

い
の
で
あ
る
。
か
え

っ
て
、
た
と
え
ば
、

上
る
な
と
い
わ
ぬ
ば
か
り
の
年
始
帳

(「
柳
多
留
」
)

の
よ
う
な
川
柳
が
目
に
つ
い
た
り
し
て
、
年
始
の
挨
拶
ま
わ
り
が
盛

に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
歳
時
記
に
は
季
題
と
し
て

「年
賀
状
」
と
か

「賀
状
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
句
は
近
年

の
も

の
で
あ
り
、
こ
の
季
題
が
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
江
戸
の
頃
よ
り
、
「初
便
り
」
と
い
う
季
題
で
、
新
年
初
め
て
か

わ
す

音
信
の
こ
と
を
言
う

こ
と
が
あ

っ
た
ら
し

い
が
、
「蓬
莢
に
聞
か
ば
や
伊
勢
の
初
便
」
(芭
蕉

)
と
い
っ
た
有
名
な
例
を
見
て
も
わ
か

(
注

9
)

る
よ
う

に
、
や
は
り
今
の
年
賀
状
と
は
趣
の
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『絵
本
江
戸
風
俗
往
来
』
と
い
う
、
江
戸

の
風
俗
を
描

い
た
本

の

「正
月
」

の
頃
を
見
て
も
、
若
水

・
屠
蘇

・
紙
鳶
あ
そ
び

・
羽
根
あ
そ
び

・
初
風
呂

・
初
売

・
江
戸
火
消
出
初
め

…
…
な
ど
の
紹
介
は

あ

っ
て
も
賀
状
の
や
り
と
り

の
習
慣
の
紹
介
は
な

い
。
代
わ
り
に
、
「
町
家
の
年
礼
」
と
し
て
、
紋
付
小
袖
で
供
を
連
れ
、
年
玉
の
品
物
を

も

っ
て
、
二
日
よ
り
年
礼
廻
り
を
す
る
習
慣

の
あ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「年
始
の
受
け
」
で
は
、
そ
う
し
た
新
年
慶
賀
の
使
者
を



待
ち
受
け
る
諸
大
名

・
寺
社

・
町
家
そ
れ
ぞ
れ
に
、
屏
風

・
書

・
大
鏡
餅
な
ど
を
玄
関
に
飾
り
、
毛
せ
ん
を
敷
き
、
受
け
た
年
玉
を
盛

っ

た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
も
だ
ん
だ
ん
簡
略
化
さ
れ
る
と
、
先
に
あ
げ
た
川
柳

の
よ
う

に
、
玄
関

に
年
始
帳
を
置

い
て
済
ま
す
と
い
う
あ

し
ら

い
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
年
始
帳
を
置
い
て
お
く
だ
け
、
そ
れ
に
署
名
す
る
だ
け
と

い
う
傾
向
が
江
戸
か
ら
明
治
に
移
れ

ば
、
名
刺
受
と
名
刺
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
明
治
に
入
っ
て
も
年
始
ま
わ
り
は
、
主
役
こ
そ

町
家
商
家
な
ど
か
ら

(
注

10
)

官
員

・
会
社
勤
め
に
移

っ
た
が
、
ま
だ
ま
だ
盛
ん
で
あ

っ
た
と
見
え
て
、
『明
治
東
京
逸
聞
史
1
』
の

「
明
治
十
二
年

」
の

「年
賀
」
と

い

う
項
目
に
、

新
年
の
第

一
日
、
親
威
故
旧
ま
た
は
長
官
の
家
に
往
い
て
、
賀
儀
を
述
ぶ
る
こ
と
は
、
上
古
よ
り
の
風
俗
な
り
。

こ
の
風
俗
、
近

年
に
至
り
ま
す
ま
す
普
く
民
間
に
行
は
る
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
明
治
十
二
年

一
月
に
刊
行
さ
れ
た

『西
洋
事
物
紀
元
』
二
冊

の
、
「風
俗
」
の
項
中

「年
賀
」
の
小
項

目
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

つ
ま
り
明
治
十
年
頃
の
東
京
で
は
、
人
力
車
な
ど
の
助
け
も
あ

っ
て
、
年
始
廻
り
は
結
構
盛
ん
で
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　　
　
　

そ
れ
が
、
明
治
も
末
に
近
く
な
る
と
、
様
変
り
す
る
。
同
じ

『明
治
東
京
逸
聞
史
2
』

の

「明
治
三
十
七
年
」
の

「新
年
」
の
頃
に

新
年
の
様
子
が
以
前
と
変

っ
た
。
今
は
も
う
街
に
酔

っ
ぱ
ら

い
を
見
か
け
な

い
。
電
線
が
空
を
走
る
よ
う
に
な

っ
て
、
子
供
の
凧

揚
げ
す
る
の
が
見
ら
れ
な

い
。
万
歳
、
鳥
追
、
宝
船
売
り
な
ど
も
、
こ
の
七
、
入
年
来
、
数
を
減
じ
た
。
春

駒
に
、
そ
れ
か
ら
何

と
い
う
の
か
、
「
祝
ひ
ま
せ
う
祝
ひ
ま
せ
う
」
と
、
歌
を
う
た

っ
て
家
々
を
廻
る
者
な
ど
は
、
そ
の
跡
を
絶

っ
た
。
消
防

の
出
初
め

に
も
、
昔

の
壮
観
は
な

い
。
名
刺

の
廻
礼
者
も
減

っ
た
。

高

崎

み

ど

り

五
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六=
注
12
)

と

い
う
、
「東
京
経
済
雑
誌
」
明
治
三
十
七
年

一
月
十
六
日
付
の
記
事

の
紹
介
が
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
、

『東
京
年
中
行
事
』
で

さ
ぐ

っ
て
見
る
と
、
「年
賀
、
年
玉
」
の
頃
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

元
日
は
千
里
同
風
四
海
平
等
、
去
年
の
鬼
が
礼
に
来
る
こ
と
は
ま
こ
と
嘘
に
は
あ
ら
で
、
互
に
親
威
知
己
朋
友

の
家
を
訪
れ
、
「あ

け
ま
し
て
お
目
出
度
う
」
と
い
っ
て
は
名
刺
を
置
い
て
あ
る
く
。

こ
の
風
は
随
分
古
く
よ
り
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
、
『
一
話

一
言
』

と
い
う
書

に
、
支
那
に
於
て
も
宋
の
末
頃
か
ら
年
始
の
賀
礼
な
ど
に
名
札
を
も

っ
て
僕
に
配
ら
せ
て
歩

い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
書

い
て
あ
る
。

け
れ
ど
も
近
来
に
至
り
て
、
年
賀
の
廻
礼
を
受
け
る
家
に
於
て
は
、

一
々
来
客
に
対
し
て
挨
拶
に
出
る

の
が
面
倒
だ
と

い
う

の

で
、
玄
関

口
に
屏
風
な
ど
立
て
廻
ら
し
て
名
刺
受
を
置

い
て
、

一
向
に
顔
を
出
さ
ぬ
と
い
う

こ
と
が
流
行
す

る
に
至
り
、
賀
客

の

方
で
も
そ
れ
で
は
郵
便
配
達
と
変
り
は
な

い
と
い
う

の
で
、
年
始
の
賀
詞
を
述
べ
て
歩
く
と
い
う
代
り
に
、
葉
書
を
以
て
賀
詞
を

送
る
も

の
が
漸
く
多
く
な

っ
て
来
た
。

こ
れ
と
同
時

に

一
方
に
於
て
は
、
「旅
行
中
に
つ
き
歳
末
年
首

の
礼
を
欠
く
」
な
ど
と
い
う
新
聞
広
告
を
出
し
て
置
い
て
、
室
内

旅
行
や
炬
燵
の
籠
城
を
す
る
も
の
甚
だ
多
く
、

い
わ
ゆ
る
年
賀
廻
礼
と

い
う

こ
と
は
年
と
共
に
虚
礼
の
感

が
加
わ
る
よ
う
に
な

っ

て
来
た
。

こ
の
記
述
中
に
見
え
る
よ
う

に
、
年
始
ま
わ
り
に
代
わ
る
も

の
と
し
て
、
葉
書
き
に
賀
詞
を
記
し
て
送
る
こ
と
が
始

ま

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
着

々
と
整

い
つ
つ
あ

っ
た
近
代

の
郵
便
制
度
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
も
あ

っ
た
。



三
、

"
年
賀

状

"

の
成

立

こ
こ
で
簡
単
に
郵
便
制
度

と
年
賀
状
の
関
係
を
見
て
お
こ
う
。
明
治
四
年
に
全
国
で
郵
便
制
度
実
施
、
同
六
年

に
市
内
半
銭
、
市
外

一

銭
の
郵
便
は
が
き
取
り
扱
い
も
始
ま
る
と
、
安
価
な
こ
と
や
手
軽
さ
が
人
気
を
よ
ん
で
、
年
々
発
行
高
は
ふ
え
続
け
、
同
二
十
年
に
は
す

で
に
そ
れ
ま
で
の
主
力
で
あ

っ
た
書
状
の
取
り
扱
い
高
を
越
え
て
し
ま

っ
て
い
た
。
こ
の
、
郵
便
は
が
き
の
取
り
扱

い
開
始
と
発
行
増
加

の
時

期
が
、
年
始
廻
礼
が
行
な
わ
れ
な
く
な
り
始
め
た
時
期
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
。
そ
れ
は
年
賀
を
は
が
き
で
す
ま

せ
る
人
々
が
ふ
え
は
じ

め
る
時
期
で
も
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
に
掲
げ
た
新
聞
記
事
そ
の
他
の
記
述
、
ま
た
後
述
の
今
回
調
査
し
た
用
例

の
最
も
早

い
も
の
が

明
治
七
年
で
あ

っ
た
こ
と
、
等

々
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
は
が
き
発
行

の
す
ぐ
あ
と
か
ら
、
は
が
き
に
よ
る
年
賀

状

(
つ
ま
り
典
型
的
な

ヤ
耀
毒

明縄
躯
鋳
鋲
敷
縲
恭
寮髪
韓
警
鬱
醗
韃
駆
嘉
寰
轗
蠍

に
、

岸
田
吟
香
私
製

の
年
賀
絵
葉
書
あ
り
、
明
治
十
四
年
正
月

の
も
の
に
て
、
ペ
ン
画
石
版
摺
に
て
、
薬
店

の
広
告
兼
用
な
り
、

こ
れ

等
を
私
製
絵
は
が
き
の
始
め
と

い
ふ
べ
し
。

と
あ

っ
て
そ
の
は
が
き
の
図
版
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
図
版
は
や
や
不
鮮
明
だ
が
、
中
央
に
モ
ー

ニ
ン
グ
を
着
て
左
手
に
シ
ル
ク

ハ
ッ
ト

を
下
げ
て
持
ち
、
右
手
に
名
刺

の
よ
う
な
白

い
紙
を
持

っ
た
吟
香
自
身
と
思
わ
れ
る
人
物
の
ス
ケ
ッ
チ
画
が
あ
り

、
そ
の
上
方
に
手
書
き

ら
し

い

「恭
祝
新
禧
」
の
文
字
、
そ
し
て
、
「拜
お
目
出
た
う
五
座
り
ま
す
」
、
「新
年

の
御
祝
儀
を
申
上
ま
す
」
な
ど
三
種
類
も
の
年
賀
用

語

が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
右
端
に
、
よ
く
読
み
と
れ
な

い
が
、
当
時
吟
香
が
銀
座
に
開

い
て
い
た
楽
善
堂

と
い
う
薬
屋

の
商
品

高

崎
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八

せ
い
き
す
い

("
精
鋳
水
"
ー

眼
薬
)
を
宣
伝
す
る
文
言
ら
し
き
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
と
し
て
は
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
年
賀
状
で
あ

っ
た

と
思

わ
れ
る
。

と
も
か
く
、
私
製
絵
は
が
き
さ
え
登
場
し
て
、
は
が
き
に
よ
る
年
賀
は
盛
ん
に
な

っ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
年
始
ま

わ
り
が
徐
々
に
す
た
れ
る
に
つ
れ
て
、
年
始
に
行
き
交
う
人
々
で
混
雑
し
て
い
た
年
頭
の
街
の
風
景
も
様
変
わ
り
し

て
ゆ
き
、
い
た

っ
て

静
か
な
お
正
月
と
な

っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
静
か
な
往
来
と
は
逆
に
、
正
月
の
郵
便
は
混
雑
を
き
わ
め
て
く
る
よ
う

に
な
る
。
郵
便

局
員

が
徹
夜
で
業
務
に
当
た

っ
た
り
、
集
配
度
数
を
減
じ
て
み
た
り
、
到
着
日
付
印
を
押
す
の
を
省
略
し
た
り
と
、
郵

便
局
の
方
で
も
色

々

手
段
を
講
じ
た
が
、
と
て
も
増
え
続
け
る
年
賀
状
に
有
効
な
対
策
と
は
言
え
な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
差
し
出
す
方

の
工
夫
と
い
っ
て
も

混
雑
を
さ
け
て
正
月
す
ぎ
て
着
く
よ
う

で
は
年
始
ま
わ
り

の
代
わ
り
に
は
な
ら
な

い
し
、
暮
れ
の
う
ち
に
出
し
て
お
く
と
、

お
手
廻
し
晦
日
に
届
く
年
始
状

(寝
言
)

と

い
う
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
。

そ

こ
で
、
暮
れ
の
う
ち
に
受
け
付
け
て
、
正
月
に
配
達
と
い
う
、
年
賀
郵
便
の
特
別
扱

い
が
明
治
三
十
二
年
末
か
ら
始
ま
る
。
は
じ
め

は
東
京
郵
便
電
信
局
の
管
内
だ
け
だ

っ
た
の
が
、
や
が
て
全
国
に
広
が

っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
以
来
、

い
く
度
か
の
中
断

(関
東
大
震
災
、

大
正
天
皇
崩
御
、
第
二
次
世
界
大
戦
)
は
あ

っ
た
も
の
の
、
今
日
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。

(注
15
)

ま

た
、
明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら
始
ま

っ
た
絵
葉
書

の
流
行
は
、
年
賀
状
に
ま
で
及
ぶ
と
こ
ろ
と
な
り
、
『
明
治

文
化
史
』
に
よ
れ
ば
、

「
(
明
治
)
四
十
二

二
二
年
に
は
新
年
年
始
用
の
絵
葉
書

が
盛
ん
に
売
れ
、
四
十
三
年
即
ち
戌
年

の
正
月
用
に
犬
の
絵
葉
書
が
約
千
五
百
種

類
に
も
上

っ
て
売
出
さ
れ
た
と

『
二
六
新
聞
』
に
報
ぜ
ら
れ
て
い
る

(
十
二
月
二
十
二
日
)。

ハ
ガ
キ

・
絵

ハ
ガ
キ
に
よ
る
年
賀
状
の
交
換

は
こ
の
頃
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と

い
う
。

そ

の
よ
う
な
こ
と
も
あ

っ
て
、
明
治
四
十
年
の
年
賀
郵
便
物
は
四
億
通
を
超
え
る
ほ
ど
に
な

っ
た
。
字
句
を
印
刷
す

る
も

の
も
多
く
な

っ

た
。そ

の
後
も
た
と
え
ば
年
賀
切
手
の
発
行

(昭
和
十
年
)
や
、
お
年
玉
付
き
年
賀
は
が
き
の
発
行

(昭
和
二
十
四
年

)
な
ど
が
続
く
。
最



初
の
年
の
景
品
は
、
特
等
が
ミ
シ
ン
、

一
等
純
毛
洋
服
他
、
二
等
学
童
用
グ

ロ
ー
ブ
、
三
等
学
童
用
コ
ー
モ
リ
傘
、

な
ど
と

い
う
も
の
で

あ

っ
た
。
ま
た
、
封
筒
に
入
れ
た
書
状
を
年
賀
特
別
郵
便
物
と
し
て
扱
う

こ
と
も
昭
和
二
十
五
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
が
、
・昭
和
三
十
七
年

に
廃

止
さ
れ
た
こ
と
も
つ
け
加
え
て
お
く
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
順
調
に
発
達
し
て
き
た
年
賀
状
で
あ
る
が
、
は
が
き
に
簡
単
な
文
句
を
書

い
て
年
賀
を
す
ま

せ
る
と

い
う

こ
と
に

全
く

抵
抗
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
吟
香
も

ス
ケ
ッ
チ
画

の
自
分
自
身
の
手
に
名
刺

(
と
思
わ
れ
る
白
い
小
さ

な
紙
片
)
を
持
た
せ
た
が
、
昔

の
よ
う
な
名
刺
廻
礼

へ
の
名
残
り
の
気
持
か
ら
か
、
封
筒
に
名
刺
を
入
れ
て
郵
送
す
る
人
も
少
な
く
な
か

っ

た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
四
十
年

一
月

一
日
の
日
本
新
聞
が
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

近
頃
大

い
に
気
取

っ
た
つ
も
り
か
、
或

い
は
鄭
寧
に
し
た

つ
も
り
か
、
小
さ
き
状
袋

へ
名
刺
を
封
入
し
、
二
銭
も
し
く
は
三
銭
切

手
を
貼
り
て
年
賀
状
と
す
る
あ
り
。
受
け
取
る
人
も
披
見
に
手
数
が
掛
り
、
出
す
人
も

一
銭
五
厘
乃
至
五
厘

の
ム
ダ
な
り
。
葉
書

へ
字
画
正
し
く
年
始
申
し
入
れ
る
に
如
か
ず
と
な
り
。

ま
た
、
も

っ
と
直
接
の
抵
抗
感

の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
今
も
時
に
繰
り
返
さ
れ
る

「虚
礼
廃
止
」

の
主
張
を
す
る
人
々
も
あ

っ
た
ら
し

い
。
婦
女
新
聞
明
治
四
十
二
年

一
月
十
五
日
の
社
説
に
、
「
年
始
状
可
否
し
と

い
う
論
説
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
数
字

な
ど

で
年
賀
状

の
増
加
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
た
あ
と
、

是
に
於
て
か
、
年
賀
状
廃
止
説
な
る
も
の
起
り
、

一
部
人
士
に
は
、
既
に
之
を
実
行
せ
る
も
の
あ
り
其
の
説

に
曰
く
、
疎
遠
を
謝

す
る
は
必
ず
し
も
新
年
と
限
る
を
要
せ
ず
、
且
真
に
祝
賀
又
は
陳
謝
の
誠
意
を
表
せ
ん
に
は
、
文
句
も
宛
名

も
す
べ
て
自
書
す
る

を
当
然
と
す
。
然
る
に
、

一
定

の
文
句
の
印
刷
さ
れ
た
る
も

の
に
、
宛
名
を
代
筆
さ
せ
て
発
送
す
る
が
如
き
は
、
精
神
を
失
ひ
た

る
虚
礼
に
し
て
、
徒
ら
に
繁
褥
を
増
す

の
み
な
れ
ば
、
寧
ろ
全
廃
す
べ
し
と
な
り
。

高

崎
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一
〇

と
、
廃
止
論
を
ま
ず
紹
介
し
、
そ
れ
に
対
し
て

「
さ
れ
ど
、
吾
等
は
未
だ
俄
に
賛
成
す
る
こ
と
能
は
ず
」
と
、

こ
の
社
説
の
立
場
を
の
べ

て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、
新
年
は
先
方
の
健
否
を
問

い
、
自
己
の
平
安
を
報
ず
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
し
、
年
末
は
多
忙
な
の

で
印
刷

・
代
書
も
や
む
を
え
ず
、
全
く
沙
汰
な
し
よ
り
は
ま
し
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
、

社
会

の
事
務
は
次
第
に
繁
劇
と
な
り
、
各
人
の
交
際
範
囲
は
年
毎
に
広
く
な
り
、
随
ひ
て
、
親
威
知
人
の
間
柄
に
て
も
次
第
に
疎

遠
と
な
り
、
訪
問

の
交
換
も
、
三
度

の
處
が

一
度
と
な
り
、

一
度

の
處
が
手
紙
と
な
る
こ
と
、
各
人
共
に
免

れ
が
た
き
実
情
な
り
。

況
ん
や
、
准
親
威
又
は
旧
友
等

の
際
に
至
り
て
は
、
特
別

の
用
件
な
く
ば
手
紙
を
も
発
せ
ざ
る
に
至
り
、
又

た
ま
た
ま
安
否
を
問

は
ん
と
す
る
も
、
「御
健
康
如
何
」
の
五
字
の
み
に
て
は
す
ま
し
が
た
く
、
特
に
意
を
用
ひ
て
長
文
句
を
綴
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
事

な
り
、
其
の
結
果
、
や
は
り
疎
遠
を
重
ね
て
、
遂
に
互
に
消
息
を
失
ふ
に
至
る
。
か
か
る
人
々
の
間
柄
を
継
続
せ
し
む
る
唯

一
の

機
会
は
年
始
状
な
り
。
僅
に

「謹
賀
新
年
」
の
四
字
を
以
て
先
方
の
健
康
を
祝
し
自
己

の
無
事
を
報
じ
、
且
印
刷
に
て
も
、
無
礼

な
り
と
て
腹
立

つ
人
の
無
き
ま
で
習
慣
は
馴
致
せ
ら
れ
た
り
。

こ
れ
、
誠
に
簡
単
に
し
て
便
利
な
る
交
換
法

に
あ
ら
ず
や
。

と
、
年
賀
状
盛
行
の
理
由
を
解
き
明
か
し
て
く
れ
る
。

こ
う
し
た
議
論
は
、
何
度
も
蒸
し
返
さ
れ
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

の
あ

と
交
際
の
親
疎
と
年
賀
状
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
、
最
後
に

以
上
の
理
由
に
よ
り
て
、
吾
等
は
年
始
状
全
廃
説
に
反
対
す
。
而
し
て
、
左
の
点
に
注
意
し
て
、

一
層
之
を
有
意
味
な
ら
し
め
ん

こ
と
を
希
望
す
。

一
、
文
句
は
印
刷
又
は
代
書
と
す
る
も
、
宛
名
と
自
己
の
姓
名
の
み
は
成
る
べ
く
自
筆
と
す
る
事
。
少
く

と
も
自
己
の
姓
名

の
み

は
必
ず
。



二
、
全
家
族
、
老
人
小
児
ま
で
す

べ
て
名
と
年
齢
と
を
記
載
す
る
事

(是
は
自
筆
に
及
ば
ず
)。

三
、
長
上
の
人
に
対
し
て
猥
り
に
発
送
す
る
の
礼
に
非
る
事
を
心
得
る
こ
と
。

と
、
心
得
を
述
べ
て
い
る
。

さ

て
、
以
上
の
よ
う
に
、
人

々
の
交
際
の
あ
り
か
た
の
変
化
、
習
慣
や
儀
礼

に
対
す
る
意
識
の
変
化
に
、
近
代
郵

便
制
度
の
整
備
、
殊

に
は
が
き

の
発
行
が
相
俟

っ
て

"年
賀
状
"
と
い
う
も
の
の
成
立
が
促
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
印
刷
技
術
の
進
歩
も
あ

っ
て
、
大

量
に
作
成
し
て
、
親
か
ら
疎
ま
で
か
な
り
の
範
囲
に
向
け
て
書
く
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も
、
年
賀
状
の
性
格
を
規
定
す
る

一
つ
の
要
因
に

な

っ
て
い
よ
う
。
こ
こ
ま
で
で
は
じ
め
に
述
べ
た
、
現
行
の
年
賀
状
の
条
件

の
う
ち
、
ま
ず
、
は
が
き
を
年
賀
に
使
う
よ
う
に
な

っ
た
こ

と
、

そ
し
て
暮
れ
の
う
ち
に
出
し
て
お
く
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
、
の
二
点
に
つ
い
て
、
そ
の
周
辺
事
情
も
合
わ
せ
て
見
た
こ
と
に
な
る
と

思
う

が
、
も
う

一
点

の
、
用
語
に
つ
い
て
の
考
察
が
残

っ
て
い
る
の
で
、
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
き
た

い
。

四
、

年
賀

状

の
用
語

ま
ず
、
前
に
も
引
用
し
た

『
明
治
事
物
起
原
』
の

「恭
賀
新
年
の
源
」
と
い
う
頃
に
は
、

明
治
三
年
十
月
二
十
三
日
の
太
政
官
令
に
て
、
新
年
賀
詞
の
書
式
を
示
す
こ
と
左
の
如
し
。

明
治
十
二
、
三
年
以
後
、
追
々
盛
行
し
た
る

「恭
賀
新
年
」
「謹
奉
賀
新
年
」
の
は
が
き
は
こ
こ
に
起
源
す
。

と
し
て
、
左
図
の
よ
う
な
書
式
が
示
し
て
あ
る
。
長
く
書
く
必
要
の
あ
る
書
状
と
は
異
な

っ
て
、
は
が
き
は
ス
ペ
ー

ス
の
制
限
か
ら
来
る

高

崎

み

ど

り

=



年
賀
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す
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研
究

勅

任

賀

表

書

式

奏

任

同

上

大

奉

書

四

ツ

折

同

上

謹

奉

賀

新

正

謹

恭

賀

新

正

正

月

日

正

月

日

官

位

姓

氏

名

官

位

姓

氏

名

同

但
官
位
不
相
當
は
行
守
を

同

書
す
如
例

但
無
位

に
て
も
氏
を
書
す

一
二

簡
潔
な
書
式
が
求
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
、
こ
う
し

た
書
式
が
示
さ
れ
れ

ば
手
本
に
な

っ
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
他

の
年
賀
用
語
は
使

わ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
大
正

・
昭
和
を

へ
て
も
使
用
さ

れ
る
年
賀
用
語
に
変
化
は
見
ら
れ
な

い
の
だ
ろ
う

か
。

こ
う
し
た
こ
と

(注
16
)

を

知

る

た

め

に
、

作

家

・
思

想

家

と

い

っ
た

人

々

の
書

簡

を

調

べ
、

年

賀

用

語

を

ぬ

き

出

し

て

い

っ
た

。

そ

の
結

果

、

明

治

七

年

か

ら

昭

和

四

(注
17
)

十
五
年
ま
で
、
三
十
五
人
の
作
家

・
思
想
家

の
年
賀
状
か
ら
、
の
べ

一
、

(注
18
)

○
〇
九
語

の
年
賀
用
語
を
採
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
後

の
方

で
詳

述
す
る
が
、
明
治
期
の
前
半
あ
た
り
は
、
封
書
の
書
状
に
年
賀
用
語
が

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
年
賀
用
語
の
観
察

と
し
て
は
や
は
り
そ

れ
も
必
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
は
が
き
に
記
さ
れ
た
も
の
と
同
様
に
用
例
と
し
て
採

っ
て
い
っ
た
。
以
下
で
は
そ
の
結
果
と
分
析
と
を
の

べ
る
。

'

〔
一
〕
、
型
別
の
分
析

は
じ
め
に
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
こ
で
言
う

「年
賀
用
語
」
と
は
、
年
賀
状
に
記
さ
れ
る
あ
る

=
疋
の
型
を
持

っ
た

慣
用
的
な
挨
拶
の
用
語
を
さ
す
。
ゆ
え
に
添
え
書
き
の
部
分
、
つ
ま
り
た
と
え
ば

「
謹
賀
新
年
」
に
添
え
ら
れ
た

「
今
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
」
の
よ
う
な
部
分
は
含
め
な
い
。
ま
た
、
は
が
き
だ
け
で
な
く
、
封
書

の
書
状
に
記
さ
れ
た
も
の
も
含
み
、
そ
れ
が
長

い
本
文
を
伴

っ

た
時
候

の
挨
拶
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
も
含
む
。
そ
の
他
細
か
い
採
取

の
基
準
で
述

べ
た
い
こ
と
は
多

い
が
、
必

要
な
時
に
そ
の
都
度

言
及
す
る
こ
と
と
し
、
今
は
結
果
と
分
析

へ
と
急
ぐ
。

ま
ず
採
集
し
た
年
智
ハ用
語
を
次

の
5
つ
の
型
に
分
類
し
た
。



A
、
漢
字
二
字
成
語
型

(賀
正
な
ど
)

B
、
漢
字
四
字
成
語
型

(謹
賀
新
年
な
ど
)

C
、
お
め
で
と
う
型

D
、
お
よ
ろ
こ
び

・
お
祝

い
型

(新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
、
な
ど
)

E
、
そ
の
他
の
文
句

(
注

19
)

こ
の
分
類
は
、
見
坊
豪
紀
氏
の
さ
れ
た
分
類
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

(注
20
)

ま
た
、
そ

の
年
賀
状
の
出
さ
れ
た
時
期
を
三

つ
に
分
け
、

第
-
期

明
治
七
年
～
明
治
四
十
年

(
一
八
七
四
～

一
九
〇
七
)

第
H
期

明
治
四
十

一
年
～
昭
和
十

一
年

(
一
九
〇
八
～

一
九
三
六
)

第
m
期

昭
和
十
二
年
～
昭
和
四
十
五
年

(
一
九
三
七
～

一
九
七
〇
)

と
し

た
。

(注
21
)

そ
し
て
今
回
の
調
査
で
は
、
最
近

の
傾
向
が
つ
か
め
な

い
の
で
、
同
じ
く
年
賀
用
語
の
調
査
を
さ
れ
た
橘
豊
氏
の
調
査
と
、
「
こ
と
ば
」

仁
撻

調
査

の
結
果
を
こ
れ
に
加
え
て
表
A
に
ま
と
め
た
・
対
象
と
な

っ
た
年
賀
用
語
の
の
べ
用
例
数
は
、
-
期

二
四
九
、
n
期

四

二
〇
、
m
期

三
四
〇
、
橘
氏
調
査

二
〇
五
、
「
こ
と
ば
」
調
査

九

=
二
、
で
あ
る
。
今
回
の
私
の
調
査
で
は
、

1
期
H
期
m
期
と
用

例
数

が
ば
ら

つ
い
て
い
る
が
、
全
集
の
書
簡
集
か
ら
と
る
と
い
う
方
法
で
は
こ
う
し
た
限
界
が
あ
る
の
も
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
も
か
く
全
体
の
傾
向
を
大
把
み
に
表
A
で
み
て
ゆ
く
こ
と
と
し
よ
う
。

高

崎

み

ど

り

=
二
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一
四

表A

時 1 II III 橘 三

A .一. A
氏

と
ば

型 期

別

順

位

明 期
～ 治

明7

治 年

40

豊

明 期

1治

昭41

和 年
11

豊

昭 期
1和

昭12

和 年
45

豊

調

套
昭

和
52

錘

L

糞
昭
和

61

奮

1位 B B B C C

用 例 数 90 181 235 76 289

(%) (36.1)

■

(43.1) (69.1) (37.1) (31.3)

2位 D D A A B

用 例 数 78 101 54 47 239

(%) (31.3)

■

(24.1) (15.9) (22.9) (25.9)

3位 A A D B A

用 例 数 43 71 23 43 218

(%〉 (17.3) (16.9) (s.$) (al.o) (23.6)

4位 E E C D D

用 例 数 26 44 17 28 134

(%) (10.4) (10.5) (5.0) (13.7) (14.5)

5位 c C E E E

用 例 数 12 23 11 11 33

(%) (4.g) (5.5) (3.2) (5.4) (3.6)

※記号の下 の数字は、その型に属す る用例ののべの数 である。

また、その下の(%)は 、その型に属 する用例数の、全体 ののべ用例数

に対す る割合である。



ま
ず
、
B
の
漢
字
四
字
成
語
型

(代
表
的
な
例
を
と

っ
て

「謹
賀
新
年
し
型
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
は
長

い
間
首
位
で
あ

っ
た
が
、
最

近
は
や
や
減
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
代
わ
り
に
、
非
常
に
少
な
か

っ
た
C
の

「
お
め
で
と
う
」
型
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
と
い
う

こ
と
が
い
え
る
。
D
の

「
お
よ
ろ
こ
び
を
申
し
上
げ
ま
す
」
型
は
や
や
減
り
気
味
で
あ
り
、
A
の

「賀
正
」
型
は
中
間
的

な
位
置
を
保
ち
続
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
型
の
ど
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
語
句
を
使

っ
て
い
る
も
の
は
E
型
に
含

め
て
あ
り
、
独
自
の
用
語
や
英
文
、
短
歌

・
俳
句
や
戯
れ
歌
な
ど
多
様
な
も

の
が
入

っ
て
い
る
。
そ
の
E
型
は
、
明
治

.
大
正
期
に
比
べ

る
と
、
昭
和
以
降
は
減
り
気
味
だ
と
い
え
よ
う
。

,

ま
た
、
型
ど
う
し

の
バ
ラ

ン
ス
と
い
う

こ
と
か
ら
言
え
ば
、
m
期
を
除

い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
、
或
る
特
定
の
型
に
集
中
す
る
と
い
っ
た

傾
向

は
見
ら
れ
な

い
よ
う

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
大
雑
把
な
傾
向
は
わ
か
る
が
、
次
に
も
う
少
し
細
か
く
、
型
別
の
ワ
ク
を
取
り
払

っ
て
、
の
べ
用
例
数
の
多

い
年
賀
用
語
を
ひ
ろ

っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
各
期
の
年
賀
用
語
の
う
ち
、
の
べ
用
例
数
の
最
も
多

い
も

の
か
ら
四

つ
を
と
り
出
し
た
の
が
、

図
B

で
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
「賀
正
」
、
「謹
賀
新
年
」
は

一
〇
〇
年
余
り
に
わ
た

っ
て
愛
用
さ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
が
、
同
じ

B
型
の
中
で
も
、
「恭

賀
新
年
」
は
最
近
は
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
漢
字
成
語
以
外

の
言

い
方
で
は
、
D
型
の

「新
年
の
御
慶

目
出
度
申
維
鱗

か
ら
C
型
の

「あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ

い
ま
す
」

へ
の
変
化
が
著
し
い
.
薪

年
の
御
慶
・-
…
L
の
D
型
は
、
後

で
述

べ
る
よ
う

に
多
く

の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
た
め
、
表
A
の
よ
う
る
型
別
で
は
上
位
を
占
め
る
が
、
き
ま

っ
た
言
い
方
を
見
る

表
B
で
は
下
位
に
な

っ
て
い
る
。

次

に
各
型
の
中
の
ヴ
ァ
ラ

エ
テ
ィ
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、
「
こ
と
ば
」
調
査
が
そ
う
し
た
細
か
い
資
料
を

の
せ
て
い
な

い
の
で
、

主
と
し
て
今
回
私
が
行

っ
た
ー
～
m
期
の
結
果
が
中
心
と
な
る
。

ま
ず
A
型
の
中

の
ヴ
ァ
ラ

エ
テ
ィ
を
各
期
で
み
て
み
よ
う
。

か
っ
こ
内
は
の
べ
の
用
例
数
で
あ
る
。

1
期

(異
な
り
数
二
)
1
賀
正

(四
十
二
)

・
虔
頌

(
一
)

高

崎

み

ど

り

一
五
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六

表B

時 1 II m 橘 r

,一. A A 凵

期
順

1明
明 治 期

繕
年

・鑼 期

ll年
年

幽
年

氏
A

署調
52査

年

と

露催
和 調
61査

年
口 口 V 口 　

のべ用例数 のべ用例数 のべ用例数 のべ用例数 のべ用例数
位

249 420 340 205 913

1位 賀 正 謹賀新年 恭賀新年 あけまして あけまして
、

おめでとつ
、

おめ でとつ

ございます ございます

用 例 数 42 108 184 55 247

(%) (is.9) (25.7) (54.1) (26.8) (27.1)

2位 恭賀新年 賀 正 賀 正 謹賀新年 謹賀新年

用 例 数 29 66 38 39 227

(%) (11.7) (15.7) ('11.2) (i9.o) (24.9)

3位 謹賀新年 恭賀新年 謹賀新年 賀 正 賀 正

用 例 数 28 52 35 15 85

(%〉 (11.3) (12.4) (.10.3) (7:3) (9.3)

4位. 新年の御慶 新年の御慶 賀 春 新年おめで 迎 春

目出度申納 目出度申納 とうござい

候 候 ます

用 例 数 26 14 16 14 61

(%) (10.4) (3.3) (4.7) (s.$) (s.7)

一一一 一 一

※%は 、その年賀用語の用例数 の、全体ののべ用例数 に対す る割合を

示 して い る。



H
期

(
異

な

り

数

四

)
1

賀

正

(
六

十

六

)

・
賀

春

(
三

)

・
新

春

(
一
)

.
新

正

(
一
)

m
期

(
異

な

り

数

二

)
ー

賀

正

(
三

十

八

)

・
賀

春

(
十

六

)

橘

氏

調

査

(
異

な

り

数

七

)
1

賀

正

(
十

五

)

・
賀

春

(
十

二

)

・
賀

春

(
十

)

・
迎

春

(
七

)

.
迎

年

(
一
)

.
壽

春

(
一
)

.

春

壽

(
一
)

こ

の

A

型

は

他

の
型

に

比

較

し

て
あ

ま

り

ヴ

ァ

ラ

エ
テ

ィ

が
豊

富

と

は

い

え

な

い
。

し

か

し

こ
う

し

て

ま

と

め

て

み

る

と

、
「
春

」
を

含

む

熟

語

が

少

し

ず

つ
増

加

し

て
く

る

の

で

は
な

い
か

と

思

わ

れ

る
。

ま

た
、

「
賀

正

」

が

一
貫

し

て

圧

倒

的

に
多

い
が

、

「
賀

春

」

も

徐

々
に

増

加

し

て

お
り

、

そ

の
差

は
縮

ま

っ
て

ゆ
く

の
で

は

な

い
か

と

も

予

想

さ

れ

る
。

次

に
B

型

を

見

る
。

1
期

(
異

な

り

数

十

二

)
1

恭

賀

新

年

(
二

十

九

)

・
謹

賀

新

年

(
二

十

八

)

・
謹

賀

新

橲

(
七

)

.
謹

賀

新

正

(
六

)

.
恭

賀

新

橲

(
六

)

・
恭

賀

新

正

(
六

)

・
賀

新

正

(
三

)

・
賀

新

年

(
一
-

以

下

同

)

.
謹

賀

新

橲

.

(
注

24
)

奉
賀
新
年

・
慶
賀
新
年

・
口
賀
新
年

H
期

(異
な
り
数

十
四
)
i
謹
賀
新
年

(
一
〇
八
)

・
恭
賀
新
年

(五
十
二
)

・
奉
賀
新
年

(三
)

.
謹
賀
新
橲

(三
)

.
恭

。

賀
新
橲

(三
)

・
賀
新
橲

(二
)

・
恭
賀
新
正

(二
)

・
謹
賀
新
春

(二
)

.
賀
新
正

(
一
-
以

下
同
)

・
賀
新
春

・
謹
賀
新
正

・
恭
賀
新
冬

・
恭
頌
新
年

.
祝

々
歳
旦

m
期

(異
な
り
数

十

一
)
i
恭
賀
新
年

(
一
八
四
)
・
謹
賀
新
年

(三
十
五
)
・
恭
賀
皇
紀
二
千
六
百
年

(
五
)
.
賀
新
年

(
四
)
.

賀
新
正

(
一
-
以
下
同
)

・
謹
賀
新
春

・
恭
賀
新
正

・
恭
頌
新
橲

.
恭
慶
皇

紀
二
千
六
百
年

.
粛

頌
新
正

・
粛
頌
新
橲

橘
氏
調
査

(異
な
り
数

五
)
1
謹
賀
新
年

(三
十
九
)

・
恭
賀
新
年

(
一
-
以
下
同
)

.
恭
賀
新
橲

.
御
慶
永
日

.
頌
春
祈
福

高

崎

み

ど

り

一
七



年
賀
状
の
成
立
に
関
す
る
研
究

一
入

以

上

を

見

て

わ

か

る

こ

と

は

、

ま

ず

、

明

治

の
は

じ

め

か

ら

「
謹

賀

新

年

」

と

「
恭

智
ハ新

年

」

に
集

中

す

る

傾

向

が

あ

り

、

か

な

り

長

い

間

そ

れ

は

続

く

。

そ

し

て
、

最

近

は

そ

の
う

ち

「
謹

賀

新

年

」

に
極

端

に

集

中

し

て

い
る

よ

う

で

、
橘

氏

調

査

で

は

「
恭

賀

新

年

」

は

僅

か

一
例

、
そ

し

て

こ

こ

に

は

掲

げ

な

か

っ
た

が

、

「
こ

と

ば

」
調

査

で

は

、

B
型

の
う

ち

「
謹

賀

新

年

」

が

九

十

五

・
○

%

を

占

め

る

と

あ

り

、

集

中

化

が
続

い
て

い
る

こ

と

が

知

れ

る
。

ま

た

、

明
治

か

ら

大

正

・
昭

和

前

半

は

、

B

型

の

ヴ

ァ

ラ

エ
テ

ィ
も

か

な

り

豊

富

で
あ

っ

た

が
、

最

近

は

「
謹

賀

新

年

」

一
種

に

な

り

つ

つ
あ

る

と

い
う

こ
と

も

わ

か

る
。

次

に

C

型

を

見

る
。

1
期

(異
な
り
数

十
)
ー

新
年
御
目
出
度
う

(三
)

・
新
年
御
目
出
度
存
候

(
一
ー
以
下
同
)

・
新
年
御
目
出
度
存
じ
奉
り

候

・
新
年
目
出
度
奉
存

・
新
年
お
め
で
た
し

・
新
年
目
出
度

・
あ
け
ま
し
て
お
め
で
た
う

ご
ざ

い

(
注

25
)

ま
す

.
新
年

の
御
慶
芽
出
度
奉
存
候

・
改
年
の
御
慶
目
出
度
奉
存
候

・
新
年

に
入
り
目
出
度
奉
存

候

11
期

(
異

な

り

数

五

)
1

新

年

お

め

で

と
う

(
十

一
)

・
お

め

で

と
う

(
九

)

・
新

年

お

め

で

と
う

ご

ざ

い
ま

す

r(
一
ー

以

下
同
)

・
新
年

の
御
慶
め
で
た
く
候

・
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

m
期

(異
な
り
数

八
)
ー

新
年
お
め
で
と
う

(四
)

・
新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

(四
)

・
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

(
二

)

.
新

年

お

め

で
と

う

存

じ

ま

す

(
二

)

・
あ

け

ま

し

て

お

め

で

と
う

ご

ざ

い
ま

す

(
二

)

・

新

年

御

め

で
た

く

御

座

候

(
一
-

以

下

同

)

・
お

め

で
と

う

・
あ

け

ま

し

て

お

め

で

と
う

存

じ

ま

す

橘

氏

調

査

(
異

な

り

数

五

)
1

あ

け

ま

し

て
お

め

で

と
う

ご
ざ

い
ま
す

(
五

十

五

)

・
新

年

お

め

で

と
う

ご
ざ

い
ま

す

(
十

四

)

・

あ

け

ま

し

て

お

め

で

と
う

(
四

)

・
新

年

お

め

で

と
う

(
二

)

・
お

め

で

と

う

(
一
)

な

お

こ

の
場

合

、

細

か
な

用

字

や

新

仮

名

遣

・
旧
仮

名

遣

の
区

別

な

ど

は

し

て

い
な

い
。

さ

て

、

こ
れ

を

見

る

と

、

こ

の
C

型

の
中

で

も



大

き

く

、

「新

年

お

め

で

と
う

」

型

(
C

1
型

)

と

、

「
お

め

で

と
う

」

型

(
C

2
型

)
、

そ

し

て

「
あ

け

ま

し

て

お

め

で

と
う

」

型

(
C

3

型

)

の

三

つ
に

わ

け

ら

れ

そ
う

で
あ

る
。

は

じ

め

の
頃

は
、

C

1

型

が

多

い

の
だ

が
、

徐

々
に

C

2
型

も

出

て
き

て

、

最

近

に
な

る

と

C

3
型

が

圧

倒

的

に
な

る

、

と

い
う

傾

向

が

つ
か

め

る
。

こ

の

傾

向

は

「
こ
と

ば

」

調

査

に

な

る

と

さ

ら

に

集

中

化

が
す

す

み
、

C

型

の
中

の
八

十

五

・
五

%

が

C

3
型

の

「
あ

け

ま

し

て

お

め

で

と
う

ご

ざ

い
ま

す

」

で
占

め

ら

れ

て

い
る

と

い
う

デ

ー

タ

を

見

出

し

た
。

ま

た

、

こ
れ

は
当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

候

文

末

が

「
ご

ざ

い
ま

す

」

文

末

に
変

化

し

て

い
る
し

、

n
期

に
多

か

っ
た

常

体

文

末

(
お

め

で

と
う

)

は

、

あ

ま

り

使

わ

れ

な

く

な

っ
て

き

て

い
る

こ
と

も

知

れ

る
。

ま

た

、

原

文

に
戻

っ
て

用

字

な

ど

を

検

討

し

て

み

る

と

、

は
じ

め

の
頃

は

漢

字

が

宛

字

も

含

め

て

多

く

使

わ

れ

て

い
る

の

に
対

し

、

既

に

H
期

ご

ろ

か

ら

、

平

仮

名

の
方

が
多

い
よ

う

に

な

っ
て
く

る
。

次

に

D

型

を

見

る
。

こ

の
D

型

は

、

お

よ

ろ

こ
び

・
お

祝

い
型

な

の

だ

が

、

非

常

に

ヴ

ァ
リ

エ
ー

シ

ョ

ン
が
多

く

、

今

ま

で

の
型

と

同

じ

よ
う

に
示

す

わ

け

に

は

い
か
な

い
。

そ

れ

で

、

そ

の

ヴ

ァ
ラ

エ
テ

ィ

を

、

二

段

階

に

分

け

て

示
す

こ
と

と
し

た
。

ま

ず

、

D

型

に

属

す

る

言

い
方

を

大

き

く

二

分

し

、

D

1

型
1

[
何

カ

ノ

コ
ト

バ
]

を

申

し

あ

げ

ま

す

型

[

例

:
新

年

の
お

よ

ろ

こ
び

を

申

し

あ

げ

ま

す

D
2
型
圏

m]
を
お
祝
い
申
し
あ
げ
ま
す
型

例

:
新
年
を
賀
す

と
す

る
。
[
]

に
入
る
細
か
な
こ
と
ば
の
差
異
や
、
「申
し
あ
げ
る
」
「申
し
納
め
る
」
な
ど
の
差
異
、
「
謹
ん
で
」
の
有
無
、
常
体
と
敬
体

の
差
な
ど
の
差
異
は
、
次

の
段
階
で
見
る
こ
と
に
し
、
「申
し
上
げ
る
」
と

「祝
う
」

の
差
だ
け
で
見
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。

1
期

D
1
型

(申
し
上
げ
る
型
)

六
十
六

D
2
型

(祝
う
型
)

十

一

ど
ち
ら
に
も
属
し
な

い

一

高

崎

み

ど

り

一
九



年
賀
状
の
成
立
に
関
す
る
研
究

二
〇

11
期

D
1
型

五
十
四

D
2
型

四
十
六

ど
ち
ら
に
も
属
し
な
い

一

m
期

D
1
型

十
五

D
2
型

入

橘
氏
調
査
ー
D
1
型

二
十
七

D
2
型

一

こ
れ
を
見
る
と
、
「祝
う
」
型
は

「申
し
上
げ
る
」
型
に
対
す
る
割
合
は
11
期
に
増
し
た
が
再
び
減

っ
て
ゆ
き
、
最
近
は
ほ
と
ん
ど
使
わ

れ
な

い
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
「
こ
と
ば
」
調
査

で
も
、
表
A
の
よ
う
に
D
型
そ
の
も
の
が
橘
氏
調
査
と
同
じ
く
ら

い
低

い
パ
ー
セ
ン
テ

イ
ジ
な
の
で
、
「祝
う
」
型
も
同
様
に
少
な

い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

「祝
う
」
型
が
多
用
さ
れ
て
い
た
n
期
は
、
そ
の
ヴ
ァ
ラ

エ
テ
ィ
も
豊
富

で
、

い
く

つ
か
例
を
あ
げ
る
と

新
年
を
祝
す
/
と
し

の
は
し
め
を
こ
と
ほ
ぎ
も
を
し
候
/
新
年
目
出
度
祝
上
候
/
謹
ん
で
新
年
を
賀
し
ま
す

/
新
年
の
御
清
福
を

祝
し
上
げ
候

と
い

っ
た
具
合
で
あ
る
。

ま
た
、
も
う

一
方
の

「申
し
上
げ
る
」
型
の
ヴ
ァ
ラ

エ
テ
ィ
に

つ
い
て
、
1
期
の
例
を
い
く

つ
か
あ
げ
て
み
る
と
、

改
年
の
御
慶
目
出
度
申
納
候
/
古
よ
り
た
め
し
な
き
年
の
は
じ
め
の
御
よ
ろ
こ
び
め
で
た
く
申
し
を
さ
め
候
/
新
橲
之
慶
賀
芽
出

度
申
納
候
/
新
年
の
御
祝
ひ
申
上
候
/
御
年
詞
申
上
候

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
D
1
型
も
D
2
型
も
、
変
化
に
富
ん
で
い
た
の
だ
が
、
そ
の
ヴ
ァ
ラ

エ
テ
ィ
を
、
細
か
い
要
素
四
種
を
と
り
出
す



こ

と

に

よ

っ
て
更

に

詳

し

く

み

て

み

る

こ

と

に
す

る
。

そ

の

四

種

の
要

素

と

は

、

た

と

え

ば

D

1

で

「
①

新

年

の
②

お
よ

ろ

こ
び

を

③

申

し

上

げ

ま

す

」

と

い
う

場

合

の
①

「
新

年

」

の
ヴ

ァ
ラ

エ
テ

ィ

、

②

「
お

よ

ろ

こ

び
」

の
ヴ

ァ
ラ

エ
テ

ィ
③

「
申

し

上

げ

る

」

の

ヴ

ァ

ラ

エ
テ

ィ
・

そ

し

て

D

2

で

「
新

年

を

④

お

祝

い
申

し

あ

げ

ま
す

」

と

い
う

場

合

の
④

「
お

祝

い
申

し

上

げ

る

」

の
ヴ

ァ

ラ

エ
テ

ィ
、

で

あ

る

。

こ

の
順

に

、

1
期

か

ら

m
期

ま

で

を

見

て

み

る

と

、

〔
①

「新

年

」

の

ヴ

ァ
ラ

エ
テ

ィ

〕

1
期

(
異

な

り

数

九

)
l

D

新

年

(
五

十

七

)

・
年

の
は

じ

め

(
三

)

・
新

橲

(
三

)

.
改

年

(
二

)

.
履

端

(
一
ー

以

下

同

)

・
年

頭

・
年

甫

・
元

旦

・
新

玉

H
期

(
異

な

り

数

十

二

)
1

新

年

(
六

十

二

)

・
新

春

(
七

)

・
新

暦

(
二

)

・
新

し

い
年

(
二

)

.
年

の

は

じ

め

(
二

)

.

あ

ら

玉

の
年

の

は

じ

め

(
一
-

以

下

同

)

・
あ

た

ら

し

き

年

の
は

じ

め

.
新

し

き

年

.
改

暦

.
年

頭

・
新

橲

・
初

春

m

期

(
異

な

り

数

五

)
1

新

年

(
十

四

)

・
新

春

(
三

)

.
改

暦

(
一
-

以

下

同

)

.
御

正

月

.
新

正

や

は

り

「
新

年

」

に
集

中

し

て

お

り

、

「
新

春

」

は

あ

ま

り
多

い

と

は

言

え

ず

、

他

は

一
～
二

例

ず

つ
で

あ

る

が
、

種

類

は

豊

富

で

あ

る

。

参

考

と

し

て
橘

氏

調

査

で

は
異

な

り

数

四

で
、
新

春

(
+

四

)

・
新

年

(
九

)

・
初

春

(
四

)
昭

和

五

+

一
牽

(
一
)
と

い
う

出

方

で
、
.
新

年

L

と

薪

春

L

が

H
、

m
期

と
逆

転

し

て

い
る
。

A

型

の
検

討

の
時

も

そ
う

で
あ

っ
た

が

、

「
春

」

を

含

む

語

が
好

ま

れ

る

よ

、つ
に

な

っ

て

い
る

よ

う

だ
。

〔
②

「
お

よ

ろ

こ

び

」

の
ヴ

ァ

ラ

エ
テ

ィ
〕

1
期

(
異

な

り

数

九

)
1

御

慶

(
三

十

二

)

・
御

祝

儀

(
八

)

・
御

祝

ひ

(
六

)

.
御

よ

ろ

こ

び

(
四

)

.
御

年

詞

(
三

)

.

御

こ

と

ぶ

き

(
一
ー

以

下

同

)

・
賀

詞

.
賀

儀

.
慶

暦

H
期

(
異

な

り

数

十

三

)
1

御

慶

(
二

十

一
)

・
御

よ

ろ

こ

び

(
五

)

・
御

寿

(
五

)

.
慶

賀

(
四

)

.
潴

祝

ひ

(
四

)

.
御

祝

儀

(
三

)

・
御

賀

(
三

)

・
御

祝

詞

(
二

)

・
御

年

賀

(
一
-

以

下

同

)

.
賀

詞

.
賀

儀

.
御

高

崎

み

ど

り

三



年
賀
状
の
成
立
に
関
す
る
研
究

二

二

喜

慶

・
よ

こ

と

m

期

(
異

な

り

数

四

)
1

御

慶

(
十

一
)

・
御

賀

(
二

)

・
御

祝

詞

(
一
)

・
御

よ

ろ

こ
び

(
一
)

「
御

慶

」

が

か

な

り

長

期

に

わ

た

っ
て

集

中

し

て

用

い
ら

れ

て

き

た

と

い
う

こ
と

が
わ

か

る
。

最

近

は
使

用

さ

れ

な

い

で
、

橘

氏

調

査

を

み

て

み

る

と

、

「
お

よ

ろ

こ

び

」

(
二

十

一
)

・

「
御

祝

詞

」

(
六

)

の
二

種

に

と

っ
て
代

わ

ら

れ

た

よ

う

で
あ

る
。

「新

年

」

か

ら

「
新

春

」

へ
、

「
御

慶

」

か

ら

「
お

よ

ろ

こ
び

」

へ
と

、

優

し

く

や

わ

ら

か

な

感

じ

の
言

葉

が
好

ま

れ

て

い
る

と

い
う

こ

と

に

な

る

の

だ

ろ
う

か

。

〔
③

「
申

し

上

げ

る
」

の
ヴ

ァ

ラ

エ
テ

ィ
〕

1
期

(
異

な

り

数

四

)
1

申

し

納

め

候

(
五

十

)

・
申

上

候

(
十

)

・
申

候

(
一
)

・
申

述

候

(
一
)

11
期

(
異

な

り

数

八

)
ー

申

し

納

め
候

(
二

十

二

)

・
申

上

候

(
十

一
)

・
申

上

げ

ま

す

(
六

)

・
申

上

奉

り

候

(
四

)

・

申

述

べ
候

(
二

)

・
聞

え
上

げ

候

(
二

)

・
申

述

べ

ま
す

(
一
)

・
申

納

め

ま

す

(
一
)

m
期

(異
な
り
数

四
)
1

申
し
納
め
候

(七
)

・
申
上
候

(二
)

・
申
上
げ
ま
す

(二
)

・
申
納
め
ま
す

(二
)

「
申

し

納

め
候

」

が

一
貫

し

て

好

ま

れ

て

お

り

、

n
期

以

降

は

「
～

ま
す

」

の
形

も

出

て
く

る
。

ま

た

、

最

近

の
言

い
方

で

、

橘

氏

調

査

で

は

、

「
申

し

上

げ

ま

す

」

が

D

型

の
ほ

と

ん

ど

で

あ

り

、

他

は

「
も
う

し

お

さ

め

ま

す

」

一
例

し

か

な

い
。

そ

の

「
申

し

上

げ

ま

す

」

は

「
候

」

体

も

含

め

て

、

1

～

m

期

を

通

じ

て

「
申

し

納

め

候

」

の
次

に
多

用

さ

れ

て

き

て
、

つ

い
に

は

と

っ
て
代

わ

っ
て
し

ま

っ
た

も

の

で
あ

る

と

言

え

る
。

〔④

「
お

祝

い
申

し

あ

げ

る
」

の
ヴ

ァ

ラ

エ
テ

ィ
〕

1
期

(
異

な

り

数

八

)
ー

賀

奉

り

候

(
三

)

・
賀

す

(
二

)

・
賀

奉

る

(
一
-

以

下

同

)

・
賀

し

ま

ゐ

ら

せ
候

(
一
)

・
祝

奉

候

・
祝

し

奉

る

・
祝

上

候

・
こ

と

ほ

ぎ

ま

を

し

候

H

期

(
異

な

り

数

十

二

)
ー

賀

し

ま
す

(
十

)

・
賀

す

(
五

)

・
祝

上

候

(
四

)

・
賀

寿

る

(
三

)

・
賀

し

候

(
三

)

・
祝

す

(
三

)

・
祝

し

ま

す

(
二

)

・
賀

奉

り

候

(
二

)

・
こ
と

ほ
ぎ

も

を

し

候

(
一
-

以

下

同

)

・
い

は

ひ
納

候

・
い
は

ゐ

お

さ

め

参

ら

せ

候

・
祝

し

上

げ

ま

す

・



m

期

(
異

な

り

数

五

)
1

お

祝

ひ
申

し

上

げ

ま

す

(
四

)

・
賀

奉

り

候

(
一
-

以

下

同

)

.
賀

し

た

て
ま

つ
る

.
賀

す

.
祝

し
上
げ
ま
す

こ
の
よ
う

に
、
か
な
り
多
様
で
あ

っ
た

「祝
う
」
型
も
、
橘
氏
調
査
で
は
わ
か
ず
か

一
例

「謹
ん
で
新
春
を
お
祝

い
申
し
上
げ
ま
す
」
の

み
と
な

っ
て
い
る
。
「
賀
す
」
と
い
う

い
い
方
に
か
わ

っ
て

「祝
う
」
の
方
が
少
し
ず

つ
ふ
え
て
い
る
こ
と
が
、
1
～

m
期
で
は
う
か
が
え

る
が
・
D
型
の
最
初

の
方
で
も
見
た
よ
う
に
、
こ
の

「祝
う
」
型
そ
の
も

の
が
、
「申
し
上
げ
る
」
型
に
比
較
し
て
は
、
も
と
も
と
あ
ま
り

使
わ
れ
ず
、
11
期
に
少
し
増
え
た
よ
う

に
見
え
な
が
ら
、
や
は
り

「申
し
上
げ
る
」
を
し
の
げ
ず

に
今
後
は
消
え
て
ゆ
く
可
能
性
を
も
考

え
さ

せ
る
。

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
D
型
は
こ
れ
ら
①
～
④
の
要
素
が
さ
ま
ざ
ま
に
組
み
合
わ
さ
る
多
様
性
に
富
む
型
で
あ

る
。
そ
の
多
様
さ
ゆ

え
に
好
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
時
期
も
あ

っ
た
が
、
逆
に

一
つ
の
代
表
形
に
集
中
す
る
こ
と
が
難
し

い
た
め
形
式
化
が
中

途
半
端
で
あ
る
こ
と

が
敬
遠
さ
れ
て
き
て

い
る
の
が
最
近
の
傾
向
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

次

に
E
型
に
つ
い
て
見
る
。

E
型
は
、
A
～
D
型

の
よ
う
な
形
式
に
あ
て
は
ま
ら
な

い
、

つ
ま
り
は

"
型
"
と
は
言
え
な
い
も
の
で
、
こ
れ
ま

で
の
よ
う

に
、
そ
の

中
を

下
位
分
類
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味

の
な

い
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
割
A
口と
し
て
も
最
も
少
な

い
型
で
あ
り
分
類
す

る
ほ
ど
用
例
数
が
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
こ
で
は
強

い
て
分
類
せ
ず
に
、
ざ

っ
と
傾
向
や
特
色
あ

る
例
を
見
て
ゆ
く
に
と

ど
め
る
む

ま
ず
1
期
は
内
村
鑑
三

の
英
文

、、出
9。
ロ
》
く
Z
①≦
肖
o
奠
…
..
と
い
う
も

の
や
会
津
八

一
の
英
文
の
挨
拶
な
ど
小
数

だ
が
英
文
の
も
の
、そ

し
て
節
あ
て
の

「小
ゆ
る
ぎ
の
濱
松
が
枝
に
田
豆
な
き
て
伊
豆
の
海
赤
く
初
日
い
で
け
り
」

の
よ
う
な
自
作

の
短
歌

.
俳
句

.
戯
文
な
ど

が
個
性
ゆ
た
か
に
見
ら
れ
る
。

一
方
、
徳
富
廬
花
の

「祈
健
康
」
と
だ
け
記
し
た
も
の
も

ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

H
期
は
、
英
文
も
あ
る
し
、
会
津
八

一
の

「う
か
う

か
と
張
子
の
と
ら
に
初
日
哉
」
と
い
っ
た
俳
句
を
は
じ
め
と
す
る
短
歌

.
詩
な
ど

も
あ
る
。
加
え
て
、
河
上
肇
の

「(拝
啓

)
御
桟
嫌
よ
く
御
年
を
迎
え
さ
せ
ら
れ
た
御
事
と
存
じ
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
、
相
手
を
気
遣
う

高

崎

み

ど

り

二
三



年
賀
状
の
成
立
に
関
す
る
研
究

二
四

タ
イ

プ
の
も
の
が
見
え
は
じ
め
、
「貴
家
の
上
に
天
恩
の
ゆ
た
か
な
ら
ん
こ
と
を
祈
上
候
」
汽
徳
富
廬
花
)、
「更
に
躍
進
を
共
に
致
し
申
度

候
」
(与
謝
野
寛

.
晶
子
)、
「年
が
か
は

っ
た
が
皆
達
者
か
私
は
其
後
益
々
元
気
だ
…
…
」
(二
葉
亭
四
迷
)
「新
年
と
共
に
神
の
御
恵

み
の

裕
か

に
君
に
加
は
ら
ん
こ
と
を
祈
り
ま
す
」
(内
村
鑑
三
)
と
い
っ
た
よ
う
に
、
色

々
な
言
い
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
僅
か
だ
が
、

「我

々
の
生
活

の
上
に
最
も
光
栄
あ
る

一
九

一
六
年
を
迎
ふ

」
(朔
太
郎
)
と
か
、
「室
内
華
氏
六
十
度
信
州
に
は
珍
し
き
元
旦
を
迎

へ
候
」

(長
塚
節
あ
て
)
な
ど
、
自
分

の
正
月
の
迎
え
方
を
描
写
し
た
よ
う
な
体
裁
に
な

っ
て
い
る
も
の
も
あ

っ
た
。

こ
う

し
た
自
由
な
書
き
方

は
、
形
式
化
し
た
年
賀
状
と
い
う
よ
り
も

一
般
の
手
紙
の
書
き
方
に
近

い
よ
う

に
思
わ
れ
、
書
き
手
の
個
性
や
親
近
感
を
感
じ
さ
せ
る
。

m
期
は
、
短
歌
俳
句

の
類
は

「
六
十
と
せ
に
七
つ
加

へ
て
七
く
さ
の
な
つ
な
の
粥
を
祝
ふ
春
か
な
」
(谷
崎
潤

一
郎

)
が

一
首
あ
る
だ
け

で
あ

る
。
あ
と
は
H
期
に
も
見
ら
れ
た

「御
元
気
で
新
年
を
迎

へ
ら
れ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
」
(亀
井
勝

一
郎

)
の
類

が
少
数
見
ら
れ
る
だ

け
に
な
る
。

こ
う
見

て
く
る
と
、
橘
氏
調
査
や

「
こ
と
ば
」
調
査
で
も
こ
の
型
は
少
な

い
の
で
、
や
は
り
年
賀
状
に

一
種

の
形
式
を
志
向
す
る
流
れ

が
続

い
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
普
通
の
手
紙
で
は
書
き
出
し
を
工
夫
す
る
人
で
も
、
年
賀
状
に
記
す
文
言
は
形
式

の
中
か
ら
選

ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
度
に
か
な
り
大
量
に
さ
ま
ざ
ま
な
相
手
に
出
す
必
要
が
あ
る
か
ら
な
ど
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
補
う

の
が
、
い
わ
ゆ
る

「
添
え
書
き
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
次
に
ふ
れ
よ
う
と
思
う
。

〔
二
〕

形
式
に
つ
い
て
の
考
察

一
、
「
添
え
書
き
」
に
つ
い
て

表
C
は
、
今
回
対
象
と
し
た
ー
～
m
期

の
賀
状
を

一
、
挨
拶
語
の
み
の
も

の

二
、
添
え
書
き
が
あ
る
も
の

三
、
本
文
を
持
つ
も
の



の
三

種

の
基

準

で

分

け

た
も

の

で
あ

る
。

「
挨

拶

語

の

み

の
も

の
」

と

は

、

〔
一
〕

で

と

り

あ

げ

た

「
謹

賀

新

年

」

「
あ

け

ま

し

て

お

め

で
と

う

ご

ざ

い
ま

す

」
と

い

っ
た
挨

拶

語

の
年

賀

用
語

の
他

に

は

日

付

と

差

出

人

氏

名

が
記

さ

れ

て

い
る

だ
け

の
も

の
を

さ
す

。
「
添

え
書

き

の

あ

る

も

の
」

と

は

、

挨

拶

語

の
他

に
、

「
本

年

も

よ

ろ

し

く

お
願

い
し

ま

す

」

と

か

、

「
今

年

も

頑

張

っ
て

下

さ

い
」

な

ど

の
、

受

け

取

る

相

手

個

人

へ

の
メ

ッ
セ
ー

ジ

と

し

て
添

え

て
書

か

れ

た

も

の

で
、

特

に
手

紙

本

文

の

よ
う

な

用

件

を

含

ま
ず

、

あ

く

ま

で
も

親

愛

の
現

れ

の
み

と

し

て
機

能

す

る

も

の

を

さ

し

て

い
る
。

最

後

の

「本

文

を

持

つ
も

の
」

と

は

、

普

通

の
手

紙

文

の
よ

う

に
何

ら

か

の
用

件

(情

報

の
伝

達

・
要

求

の
伝

達

・
意

見

の
表

明

・
感

情

の
表

明

な

ど

)
を

、

原

則

と

し

て

か

な

り

の
言

葉

数

を

費

し

て
記

述

し

て
あ

る
も

の
を

さ

し

て

い
る

。

具

体

例

を

示

す

と

、

ま

ず

、

「
二

、
添

え
書

き

が
あ

る

も

の
」

は

、

例
五
、
賀
春

御
健
昌
を
祈
り
ま
す

皆

々
様
今
年
も
御
元
気

で

元
旦

亀
井
勝

一
郎

の
よ

う

な

例

(
昭

和

三

十

六

年

一
月

二

日

川

島

泰

一
宛

)

で
あ

る
。

ま

た

、

「
三

、

本

文

を

持

つ
も

の
」

は

、

例
六
、
新
年

に
入
り
目
出
度
奉
存
候
。
愈

々
御
清
安
被
成
御
座
奉
拝
賀
。
当
方
社
中

一
同
相
替
義
無
御
座
、
先

日
小
谷
君

の
不
幸

、
御
同
前
断
腸

の
事
な
り
。

此
度
慮
野
君
よ
り
申
上
候
京
都
学
校

の
義

、
開
業

の
初

は
必
ず

荘
田
君

に
て
御
担
当
被
下
度
、
(中
略

)
唯
学
問

の

一
条
の
み
な
ら
ず
、
其
外

に

も
心
付
候
事

は
無
遠
慮

、
私

に
槇
村
氏
之
御
話
被
成
度
、
同
氏
は
必
ず

こ
れ
を
忌
ず
し
て
悦
ぶ
べ
し
。
右
要
用
申
上
度
、
早

々
拝
具
。

一
月
四
日

福
沢
諭
吉

荘
田
平
五
郎
様

高

崎

み

ど

り

二

五



年
賀
状
の
成
立
に
関
す
る
研
究

二
六

名
児
耶
六
都
様

の
よ
う
な
例

(
明
治
七
年
)
で
あ
る
。
こ
の
福
沢
諭
吉

の
例

で
は
、
挨
拶
語
は
単
に
、
手
紙
文
で
言
う
前
書
き
、
時

候
の
挨
拶

の
部
分
に

位
置
し
、
末
尾

の

「右
要
用
申
上
候
、
早

々
拝
具
」
と
首
尾
を
な
し
て
、
本
文
に
対
し
て

"従
"
の
存
在
で
あ
る
。

そ
し
て

"
、王
"
で
あ

る
本

文
に
は
、
儀
礼
で
は
な

い
用
件
が
か
な
り

の
言
葉
数
を
使

っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
本

文
に
は
長
短
が
あ

っ

て
、
用
件
の
内
容
も
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
る
が
、
短

い
も

の
で
も

例
七
、
新
年
の
御
慶
目
出
度
申
納
候

修
善
寺
に
て
病
気
の
節
は
わ
ざ
わ
ざ
御
見
舞
を
忝
ふ
し
拝
謝
の
至
帰
京
後
は
と
く
に
貴
著
を
給
は
り
是
亦
深
く
御
礼
申
上
候
参
上
の
上
親
し
く
御
高

話
も
可
承
の
処
未
だ
に
在
院
中
に
て
諸
事
不
如
意
今
度
出
版
の
拙
著
森
田
氏
に
托
し
左
右
に
呈
し
候
御
蔵
書
中
に
御
加

へ
被
下
候
は
ば
幸
甚
に
候

艸
々
頓
首

四
十
四
年
正
月

夏
目
金
之
助

鴎
外
先
生

座
右

の
よ
う
な
例

(明
治
四
十
四
年

森
鴎
外
宛
、
森
田
草
平
持
参
)
は
、儀
礼
と
し
て
の
書
状
で
は
あ
る
が
、
そ
の
儀
礼
が
年
賀
で
は
な
く
、

自
著
を
贈
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
、

こ
の
内
容
が

"主
"
で
あ
り
用
件
と
な

っ
て
い
る
。
年
賀
用
語
は

"
艸
々
頓
首
"
と
首
尾

を
な
し
、
あ
く
ま
で
も

"
従
"
の
位
置
に
あ
る
。

「添
え
書
き
」
か

「本
文
」
か
の
認
定
は
、
や
や
微
妙
な
場
合
も
あ

っ
た
が
、
実
際
は
先

に
述
べ
た
よ
う
な
基
準
で
大
部
分
は
容
易
に

分
け

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
分
類
し
、
表
C
を
作
成
し
た
。



表C

時 1 II III

A .一, A

明 期 明 期 昭期
期 1治 ～ 治 1和

明7 昭41 昭12

治年 和 年 和年
40 11 45

年 年 年
口 V 口

1,挨 拶 語 の 92 134 22

みの もの

(%) (37.0%) (31.9%) (6.5%)

2.添 え書 き 35 119 212

があるもの

(%) (14.1%) (28.3%) (62.3%)

3.本 文 を持 122 167 106

つ もの

(%) (49.0%) (39.8%) (31.2%)

 

こ
の
表
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
挨
拶
語
と
し
て
の
年
賀
用
語
し
か
記
さ
ぬ
も
の
が
だ
ん
だ
ん
減

ρ
て
ゆ
き
、
添
え
書
き
が
あ
る
も

の
が

徐

々
に
増
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

「添
え
書
き
」
に
つ
い
て
は
、
橘
氏
調
査
に
は
な
い
が
、
「
こ
と
ば
」
調
査
に
よ
る
と
、

何
ら
か
の
手
書
き

の
添
え
書
き

の
あ
る
も
の
は
全
体
の
七
六

・
四
%
に
の
ぼ
る
と

い
う
。

つ
ま
り
、
年
賀
用
語
が
多
様
性
を
失
な

い
、
形

式
化
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、
添
え
書
き
の
必
要
性
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け

、
年
賀
用
語
の
形
式
性

を
感
じ
て
い
る
人
が
多
く
、
ま
た
そ
れ
に
抵
抗
す
る
人
が
多

い
と

い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の

「添
え
書
き
」
は
、
初
期

の
頃
や
前
代
の
、

書
簡

の
本
文

の
変
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り

"主
"
で
あ
る
年
賀
用
語
に
対
し
て

"従
"
で
あ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
。
し
か
し
受
け
取
る
方
は
こ
の

「添
え
書
き
」
の
部
分

の
方
を
、
実
際
に
は
注
目
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
年
賀
状
の
事
実
上
の

高

崎

み

ど

り

二
七
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二
八

"主
役
"
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま

た
、
本
文
を
持

つ
も
の
は
徐

々
に
減

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
本
文
も
、
長
文
の
も
の
は
減
る
傾
向
に
あ
る
。

厳
密
で
は
な
い
が
、

だ

い
た
い
先
述
の
漱
石
の
例
程
度
の
長
さ
以
下
の
も

の
を
短
い
文
章
、
そ
れ
よ
り

い
く
ら
か
言
語
量
の
多

い
も

の
を
長
い
文
章
と
、
お
お

よ
そ

の
見
当

で
分
け
て
み
る
と
、
1
期
は
長
い
文
章

の
も
の
が
四
十
四
例
で
、
本
文
を
持
つ
も
の
の
う
ち
の
約
三

十
六

・
一
%
、
n
期
が

三
十

一
例
で
十
八

・
六
%
、
m
期
が
十
四
例
で
十
三

・
三
%
と
な
り
、
長
い
本
文
を
伴
う
も
の
は
減

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

即
ち
、
用
件

の
た
め
の
本
文
に
時
候

の
挨
拶
と
し
て
年
賀
用
語
を

つ
け
る
と

い
う
形
か
ら
、
年
賀
用
語
を
前
面

に
押
し
出
し
て
、
込
み

入

っ
た
用
件
な
ど
は
記
さ
ず
に
お
く
よ
う
に
変
化
し
た
。
そ
し
て
形
式
的
に
は
正
式

の
場
を
与
え
ら
れ
ず
に
、
隅

の
方
に

一
言
二
言
記
す

"
添
え
書
き
"
が
、
実
は
送
る
側
に
も
形
式
的
な
冷
た
さ
に
対
す
る
免
罪
符
の
役
割
を
し
、
受
け
取
る
側
も
年
賀
用
語

の
方
は
忘
れ
て
し

ま

っ
て
も

"添
え
書
き
"
の
方
を
相
手
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
る
と

い
う
、
ま
こ
と
に
重
要
な
役
劃

を
与
え
ら
れ
て
き
て
い

る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

二
、
そ
の
他

そ

の
他
の
形
式
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
る
と
、
ま
ず
、
は
じ
め
の
頃
は
、
封
書

の
書
簡
に
年
賀
用
語
が
使
用
さ
れ

て
い
る
場
合
も
、
全

体

の
三
十
二
%
程
度
は
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
H
期
m
期
に
は
と
も
に
十
六
%
ち
ょ
っ
と
に
下
が

っ
て
い
る
。
は
が
き
全
体

の
封
書

に
対
す

る
優
勢
は
先
に
述

べ
た
よ
う

に
ご
く
早

い
時
期
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
意
味

で
、
こ
の
十
六
%
と

い
う
数
は
決
し
て
少
な

く
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
〔
一
〕
の

「添
え
書
き
」
の
頃
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
m
期
で
も

「本

文
を
持

つ
も

の
」
が
三

十

一
・
二
%
で
あ

っ
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
少
く
と
も

こ
の
時
期
ま
で
は
年
賀
用
語
を
時
候
の
挨
拶
と
し

て
記
し
た
書
状
が
、

か
な

り
や
り
と
り
さ
れ
て
い
た
も

の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
最
近
の
デ
ー
タ
が
な

い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
し

い
て
憶
測
を
す
れ
ば
そ

の
割
合
は
か
な
り
減

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次

に
こ
れ
も
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
が
、
年
賀
状
の
消
印

の
日
付
か
ら
、
正
月
の
何
日
頃
ま
で
年
賀
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と

い
う

こ
と
に

つ
い
て
少
し
調
べ
て
み
た
。
大
部
分
が

一
月

一
日
か
ら

一
週
間
く
ら
い
の
期
間

の
消
印
又
は
日
付
け

の
も
の
で
あ
る
が
、
1



期
で
は
十
五
日
す
ぎ
の
消
印
の
も
の
が
六
人
の
作
家
の
十

一
通
分
あ

っ
た
。
最
も
遅

い
の
は
二
十
七
日
消
印
の
子
規

の
出
し
た

「新
年
の

御
祝
儀
め
で
た
く
申
納
候
」
(
明
治
二
十
九
年
)
と
い
う
賀
状
で
あ
る
。
11
期
は

一
通
し
か
な
く
、
m
期
は
二
十
五
通
あ
る
が
、
堀
辰
雄
と

谷
崎
塑

郎

の
各

蓬

以
外

の
二
+
三
通
は
す

べ
て
斎
靉

士・
の
も

の
で
、
最
も
遅

莇

26馳
二
+
吾

消
印
の

、恭

賀
新
年
L
(昭
和
二
+

二
年

)
と

い
う
茂
吉
の
賀
状
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
書
状
を
見
た
と
き
に
、
た
と
え
ば

『水
戸
義
公
書
簡
集
』
で
は
、
正
月
の
二
十
六
日

付
の

「鳳
暦
之
嘉
儀
、
遂
日
不
可
有
盡
期
候
」
で
始
ま
る
本
圀
寺
日
延
宛
の
書
状

(年
不
明
)
を
の
せ
て
お
り
、
ま
た

二
月
三
日
付
の

「年

甫
嘉
祥
、
都
鄙
同
慶
」
で
始
ま
る
浄
花
院
宛
の
書
状

(元
禄
十
年
)
も
見
ら
れ
る
。
速
断
は
で
き
な
い
が
、
書
状
の
挨
拶
語
と
し
て
の
年

賀
用
語
は
、
松
の
内
す
ぎ
て
か
な
り
後
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
近
来
は
そ
れ
ほ
ど
遅
く
ま
で
は
使
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
厳
密
に
は
よ
り
正
確
な
調
査
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
推
測

の
域
を
出
な

い
。

以
上
、
年
賀
状
の
用
語
に
つ
い
て
見
て
来
た
が
、
「
頌
春
」
「
迎
春
」
な
ど
の
新
し
く
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
言
葉

は
と
も
か
く
、

一
〇

〇
年

近
く
に
わ
た
っ
て
愛
用
さ
れ
て
い
る

「賀
正
」
「
謹
賀
新
年
」
な
ど
の
年
賀
用
語
を
、
"
年
賀
状
の
成
立
"
と
い
う
観
点
で
見
る
た
め

に
は
、
明
治
の
ご
く
初
め
や
江
戸
時
代
の
正
月

の
書
状
の
挨
拶
用
語
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
る
。
今
回
は
お
そ
ら
く

は
そ
う
し
た
も

の
の

中
か
ら
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う

い
く

つ
か
が
、
陶
汰
さ
れ
た
り
変
化
し
た
り
な
ど
し
て
年
賀
は
が
き
専
用
の
語
と
し
て
定
着
し

つ
つ
あ
る

経
緯
を
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

し

か
し
そ
の
限
ら
れ
た
中

で
、
こ
の

一
〇
〇
年
の
年
賀
状
の
変
化
と
い
う
こ
と
で
見
れ
ば
、

い
く
つ
か
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
簡
単
に

ふ
り

か
え
っ
て
ま
と
め
れ
ば
、
ま
ず
、
二
字
の
漢
字
成
語
型
は
使
わ
れ
方
で
は
中
間
的
な
位
置
を
保
ち
続
け
て
い
る
が
、
最
近
は

「春
」

を
含

む
語
を
は
じ
め
と
し
て
ヴ
ァ
ラ

エ
テ
ィ
が
や
や
増
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
傾
向
が
見
え
て
い
る
。
そ
し

て
四
字

の
漢
字
成
型

語
は

「恭
賀
新
年
」
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ず
、
「謹
賀
新
年
」
に
極
端
に
集
中
し

つ
つ
あ
る
。

次
に

「お
め
で
と
う
」
型
は

「あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
に
や
は
り
集
中
化
し
、
し
か
も

こ
の
型
自
体
が
最
も
愛
用
さ
れ

る
型
に
な

っ
て
い
る
。
は
じ
め
の
頃
は
最
も
使
用
さ
れ
な

い
型
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
。
そ
し
て

「新
し

い
年
を
お
祝

い
申
し
あ
げ
ま
す
」

式

の
言

い
方
は
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な
り
、
「新
年
の
お
よ
ろ
こ
び
を
申
し
上
げ
ま
す
」
と
い
う
言
い
方
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
は
な

っ

高

崎

み

ど

り

二
九
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一二
〇

て
き

た
が
、
こ
の
型
自
体
、
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
い
る
し
、
言
い
方
の
ヴ
ァ
ラ

エ
テ
ィ
も
減
じ
て
い
る
。
「
そ

の
他
」
で

一
括
さ
れ

る
、
型
に
は
ま
ら
な

い
自
由
な
表
現
も
減
り
気
味
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
用
語
自
体
は
、
細
か
な
差
異
は
あ
る
も
の
の
総
じ
て
ヴ
ァ
ラ

エ
テ
ィ
が
減
り
、
少
数
の
言
い
方
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る

よ
う

に
思
わ
れ
る
。

次

に

「添
え
書
き
」
に
つ
い
て
は
、
普
通
の
書
状
か
ら
年
賀
用
語
だ
け
を
取
り
出
し
た
も

の
か
ら
、
徐
々
に

「添

え
書
き
」
が
な
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
、
現
行
で
は

「添
え
書
き
」

の
あ
る
方
が
ふ
つ
う

の
年
賀
状
の
す
が
た
と
言

っ
て
も
よ
い
く
ら

い
に
な

っ
て
き
た
。
ま

た
、
年
賀
用
語
を
普
通
の
書
状
の
挨
拶
用
語
に
使
う

こ
と

(
つ
ま
り
今
回
の
調
査

で
年
賀
用
語
が
長

い
本
文
を
伴
う

か
ど
う

か
と
い
う

こ

と
)
は
減

っ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
最
初
に
あ
げ
た
平
安
時
代
以
来
の
時
候
の
挨
拶
と
し
て
の
年
賀
用
語
の
使
わ
れ
方

も
、
そ
う
簡
単
に
は
消
え
て
し
ま

っ
て
い
な
い
の
だ
、
と
言
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

こ
の
項
に
関

し
て
は
、
最
近
の
デ
ー

タ
が
無

い
の
で
こ
れ
以
上
は
言
え
な

い
。

ま
た
、
総
じ
て
ー
～
m
期

の
変
化
は
案
外
緩
か
で
あ
り
、
対
象
も
基
準
も
異
な
る
と
は

い
え
、
最
近
の
橘
氏
調
査

と

「
こ
と
ば
」
調
査

の
、
二
種
の
調
査
と
の
落
差
が
大
き

い
よ
う
に
思
わ
れ
、
最
近
の
変
化
が
急
で
あ
る
の
か
、
調
査
対
象
の
差
異
に
基
く
差
異
な
の
か
が
疑

問
及
び
方
法
的
問
題
点
と
し
て
残

っ
て
い
る
。

五
、

特
色

あ

る
年

賀

状

こ
れ
ま
で
作
家
、
思
想
家
の
賀
状
を
単
な
る
デ
ー
タ
と
し
て
扱
い
、
個
人
レ
ベ
ル
の
特
色
ま
で
は
扱
う

こ
と
を
し
な
か

っ
た
の
で
、
最

後
に
、
二
、
三
の
気
づ
い
た
点
を
書
き
と
め
て
お
こ
う
と
思
う
。
本
稿
の
テ
ー

マ
に
直
接
関
わ
る
も

の
で
は
な

い
け
れ
ど
も
。

〔
二
葉
亭
四
迷
〕



あ
ま
り
枚
数
は
な

い
が
、

一
種
の
文
体
の
変
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
紹
介
し
て
み
る
。
ま
ず
、
明
治
十
七
年

一
月
二
十
日
、
後

藤
有
常
宛

の
も
の
。

新
橲
之
慶
賀
芽
出
度
申
納
候
陳
者
御
閣
家

の

一
同
様
無
恙
御
加
齢
被
下
遊
候
儀
と
奉
存
候
私
事
御
蔭
無
恙
加

年
致
候
問
御
放
念
是

祈
候
野
生
父
こ
と
福
島
県

へ
転
任

い
た
し
候
に
付
帰
郷
可
致
就
て
は
○
次
御
地

へ
ー
出

(立
)
寄
り
と
思
越
候

へ
ば
不
日
御
面
会

可
致
宣
敷
奉
願
候
就

い
て
は
別
封
乍
御
手
数
母

へ
御
手
渡
し
被
下
た
く
偏
に
希
上
候
先
づ
は
新
年
御
祝
詞
旁

右
願
候

こ
れ
は
伝
統
的
候
文
で
、
用
件
も
兼
ね
た
年
賀
状
で
あ
る
。
次
は
や
や
く
だ
け
た
候
文
。
明
治
二
十
八
年

一
月
二
日
、
奥
野
お
い
の
宛

新
玉

の
御
祝
儀
御
芽
出
度
祝
ひ
を
さ
め
申
候
先
以
て
あ
な
た
さ
ま
は
じ
め
御
子
供
衆
ま
で
御
揃
ひ
御
き
げ
ん
よ
く
御
超
歳
被
遊
候

事
と
奉
存
候
茲
許
に
も
無
事
に
年
を
か
さ
ね
候
ま
ま
御
安
心
可
被
下
候

金

一
円
か
は
せ
と
り
く
み
申
候
間
御
受
取
可
被
下
候

(下
略
)

そ
し

て
次

の
よ
う
な
普
通
の
年
賀
状
も
あ
る
。
明
治
三
十
四
年

一
月

一
日
内
田
貢
宛

恭
賀
新
正

近
県
旅
行
中

二
付
当
分
御
無
沙
汰
仕
候

三
十
四
年

一
月
元
旦

添
え
書
き
は
候
文
で
あ
る
。
下

っ
て
明
治
四
十
二
年

一
月
二
日
長
谷
川
柳
子
宛

の
は
言
文

一
致
で
あ
る
。

高

崎

み

ど

り

一二
一



年
賀
状
の
成
立
に
関
す
る
研
究

一二
二

年
が
か
は
っ
た
が
皆
達
者
か
私
は
其
後
益
々
元
気
だ
、
も
う
決
し
て
心
配
す
る
事
は
な

い
○
昨
日
の
元
旦
に
は
何
十
日
目
に
日
の

光
を
見
た
が
今
日
は
ま
た
雪
降
り
だ
、
着
い
た
時
は
白
夜
と

い
っ
て
も
夜
も
昼
の
や
う

に
明
る
か

っ
た
が
今

は
昼
も
夜
の
や
う

に

暗
い
、
(下
略
)

同
年

一
月

(
日
不
明
)
の
物
集
芳
子
宛
の
も
の
は
も

っ
と
く
だ
け
た
口
語
調
で
あ
る
。

大
御
無
沙
汰
、
御
免
下
さ

い
、
ま
つ
明
け
ま
し
て
お
目
出
度
う
お
目
出
度

い
と
い
へ
ば
お
目
出
度

い
お
話
が
あ
る
さ
う

で
す
ね
、

ど
う
な
り
ま
し
た
、
此
前

の
お
手
紙
に
は
お
兄
様
の
事
ば
か
り
で
御
自
分
の
事
は
隠
し
て
ら

ッ
し
ゃ
る
ン
だ
も

の
、
に
く
ら
し

い

よ

ッ
て
、
日
本
に
居
る
の
な
ら
背
中
を

一
つ
ド
ヤ
し
て
上
る
所
だ

露
都
に
て

四
迷

年
次

の
変
化
と
い
う
よ
り
、
相
手
に
よ
る
ち
が
い
と
い
う

こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て
い
よ
う
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
何

と
も

い
え
な
い
。
四

迷
だ
け
で
な
く
同
時
代
の
人
々
は
こ
の
程
度

の
使

い
分
け
は
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

〔正
岡
子
規
〕

明
治
二
十
四
～
三
十
五
年
の
、
わ
ず
か
十
年
間
の
分
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
子
規

の
賀
状
は
実
に
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
に
富

ん
だ
面
白

い
も

の
が
多

い
。
ま
ず
明
治
二
十
四
年

一
月

一
日

三
並
良
宛
の
も
の
は
、

君
が
迎
ふ
る
新
玉
の
年
を
幸
な
れ
か
し
と
こ
と
ほ
ぎ
て
風
呂
敷
の
松
竹
梅
に
笑
ひ
か
ほ
を
か
り
君
が
契
る
を

し
の
交
り
久
し
か
れ

す
り
こ
ぎ

と

い
の
り
て
み
そ
を
す
る
が
の
ふ
じ
山
を
す
り
鉢

の
尻
に
現
は
す
擂
木
で
腹
切
る
の
さ
わ
ぎ
も
あ
ら
ば
杓
子

に
て
と
め
る
べ
し

い
ん
か
ん

や
き
餅

の
ふ
く
る
る
た
め
し
を
見
て
殷
鑑
遠
か
ら
ず
と
悋
気
を
つ
つ
し
み
給

へ

き

み
は
百
ま
で
わ
し

や
九
十
九

の
と
も
し
ら



が
を
昆
布
に
い
は
ひ
芋

の
子
も
ち
の
に
ぎ
や
か
に
末
ひ
ろ
が
り
の
繁
昌
を
ひ
た
す
ら
こ
こ
に
願
ふ
も
の
は

世
に
つ
き
ぬ
真
砂

の
ま
ち
の
道
楽
も
の

都
子
規

其
中

(下
略
)

と
い
っ
た
戯
文
風
の
し
ゃ
れ
の
め
し
た
凝

っ
た
賀
状
の
詞
で
あ
る
。
ま
た
明
治
二
十
七
年

の
年
賀
状
は
、
「高
砂
の
浜

の
真
砂
の
尽
き
せ
ぬ

御
代

を
く
り
か

へ
し
ま
た
あ
ら
た
ま
る
年

の
は
じ
め
の
御

こ
と
ぶ
き
め
で
た
く
申
し
を
さ
め
候
」
と
い
う
文
と
住
所

氏
名
を
印
刷
し
た
も

の
だ
が
、
こ
れ
も
余
白
に
自
筆
で
自
作
句
を
し
た
た
め
、
し
か
も
そ
の
句
を
相
手
に
よ

っ
て
違
え
て
い
る
と
い
う
心

づ
か

い
を
見
せ
て
い

　

る
。

そ
し
て
伯
父
宛
に
は

「履
端
之
御
慶
萬
国
同
風
め
て
度
申
納
候
」
と
は
じ
ま
る
候
文
に
自
作
句
を
、
河
東
坤
宛

に
は

「改
暦
之
御
慶

四
海
同
風
不
可
有
尽
期
候
」
で
始
ま
る
候
文
に
別
の
自
作
句
を
、
と
い
う
心
づ
か
い
を
し
て
い
る
。
明
治
二
十
九
年

の
御
題

「山
」
に
ひ
っ

か
け
た
印
刷
賀
状
も
面
白

い
が
、
明
治
三
十

一
年
の

「
鴉
い
は
く

め
で
た
さ
よ
」
で
始
ま
り
、
「
何
が
さ
て
百

生

き
む
吾
」
で
結

ぶ
印

刷
の
文
面
も
心
打
た
れ
る
。
左

に
示
す

の
は
、
明
治
三
十
二
年
と
三
十
三
年
の
印
刷
賀
状
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
レ
イ
ア
ウ
ト
が
凝

っ
て
い

る
。

明治32年

明治33年
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年
賀
状
の
成
立
に
関
す
る
研
究

一二
四

明
治
三
十
二
年

の
方
は
や
や
見
に
く

い
が
、
周
囲
に
自
作

「
年
こ
こ
に
新
た
な
る
梅
の
蕾
か
な
」
、
下

へ
い
っ
て
右
か
ら
左

へ
「病
牀
に
蜜

柑
剥

く
な
り
屠
蘇

の
酔
」
な
ど
八
句
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
三
十
三
年
の
方
は
病
床
日
記
の
ス
タ
イ

ル
を
模
し
た
も
の
で
、

名
刺

を
さ
り
げ
な
く
置
い
て
あ
る
よ
う

に
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
工
夫
で
あ
る
。
翌
三
十
四
年
は
、
印
刷
で
な
く
自
筆

で

「病
都
岐
乃
長

伎
病
波
癒
根
共
年
乃
始
登
咲
流
梅
鴨
」
と

い
う
万
葉
仮
名
表
記

の
自
作
歌
の
も
の
が
見
え
る
。
翌
明
治
三
十
五
年
に
な
る
と
、
松
山
の
新

威
や
友
人
に
は
、
短
冊
に

「よ
ひ
よ
ひ
の
鼓
の
音
や
松
の
中
」
な
ど
と
い
う
自
作
句
を
自
筆
で
し
た
た
め
た
も
の
を
送
り
、
例
に
よ

っ
て

そ
の
句
は
相
手
に
よ

っ
て
異
な
る
も

の
で
あ

っ
た
り
す
る
。
実
は
こ
の
年
、
子
規
は

一
般

の
人

々
に
対
し
て
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
、
「新

年
目
出
度
候

病
中
に
つ
き

一
々
御
答
礼
不
致
候

正
岡
常
規
」
と
こ
と
わ
り
を
掲
げ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
九
月

に
三
十
六
歳
で
没
す

る
。僅

か
十
年
間

の
、
そ
れ
も
賀
状
の

一
部
を
見
た
だ
け
だ
が
、
病
に
苦
し
み
つ
つ
、
あ
れ
こ
れ
と
年
賀
状
を
工
夫
し

て
い
た
子
規

の
思

い

が
想

像
さ
れ
る
。

〔
そ

の
他
〕
そ
の
他
、
石
川
啄
木
に
は
、
「最
後
の

一
書
を
認
め
候
」
と
い
う
書
き
出
し
で
明
治
三
十
九
年

一
月
三
日
に
し
た
た
め
た
怒
り

の
手

紙
が
あ
り
、
「先
づ
先
づ
新
年
の
御
慶
目
出
度
く
申
納
候
」
と
い
う
語
句
は
あ
る
も
の
の
、
め
で
た
い
ど
こ
ろ
で
は
な

い
深
刻
な
賀
状

と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
例
外
的
な
も
の
で
、
あ
と
は
短

い
期
間
な
が
ら
多
彩
で
、
自
作
の
俳
句
や
短
歌
、
そ
し
て
年
賀
用
語

へ
の
添
え

書
き

と
し
て
は

「小
生
は
、
結
婚
し
た
る
と
、
昔
よ
り

一
層
自
惚
男
に
成
り
た
る
と
の
外
、
別
に
変
り
も
な
く
越
年
候
」
と
か
、
妹
の
石

川
光
子
に
対
し
て
の
「
『弱
き
も

の
よ
、
汝

の
名
は
女
な
り
き
』
と

い
ふ
言
葉
あ
り
よ
く
此
言
葉
を
味
ひ
て
こ
の

一
年

の
い
ま
し
め
と
せ
よ
」

と
い
う
も

の
、
ま
た
、
自
筆
の
戯
画
に

「芽
出
度
芽
出
度

の
若
松
を
、
二
も
と
立
て
て
寿
げ
る
、
年
の
初
め
の
の
ど
け
さ
や

(中
略
)
ア
ー

ラ
こ
の
身
の
果
報
か
な
果
報
か
な
」
と
い
っ
た
俗
謡
ふ
う

の
文
言
を
添
え
た
も
の
な
ど
、
と

い
う
具
合
で
あ
る
。
永
眠
す
る
四
ヵ
月
前
に

認
め
ら
れ
た
年
賀
状
に
は

「
今
も
猶
や
ま
ひ
癒
え
ず
と
告
げ
て
や
る
文
さ

へ
書

か
ず
深
き
か
な
し
み
に
」
と

い
う
短

歌
が
添
え
て
あ
る
。

啄
木
は
こ
う
し
た
多
彩
さ
に
加
え
て
、
今
回
資
料
内
で
は
珍
し

い
、
夫
婦
連
名
の
賀
状
が
い
く

つ
か
見
ち
れ
る
こ
と
も

つ
け
加
え
て
お



く
。短

い
期
間
に
多
彩
な
、
と
言
え
ば
芥
川
龍
之
介
も
そ
う

で
あ
る
。
明
治
四
十
五
年
、

=
咼
在
学
中

の
二
十
歳
の
時

の

「春
寒
未
開
早

梅
枝

幽
竹
粛
々
垂
小
池

新
歳
不
来
書
幄
下

焚
香
謝
客
推
敲
詩
」
を
は
じ
め
、
狂
歌

・
川
柳

・
俳
句
、
そ
し
て

「隆
達
め
か
し
て
」

と
前

お
き
の
あ
る
大
正
四
年

の

「薔
薇
は
す
が
れ
て
/
さ
う
よ
の
/

い
の
ち
の
春

の
来
る
の
は
/

い
つ
で
あ
ら
う
そ

の
」

い
っ
た
小
歌
風

の
も

の
、
な
ど
。

す

べ
て
の
作
家
が
こ
の
よ
う

に
多
彩
な
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
志
賀
直
哉
は
、
明
治
四
十
年
か
ら
昭
和
四
十
五
年
ま
で
と
、
か
な

り
長

い
期
聞

の
年
賀
状
を
見
た
が
、
特
徴
的
な
も
の
は
こ
の
範
囲
で
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

だ
い
た

い

「謹
賀
新
年

元

旦
」

と
印
刷
し
た
も
の
が
続
く
。
時
に

「恭
賀
新
年
」
(昭
和
六
年
、
三
十

一
年
)、
「賀
正
」
(昭
和
三
十
六
年
)
な
ど
が
混
じ

っ
た
り
、

あ
る

い
は
夫
婦
連
名

(先
に
述
べ
た
よ
う
に
今
日
資
料

の
中
で
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
)
で
出
し
た
り
す
る
場
合
は
、
違
う
文
言
で
記
さ

れ
る

こ
と
も
あ
る
が
。
た
だ
、
添
え
書
き
を
し
て
あ
る
も
の
が
割
合
に
多

い
。

六
、

終

わ
り

に

現
行

の
よ
う
な

"
年
賀
状
"
の
成
立
過
程
を
、
背
景
と
用
語

の
面
か
ら
追

っ
て
み
た
が
、
材
料
が
限
定
さ
れ
る
た

め
、
確
定
的
な
こ
と

が
言

え
な
い
も
ど
か
し
さ
が
残
る
。
今
後
は
よ
り
広
汎
に
材
料
を
発
掘
し
時
期
間
の
数
量
的
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
も
解
決
す

べ
き
だ

と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
結
果
と
し
て
男
性
の
書
状
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま

い
、
時
代
や
社
会
を
反
映
す
る
正
確
な
デ
ー
タ
と
は
言

い
難

い
こ
と
も
反
省
点

の

一
つ
で
あ
る
。

最

近
、
"
か
も
め
:
る
"
と
か
、
く
じ
付

の
暑
中
見
舞

の
は
が
き
が
出
て
き
た
。
暑
中
見
舞
が

"
第
二
の
年
賀
状
"
化
し
つ
つ
あ
る
よ
う

な
気

が
す
る
が
、

こ
れ
も
今
後
観
察
を
続
け
た
い
テ
:

マ
で
あ
る
。

高

崎

み

ど

り
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年
賀
状
の
成
立
に
関
す
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一二
六

注
1

郵
政
省
編

大
蔵
省
印
刷
局
発
行

注
2

『
日
本
人

の
贈
答
』
伊
藤
幹
治

・
栗
田
靖
之
編
著

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房

注
3

『
手
紙
の
歴
史
』
岩
波
新
書

注

4

藤
原
明
衡
著

十

一
世
紀

注

5

『契
沖
全
集
』
第
十
六
巻

岩
波
書
店

注

6

『橘
曙
覧
書
簡
集
』
永
井
環

・
島
崎
圭

一
編

岩
波
書
店

原
文
縦
書
き

(以
下
、
引
用
文
は
す

べ
て
原
文
縦
書
き

の
も
の
で
あ
る
)

注

7

『良
寛
全
集
』
下
巻

三
省
堂

注

8

『志
賀
直
哉
全
集
』
十
三
巻

岩
波
書
店

注

9

菊
池
貴

一
郎
著

明
治
三
十
八
年
発
行

(東
洋
文
庫
五
十

平
凡
社

)

注

10

森
銑
二
著

昭
和
四
十
四
年
発
行

(
東
洋
文
庫

=
二
五

平
凡
社

V

注
11

同

右

(
東
洋

文
庫

一
四
二
)

注
η

若
月
紫
蘭
著

明
治
四
十
四
年
発
行
。

(東
洋
文
庫

一
二

一
)

注
13

一
八
三
三

ー

一
九

〇
五

J

・
C

・
ヘ
ボ

ン

『和
英
語
林
集
成
』
編
纂

の
助
手
、
運
送
業
、
氷
販
売
、
東
京
日

々
新
聞
記
者
な
ど
を

へ
て
明
治
十
年
薬
屋
を
開
業
し
た
。

注
14

『
明
治
文
化
全
集

別
巻

一
』

日
本
評
論
社

注
15

第
十
二
巻

生
活
編

原
書
房

注
16

年
賀
用
語
を
採
る
の
に
使
用
し

た
本
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

『会
津
八

一
全
集
』
第
八
、
九
、
十
巻

中
央
公
論
社

『芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
、
十

一
巻

岩
波
書
店

『有
島
武
郎
全
集

』
第
十
三
、
十
四
巻

筑
摩
書
房



『阿
部
次
郎
全
集
』
第

十
六
巻

角

川
書
店

『啄
木
全
集

」
第
七
巻

筑
摩
書
房

『
鏡
花
全
集
』
別
巻

岩
波
書
店

『
内
村
鑑
三
全
集
』
第
三
十
六
、
三
十
七
、
三
十
八
、
三
十
九
巻

岩
波
書
店

『梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
三
巻

筑
摩
書
房

『亀
井
勝
」
郎
全
集

』
第
二
十

一
巻

講
談
社

『河
上
肇
全
集

』
第
二
十
五
、
二
十
六
、
二
十
七
、
二
十
八
巻

岩
波
書
店

『北
村
透
谷
全
集
』
第
三
巻

岩
波
書
店

『国
木

田
独
歩
全
集
』
第

五
巻

学
習
研
究
社

『
小
泉
信
三
全
集
』
第
二
十
五
巻
上

・
下

文
芸
春
秋
社

『
露
伴
全
集
』
第
三
十
九
巻

岩
波
書

店

『斎
藤
茂
吉
全
集
』
第
三
十
三
、
三
十
四
、
三
十
五
、
三
十
六
巻

岩
波
書
店

『志
賀
直
哉
全
集
』
第
十
二
、
十
三
巻

岩
波
書
店

『藤
村
全
集
』
第
十
七
巻

筑
摩
書
房

『高
村
光
太
郎
全
集
』
第
十
四
、
十
五
巻

筑
摩
書
房

『太
宰
治
全
集
』
第
十

一
巻

筑
摩
書
房

『田
中

正
造
全
集
』
第
十
四
、
十
五
巻

岩
波
書
店

『谷
崎
潤

一
郎
全
集
』
第
二
十
四
巻

中
央
公
論
社

『廬

花
全
集
』
第
二
十
巻

新
潮
社

『寺
田
寅
彦
全
集
』
第

十
五
、
十
六
巻

岩
波
書
店

高

崎

み

ど

り

三

七



年
賀
状
の
成
立
に
関
す
る
研
究

一二
八

『
中
江
兆
民
全
集
』
第
十
六
巻

岩
波
書
店

『
長
塚
節
全
集

』
第
六
、
七
巻

春
陽
堂

『
夏
目
漱
石
全
集
』
第
二
十
七

～
三
十

一
巻

岩
波
書
店

『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
十
三
巻

筑
摩
書
房

『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第

七
巻

岩
波
書
店

『福
沢
諭
吉
全
集

』
第
十
七
、
十
八
巻

岩
波
書
店

『
堀
辰
雄
全
集
』
第
八
巻
、
別
巻

(
一
)
筑
摩
書

房

『
子
規
全
集

』
第
十
八
、
十
九
巻

講
談
社

『
正
宗
白
鳥
全
集
』
第
十
三
巻

新
潮
社

『南
方
熊
楠
全
集

』
第
七
、
八
、
九
巻

平
凡
社

『森
鴎
外
全
集
』
第
三
十
三
巻

岩
波
書
店

『
與
謝
野
寛

晶
子
書
簡
集
』

八
木
書
店

.

注

17

こ
の
う
ち
、
長

塚
節
と
堀
辰
雄

に
つ
い
て
は
、
長
塚
節
宛
書
簡

、
堀
辰
雄
宛
書
簡
を
も
対
象
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
の
対
象
と
さ
れ
た
人
数
と
し

て

は
も

っ
と
ふ
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
繁
雑
な
の
で
、
以
後

の
表

で
は
そ
れ
を

一
人
分
ず

つ
と
数
え
て
あ
る
。
ゆ
え
に
対
象
人
数

の
合
計
は
二
人

ふ
え
て
三
十

七
人
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

注
18

わ
ず
か
で
は
あ

っ
た
が
、
二

つ
以
上

の
年
賀
用
語
を

一
つ
の
賀
状
で
使

っ
て

い
る
場
合
が
あ

っ
た
が
、
始
め
に
記
し

て
あ
る
方
な
ど
代
表
的
と
認
め
ら
れ

る

一
つ
だ
け
を

と

っ
た
。

注
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『辞
書

を

つ
く
る
』
玉

川
大
学
出
版
部

注
20

明
治
七
年
か
ら
昭
和
四
十
五
年
ま
で
は
九
十
七
年
間
あ
る
の
だ
が
、
明
治
七
年
と
昭
和
四
十
二
～
四
十
五
は

一
例
ず

つ
の
み
用
例

で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
そ



の
期
間
を
除

い
た
期
間
を
三
分
し
第

H
期
は
最
も
用
例
が
多

か

っ
た

の
で
ー

・
m
期
よ
り

一
年
少
な
く
し
た
。

注
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『書
簡
作
法

の
研
究

統
篇
』
(
風
間
書
房
)
の

「第

三
章

年
賀
状

の
用
語
」

に
お

い
て
、
橘
氏
御
自
身
が
昭
和
五
十
二
年

に
受
け
取

ら
れ
た
年
賀
状

二
〇
五
通
に

つ
い
て
書

き
出
し

の
語
句
と
使
用
回
数

の
リ

ス
ト
を
示
さ
れ
た
。
表
A
に
は
、
こ
の
リ

ス
ト
を
基
に
私

が
A
～
E
ま

で
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
た

も

の
を
掲
げ
て
あ
る
。

注
22

現
代
日
本
語
研
究
会

一
九
八
六
年

こ
の
調
査
は
、
東
京
在
住
の
七
組

の
夫
婦
が
昭
和
六
十

一
年
に
受
取

っ
た
年
賀
状

の
挨
拶
語
、
九
二
六
例
を
型
別
に
分
類
し
て
あ
る
も

の
で

「挨
拶
語
な
し
」

の
賀
状

の
数
値
を
省

い
て
表

A
に
掲
げ
た
。

注
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細
か

い
用
字

(
芽
出
度

)
送
り
が
な

(
申
し
納
め
)
な

ど
の
差
異

は
無
視
し

て

一
括
し
て
あ
る
。

以
下

の

「あ
け
ま
し
て
」
な
ど
も
同
様

で
あ
る
。

注
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明
治
二
十
年
の
田
中
正
造

の
賀
状
が

一
字
判
続
不

明
と
な

っ
て
い
る
。

注
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こ
の
用
例
は
、
石
川
啄
木

明
治
三
十
六
年

の
年
賀
状

の
も
の
で
、
原
文
は
万
葉
仮
名
風

の

「
明
計
満
志

天
御
目
出
度
字
御
座
以
満
須
」
と

い
う
表
記

に

な

っ
て

い
る
。

注
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徳
川
圀
順
編

角
川
書
店

高

崎

み

ど

り

三

九


