
33 32

で
は
、
偏
の
右
側
が
縦
に
そ
ろ
っ
て
い
な
い
た
め
旁
と
ぶ
つ
か
っ
て
い
た

り
、
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
偏
と
旁
と
の
間
が
必
要
以
上
に

開
い
て
い
た
り
と
、
字
形
が
整
わ
な
い
一
因
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
単

独
文
字
が
偏
に
な
る
と
そ
の
横
画
が
右
上
が
り
に
な
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の

児
童
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
上
下
か
ら
成
る
漢
字
で
は
、
多
く
の
児
童

が
組
み
立
て
方
に
気
を
つ
け
て
書
い
て
い
た
が
、
上
下
の
文
字
の
中
心
を

そ
ろ
え
る
こ
と
が
や
や
達
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

文
字
の
形
を
整
え
て
書
く
た
め
に
は
、
複
合
文
字
の
部
分
と
部
分
の
点

画
を
、
ど
の
よ
う
に
譲
り
合
い
構
成
す
る
か
が
大
切
な
要
素
と
な
る
。
こ

の
こ
と
を
、
児
童
に
は
「
文
字
の
組
み
立
て
方
」
と
い
う
言
葉
で
理
解
さ

せ
る
。
本
教
材
で
は
、
学
習
漢
字
の
多
く
を
占
め
る
「
左
右
」「
上
下
」

か
ら
成
る
文
字
に
視
点
を
当
て
、
文
字
の
形
を
整
え
て
書
く
た
め
に
、

「
文
字
の
組
み
立
て
方
」
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
、
特
に

「
単
独
漢
字
が
部
分
に
な
っ
た
と
き
の
形
の
変
化
」
に
視
点
を
当
て
、
児

童
と
と
も
に
考
え
る
中
で
学
習
を
進
め
た
。
ま
た
、
国
語
教
材
『
漢
字
の

組
み
立
て
』
で
学
ん
だ
知
識
も
活
用
し
、
書
写
の
観
点
か
ら
さ
ら
に
学
び

を
深
め
て
い
っ
た
。

学
習
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
自
ら
課
題
を
発
見
し
、
主
体
的

に
思
考
し
活
動
す
る
展
開
を
試
み
た
。
文
字
が
ど
の
よ
う
な
原
理
・
原
則

で
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
（
本
単
元
で
は
、
組
み
立
て
方
）
を
意
識
し
て
、

日
常
の
書
字
活
動
に
取
り
組
む
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
書
写
カ
ー
ド
に

よ
る
め
あ
て
や
学
習
の
基
準
の
把
握
、
課
題
を
調
べ
る
た
め
の
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
の
活
用
、
視
覚
的
に
課
題
や
各
自
の
成
果
を
捉
え
る
た
め
の
作
業

化
や
提
示
物
の
工
夫
等
を
行
っ
た
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
で
課
題
を
発
見
さ

せ
た
り
、
児
童
が
相
互
に
評
価
し
合
っ
た
り
す
る
な
ど
、
多
様
な
学
習

形
態
を
と
っ
て
主
体
的
な
活
動
を
促
し
た
。

１
　
実
践
の
趣
旨

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
に「
点
画
の
接
し
方
・
交
わ
り
方
」、「
画
間
」

に
つ
い
て
学
習
し
て
き
た
。
国
語
科
の
学
習
で
は
、
一
学
期
に『
漢
字
の

組
み
立
て
』
と
い
う
教
材
で
、
漢
字
の
偏
や
旁
な
ど
の
構
成（
か
ん
む
り
、

あ
し
、
に
ょ
う
、
た
れ
、
か
ま
え
の
名
称
や
そ
の
意
味
）に
つ
い
て
学
習

し
た
。

二
つ
以
上
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
文
字
は
、
学
習
漢
字
全
体
の
八
割

以
上
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
複
合
文
字
は
、
部
分
の
位
置
関
係
か
ら

「
左
と
右
」「
上
と
下
」「
内
と
外
」の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。
そ
の
う
ち「
左

と
右
」（
偏
と
旁
）か
ら
成
る
文
字
は
、
学
習
漢
字
の
中
の
四
五
〇
以
上

も
あ
り
、「
上
と
下
」（
か
ん
む
り
と
あ
し
等
）か
ら
な
る
文
字
は
三
五
〇

以
上
を
数
え
る
。
つ
ま
り
、
小
学
校
で
学
習
す
る
漢
字
の
多
く
は
、「
左

右
」「
上
下
」の
部
分
か
ら
成
る
複
合
文
字
で
あ
る
と
言
え
る
。

児
童
の
書
き
文
字
の
実
態
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
左
右
か
ら
成
る
漢
字

文
字
の
組
み
立
て
方
を
理
解
し
て
、

文
字
の
形
を
整
え
て
書
こ
う
（
四
年
）
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４
　
書
写
カ
ー
ド
か
ら
―
―
学
習
全
体
を
通
し
て
の
児
童
の
感
想

ぼ
く
は
、
最
初
へ
ん
と
か
に
な
る
と
、
ち
ょ
っ
と
は
ら
い
が
変
わ
る
ぐ

ら
い
だ
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
こ
の
三
時
間
の
授
業
を
通
し
て
、
へ
ん
や

か
ん
む
り
に
な
る
と
元
の
字
よ
り
こ
ん
な
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
ち
が
い
に
気
を
つ
け
る
と
、
う
ま
い
字
が
書
け

ま
し
た
。
そ
れ
に
友
だ
ち
の
発
表
も
聞
き
、
そ
れ
も
気
を
つ
け
る
と
、
と

て
も
う
ま
く
書
け
ま
し
た
。
楽
し
か
っ
た
で
す
。

文
字
の
組
み
立
て
で
分
か
っ
た
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
よ
か
っ
た

で
す
。
自
分
の
文
字
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ま
ち
が
え
や
み
ん
な
が
み
つ
け
た

こ
と
に
「
そ
う
な
ん
だ
あ
」
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
っ

と
も
っ
と
い
っ
ぱ
い
見
つ
け
て
い
き
た
い
で
す
。

文
字
の
組
み
立
て
方
の
勉
強
を
し
て
ふ
だ
ん
た
く
さ
ん
字
を
書
い
て
い
る

け
ど
気
づ
か
な
い
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
知
る
こ
と
が
で
き
て
と
て
も
よ
か
っ

た
で
す
。
…
（
中
略
）
…
自
分
で
は
気
づ
か
な
い
所
も
友
だ
ち
の
発
表
を
聞

い
て
よ
り
く
わ
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
班
ご
と
に
字
を
書
い
た
り

国
語
の
教
科
書
で
字
を
調
べ
た
り
す
る
の
は
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。

文
字
の
組
み
立
て
方
の
勉
強
を
し
て
パ
ネ
ル
シ
ー
ト
に
ま
と
め
て
自

分
で
書
い
た
今
日
の
字
は
す
ご
く
上
手
に
で
き
ま
し
た
。
…
（
中
略
）
…

ほ
か
の
勉
強
を
し
て
い
る
と
き
も
、
こ
こ
も
文
字
の
組
み
立
て
に
な
っ
て

い
る
な
と
思
え
る
と
い
い
で
す
。
友
だ
ち
の
発
表
も
聞
け
て
よ
か
っ
た
で

す
。
こ
の
勉
強
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。

５
　
成
果
と
課
題

今
回
は
、「
文
字
の
組
み
立
て
方
の
原
理
・
原
則
を
理
解
す
る
」
こ
と
に

重
点
を
置
い
て
実
践
し
た
。
第
１
次
（
本
時
）
で
は
、「
単
独
文
字
が
偏
に

な
る
と
縦
長
（
長
方
形
）
に
な
る
」
と
い
う
形
の
変
化
に
視
点
を
当
て
た

が
、
児
童
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
点
画
の
変
化
や
画
の
交
わ
る
位
置

な
ど
に
つ
い
て
も
自
ら
発
見
し
、
課
題
と
し
て
も
つ
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

ま
た
、
児
童
の
感
想
か
ら
、
文
字
の
組
み
立
て
方
に
興
味
を
も
ち
、
日
常

の
書
き
文
字
に
も
生
か
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。

授
業
で
は
、
児
童
の
興
味
・
関
心
を
引
き
出
す
た
め
、「
漢
字
プ
リ
ン
ト

（
ヒ
ン
ト
カ
ー
ド
）」
で
多
く
の
字
例
を
挙
げ
た
が
、
も
っ
と
字
例
を
精
選

し
、
焦
点
化
し
て
も
よ
か
っ
た
。

授
業
で
の
児
童
の
興
味
・
関
心
を
い
か
に
持
続
さ
せ
る
か
、
ま
た
身
に

つ
け
た
「
文
字
の
組
み
立
て
方
」
に
つ
い
て
の
知
識
・
技
能
を
、
日
常
の

書
写
活
動
に
い
か
に
生
か
し
て
い
く
の
か
、
今
後
継
続
的
に
取
り
組
ん
で

い
く
べ
き
課
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

◇
　
◇
　
◇
　
◇
　
◇

子
ど
も
た
ち
は
、
不
思
議
発
見
、
謎
解
き
が
大
好
き
で
、
こ
れ
ら
の
不
思
議
・

謎
に
対
し
て
、
興
味
を
抱
く
だ
け
で
な
く
、「
な
ぜ
？
」「
ど
う
し
て
？
」
と
問
い

か
け
る
も
の
で
す
。
問
い
か
け
に
対
し
て
教
師
が
直
ち
に
解
答
を
用
意
す
る
必
要

は
な
く
、「
考
え
て
み
よ
う
。」
と
促
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
本
授
業
で
は
、
興

味
・
関
心
を
引
き
出
し
、
思
考
を
促
し
、
児
童
一
人
一
人
が
解
答
や
課
題
解
決
を

行
っ
て
い
ま
す
。「
生
き
る
力
」「
人
間
力
」
を
高
め
る
た
め
に
、
書
写
の
授
業
に

思
考
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
大
い
に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
、
本
授
業
は
そ
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

（
Ｍ
）

連載　書写の時間を楽しく
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