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①
「
及
」
の
音
読
み
は
「
キ
ュ
ウ
」
で
あ
り
、
「
及
第
（
一
定
の
基
準
に
達
し
て
い
る
こ
と
）
」

「
言
及
（
会
話
や
文
章
な
ど
で
そ
の
事
柄
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
）
」
「
波
及
（
少
し
ず
つ
影
響
が
広

が
っ
て
い
く
こ
と
）
」
な
ど
の
熟
語
が
あ
る
。
②
「
匹
敵
す
る
」
は
、
「
比
べ
て
み
て
価
値
や
能
力
が

同
程
度
で
あ
る
こ
と
」
「
肩
を
並
べ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
。
「
匹
敵
す
る
」
の
類
義
語
は
「
比
肩
す

る
」
な
ど
が
あ
る
。
③
「
振
」
の
音
読
み
は
「
シ
ン
」
で
あ
り
、
「
振
動
（
ゆ
れ
動
く
こ
と
）
」
「
振

興
（
勢
い
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
盛
ん
に
な
る
こ
と
）
」
「
共
振
」
な
ど
の
熟
語
が
あ
る
。
④

「
比
較
」
は
、
「
二
つ
以
上
の
も
の
を
互
い
に
比
べ
あ
わ
せ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
。
「
較
」
に
は
、

「
比
べ
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
「
比
較
」
と
い
う
熟
語
は
、
意
味
が
似
て
い
る
漢
字
を
組
み
合
わ

せ
て
で
き
た
熟
語
で
あ
る
。

２ 　
「
移
行
」
は
、
「
あ
る
状
態
か
ら
他
の
状
態
へ
移
っ
て
い
く
こ
と
」
と
い
う
意
味
。
「
以
降
」
は
、

「
そ
れ
よ
り
後
」
と
い
う
意
味
。
二
重
傍
線
Ａ
の
部
分
を
正
し
い
漢
字
に
改
め
る
と
、
「
産
業
社
会
か

ら
情
報
化
社
会
へ
と
移
行
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
」
と
な
る
。

３ 　
「
思
う
」
に
「
な
い
」
を
つ
け
る
と
「
思
わ
な
い
」
と
活
用
す
る
の
で
五
段
活
用
だ
と
わ
か
る
。
ま

た
、
直
後
に
助
動
詞
「
ま
す
」
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
「
思
い
」
は
連
用
形
だ
と
分
か
る
。

４ 　

自
立
語
の
中
で
、
活
用
せ
ず
、
「
が
・
は
・
も
」
な
ど
を
つ
け
る
こ
と
で
主
語
に
な
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
を
体
言
と
い
い
、
品
詞
で
は
、
名
詞
が
こ
れ
に
当
た
る
。
「
そ
れ
ら
の
情
報
を
い
ち
早
く
伝
え

て
く
れ
ま
す
」
の
中
に
あ
る
名
詞
は
、
「
そ
れ
ら
（
代
名
詞
）
」
「
情
報
（
普
通
名
詞
）
」
の
２
つ
で

あ
る
。

５ 　
「
際
」
の
部
首
は
「
⻖
（
こ
ざ
と
へ
ん
）
」
で
あ
る
。
こ
ざ
と
へ
ん
の
漢
字
に
は
、
「
院
」
「
階
」

「
陽
」
な
ど
が
あ
る
。

６ 　
「
情
報
を
客
観
的
な
視
点
で
確
か
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
」
を
文
節
に
分
け
る
と
、
「
情
報
を
／
客

観
的
な
／
視
点
で
／
確
か
め
る
／
こ
と
が
／
必
要
で
す
」
の
６
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
節
と

は
、
発
音
や
意
味
の
う
え
で
不
自
然
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
文
を
で
き
る
だ
け
短
く
区
切
っ
た
ま
と
ま

り
の
こ
と
で
あ
り
、
「
ネ
・
サ
・
ヨ
」
を
つ
け
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
文
節
に
は
自
立

語
は
一
つ
し
か
入
ら
な
い
。
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