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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
二
六
）

山
内

薫
（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

『
漢
字
と
日
本
人
』
（
高
島
俊
男
著

文
春
新
書
）

と
い
う
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
漢
字
や
漢
点
字
を
か
ん
が

え
る
う
え
で
興
味
つ
き
な
い
の
で
今
回
は
こ
の
本
の
内

容
を
紹
介
し
た
い
。

「
日
本
語
は
、
世
界
で
お
そ
ら
く
た
だ
一
つ
の
、
き

わ
め
て
特
殊
な
言
語
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
。
「
音
声
が
無
力
で
あ
る
た
め
に
こ
と
ば
が
文
字
の

う
ら
づ
け
を
ま
た
な
け
れ
ば
意
味
を
持
ち
得
な
い
」
た

め
だ
と
い
う
。

か
つ
て
日
本
に
は
文
字
が
な

く
、
千
数
百
年
前
に
今
の
中
国

か
ら
漢
字
が
入
っ
て
き
た
の

で
、
そ
れ
を
も
ち
い
は
じ
め
た
。
漢
族
の
言
語
で
あ
る

「
漢
語
」
を
書
き
あ
ら
わ
す
文
字
が
す
な
わ
ち
「
漢

字
」
で
あ
り
、
文
字
の
な
か
っ
た
日
本
で
は
言
語
を
書

き
あ
ら
わ
す
た
め
に
こ
の
漢
語
を
借
用
し
た
。

し
か
し
、
漢
字
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
日

－ １ －

本
語
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
一
に
日
本
語
の
発
達
が
と
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
当

時
の
日
本
語
は
、
ま
だ
概
括
的
な
語
や
抽
象
的
な
も
の

が
い
か
つ
て
き

を
さ
す
語
を
持
つ
に
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、

例
え
ば
「
季
節
」
（
春
、
夏
、
秋
、
冬
は
あ
っ
た
）
、

「
義
、
恩
、
礼
、
徳
」
な
ど
の
抽
象
的
な
概
念
に
つ
い

て
は
直
接
漢
語
を
用
い
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
日
本
語
は
み
ず
か
ら
の
な
か
に
あ
た
ら
し
い
こ

と
ば
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
能
力
を
う
し
な
っ
た
。
日
本

人
は
自
分
た
ち
の
生
活
や
感
覚
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
は
な
い
概
念
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

第
二
に
、
漢
字
は
漢
語
を
書
き
あ
ら
わ
す
た
め
に
で

き
た
文
字
で
あ
り
、
漢
語
と
日
本
語
と
が
あ
ま
り
に
も

か
け
へ
だ
た
っ
て
い
た
た
め
に
日
本
語
を
漢
字
で
書
く

と
い
う
こ
と
に
は
、
非
常
な
困
難
と
混
乱
が
と
も
な

い
、
そ
れ
は
こ
ん
に
ち
も
ま
だ
つ
づ
い
て
い
る
。

漢
語
は
原
則
と
し
て
一
つ
一
つ
の
文
字
が
単
語
で
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
一
音
節
の
言
語
で
あ
る
。
日
本
語
の

音
節
は
お
よ
そ
百
く
ら
い
と
い
わ
れ
、
非
常
に
少
な
い

が
、
そ
れ
に
く
ら
べ
て
漢
語
の
音
節
は
お
よ
そ
千
五
百

く
ら
い
、
英
語
に
な
る
と
三
千
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
日
本
語
に
は
一
音
節
の
こ
と
ば
が
少
な
く
、



－ ２ －

に
文
字
を
思
い
う
か
べ
て
判
断
し
て
い
る
か
ら
で
、

「
日
本
人
に
と
っ
て
こ
と
ば
の
実
体
は
文
字
な
の
で
あ

る
。
」

明
治
以
降
、
お
く
れ
た
言
語
で
あ
る
日
本
語
を
全
面

的
に
捨
て
去
り
、
英
語
を
日
本
の
国
語
に
し
よ
う
と
い

う
動
き
や
音
標
文
字
、
す
な
わ
ち
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
や

か
な
を
採
用
し
て
漢
字
を
廃
止
し
よ
う
と
い
う
動
き
が

あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
は
音
標
文

字
派
に
と
っ
て
願
っ
て
も
な
い
チ
ャ
ン
ス
と
な
っ
た
。

志
賀
直
哉
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
国
語
に
し
て
は
ど
う
か

と
提
唱
し
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
。
昭
和
二
十
一
年

に
は
当
用
漢
字
千
八
百
五
十
字
と
現
代
か
な
づ
か
い
が

告
示
交
付
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
漢
字
全
廃
へ
の
一
里
塚

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
中
途
半
端
な
ま
ま
五
十
年
が
す
ぎ
て
い
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
の
国
語

改
革
に
つ
い
て
著
者
は
「
最
も
重
大
な

効
果
は
、
そ
れ
以
降
の
日
本
人
と
、
過

去
の
日
本
人
－
そ
の
生
活
や
文
化
や
遺

産
－
と
の
あ
い
だ
の
通
路
を
切
断
し
た

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
」
そ
し
て
「
力
が

お
ち
、
幼
稚
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

お
よ
そ
二
百
語
く
ら
い
し
か
な
い
。

一
方
漢
語
で
は
外
来
語
な
ど
の
例
外
を
除
い
て
す
べ

て
一
語
一
音
節
一
字
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
に
固
有
の
音

と
意
味
が
あ
る
。
ま
た
漢
語
は
二
音
節
で
安
定
す
る
と

い
う
性
質
が
あ
る
の
で
、
同
じ
意
味
の
こ
と
ば
を
二
つ

並
べ
た
こ
と
ば
が
お
お
い
。

明
治
以
降
の
翻
訳
語
の
大
部
分
が
二
字
で
で
き
て
い

る
と
い
う
の
は
、
何
ら
必
然
性
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
こ
う
し
た
漢
語
を
真
似
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

さ
か
の
ぼ
れ
ば
奈
良
時
代
の
国
名
が
す
べ
て
二
字
で

あ
る
の
も
同
様
で
和
泉
（
和
の
つ
け
た
し
）
、
播
磨

（
り
の
省
略
）
な
ど
無
理
矢
理
二
字
に
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
以
前
の
和
製
漢
語
は
耳
で
聞
け
ば
分
か
る

が
文
字
を
見
て
も
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
（
例
え
ば

「
家
来
」
「
無
下
」
「
大
工
」
）
と
こ
ろ
が
明
治
の
造

語
は
逆
に
耳
で
聞
い
て
は
意
味
が
わ
か
ら
な
い
が
、
文

字
を
見
れ
ば
見
当
が
つ
く
。

つ
ま
り
明
治
に
大
量
に
作
ら
れ
た
翻
訳
語
、
和
製
漢

語
は
音
を
軽
視
し
て
、
文
字
を
重
視
し
た
。
そ
の
結
果

音
韻
組
織
が
い
た
っ
て
簡
単
な
日
本
語
の
な
か
に
同
音

異
義
語
が
大
量
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
日
常
的
に
私
た
ち
が
さ
ほ
ど
不
便
を
感
じ
な
い
の

は
、
そ
の
語
が
出
て
く
る
文
脈
や
環
境
の
な
か
で
瞬
時



－ ３ －

現
代
の
日
本
語
は
「
和
語
」
（
や
ま
と
こ
と
ば
）

「
字
音
語
」
（
漢
語
と
和
製
漢
語
）
「
外
来
語
」
「
混

種
語
」
（
プ
ロ
野
球
な
ど
）
の
四
つ
に
分
か
れ
る
が
、

和
語
は
な
る
べ
く
か
な
で
書
き
、
漢
字
で
書
か
な
け
れ

ば
意
味
の
通
じ
な
い
言
葉
－
す
な
わ
ち
字
音
語
－
は
漢

字
で
書
く
と
い
う
の
が
著
者
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

「
と
る
」
と
い
う
和
語
に
「
取
る
」
「
採
る
」
「
撮

る
」
「
捕
る
」
の
ど
れ
を
つ
か
う
か
、
「
は
か
る
」
に

は
「
計
る
」
「
図
る
」
「
測
る
」
を
ど
う
書
き
わ
け
る

か
等
と
い
う
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
。

し
か
し
字
を
制
限
す
る
の
は
事
実
上
語
を
制
限
す
る

こ
と
に
な
り
日
本
語
を
貧
し
い
も
の
に
す
る
か
ら
、
漢

字
を
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
と
も
主
張
す
る
。

「
漢
字
は
も
と
も
と
日
本
語
の
体
質
に
あ
わ
な
い

が
、
こ
の
重
荷
を
切
除
す
れ
ば
日
本
語
は
幼
児
化
す

る
。
へ
た
を
す
れ
ば
死
ぬ
。
こ
の
か
ら
だ
に
癒
着
し
た

重
荷
は
、
日
本
語
に
害
を
な
す
こ
と
多
か
っ
た
が
、
し

か
し
日
本
語
は
こ
れ
な
し
に
や
っ
て
ゆ
け
な
い
こ
と
も

た
し
か
で
あ
る
。
日
本
語
は
、
奇
型
の
ま
ま
生
き
て
ゆ

く
よ
り
ほ
か
生
存
の
方
法
は
な
い
」
と
い
う
の
が
著
者

の
結
論
で
あ
る
。

  

 

東
洋
医
学
に
つ
い
て
（
ニ
）

小
池
上

惇

二

陰
陽
五
行
論

鍼
灸
医
学
の
理
論
を
体
系
化
す
る
た
め
に
陰
陽
五
行
論
が

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

陰
陽
五
行
論
と
ま
と
め
て
言
わ
れ
ま
す
が
、
元
々
陰
陽
論

と
五
行
論
は
別
々
の
理
論
で
し
た
。
こ
れ
が
あ
る
時
期
に
合
体

し
、
陰
陽
五
行
論
に
な
り
ま
し
た
。

（
一
）
陰
陽
論

ア

陰
陽
論
の
発
生

陰
陽
は
、
日
が
当
た
る
か
当
た
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら

発
生
し
て
き
た
考
え
方
で
す
。

生
活
の
中
心
が
農
業
で
あ
っ
た
中
国
民
族
に
と
っ
て
日
当
た
り

の
良
い
土
地
と
水
が
多
い
土
地
に
対
し
て
関
心
が
集
中
す
る
の
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は
当
然
の
こ
と
で
す
。
陰
と
陽
と
の
代
わ
り
に
雌
と
雄
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
牧
畜
生
活
の
経
験
か
ら

二
つ
の
対
立
し
た
も
の
が
、
合
致
し
て
そ
こ
か
ら
新
し
い
生
命
を

生
み
出
す
こ
と
を
見
て
発
想
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。
同
じ
よ
う
に
柔
と
剛
を
陰
と
陽
の
代
わ
り
に
用
い
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
後
に
は
、
雌
も
雄
も
、
柔
も
剛
も
全
て
陰
陽
の

概
念
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

す
な
わ
ち
、
動
的
・
積
極
的
・
男
性
的
な
性
質
は
陽
、
静
的
・

消
極
的
・
女
性
的
な
性
質
は
陰
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。中

国
古
代
の
思
想
家
た
ち
は
、
陰
と
陽
の

対
立
や
消
長
な
ど
の
相
互
関
係
を
全
て
の
現

象
を
解
釈
す
る
上
で
の
基
本
的
観
点
と
し
た

の
で
す
。イ

陰
陽
関
係
法
則

①
陰
陽
互
根

互
い
に
相
手
の
存
在
に
よ
っ
て
存
在
す
る
こ
と
。

「
陰
が
あ
る
か
ら
陽
が
あ
り
、
陽
が
あ
る
か
ら
陰
が
あ
る
」
と

い
う
こ
と

②
陰
陽
転
化
（
循
環
律
）

陰
が
極
端
に
な
る
と
陽
と
な
り
、
陽
が
極
端
に
な
る
と
陰
と

な
る
と
い
う
こ
と
。

季
節
の
移
り
変
わ
り
で
言
う
と
、
陽
の
春
が
だ
ん
だ
ん
進
ん

で
陽
の
極
地
で
あ
る
夏
と
な
り
、
夏
を
過
ぎ
る
と
陰
の
秋
に
移

り
、
さ
ら
に
季
節
が
進
む
と
陰
の
極
地
で
あ
る
冬
と
な
る
と
言

う
こ
と
で
す
。

病
気
に
当
て
は
め
る
と
、
極
端
に
熱
が
上
が
る
と
急
に
悪
感

を
感
ず
る
こ
と
な
ど
が
こ
の
法
則
の
例
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

③
陰
陽
消
長
（
拮
抗
律
）

陰
が
不
足
す
れ
ば
陽
が
優
勢
と
な
り
、
陽
が
不
足
す
れ
ば

陰
が
優
勢
と
な
る
と
い
う
法
則
。

肘
を
曲
げ
よ
う
と
す
る
と
、
伸
ば
す
た
め
の
筋
肉
の
緊
張
が

弱
く
な
り
、
ス
ム
ー
ズ
に
運
動
が
出
来
る
と
い
う
の
が
こ
の
法
則

の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

④
陰
陽
可
分
（
交
錯
立
）

陰
の
中
に
陽
が
あ
り
、
陽
の
中
に
陰
が
あ
る
と
い
う
法
則
。

女
性
は
陰
で
男
性
は
陽
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
女
性
の
中

に
も
男
性
的
な
人
が
お
り
、
男
性
の
中
に
も
女
性
的
な
人
が
い

る
と
い
う
の
が
こ
の
法
則
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。ウ

陰
陽
論
の
医
学
的
応
用

①
体
の
部
位

陰
…
体
幹
の
前
側
、
四
肢
の
前
側
・
内
側

陽
…
体
幹
の
後
側
、
四
肢
の
後
側
・
外
側

②
症

状

陰
…
慢
性
、
冷
え

陽
…
急
性
、
熱



＊

参

考

陰

陽

対

象

表

自

然

界

人

体

の

事

象

陽

陰

陽

陰

陽

陰

陽

陰

天

地

夏

冬

男

女

気

血

太

陽

月

南

北

四
肢
と
頭

体
幹
部

左
半
身

右
半
身

昼

夜

上

下

腑

臓

－ ５ －

で
、
木
が
燃
え
る
と
火
に
な
り
、
燃
え
終
わ
る

と
灰
が
で
き
、
そ
れ
か
ら
土
が
で
き
、
土
の
中

か
ら
金
属
が
掘
り
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら

類
推
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
後
は
少
し
無
理

が
あ
る
よ
う
で
、
月
夜
の
晩
に
金
属
を
放
置
し

て
お
く
と
そ
の
上
に
水
が
付
く
こ
と
か
ら
、
金

は
水
を
生
ず
る
と
い
う
考
え
方
が
で
き
た
よ
う

で
す
。

さ
ら
に
、
植
物
は
水
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り

（
２
）
五
行
論

ア

五
行
論
の
基
本
概
念

木

火

土

金

水
を
五
行
と
い
い
、
自
然
界
を
構
成

す
る
物
質
や
性
質
を
代
表
す
る
も
の
と
し
ま
し
た
。

イ

五
行
の
関
係
法
則

①
相
生
関
係

五
行
の
協
調
的
・
協
力
的
関
係
（
母
子
関
係
）
。

五
行
の
前
の
も
の
が
後
の
も
の
を
生
じ
る
と
い
う
関
係
で

前
の
も
の
を
母
、
後
の
も
の
を
子
と
し
ま
す
。
木
は
火
を
生

じ
、
火
は
土
を
生
じ
、
土
は
金
を
生
じ
、
金
は
水
を
生
じ
と

い
う
関
係
。
こ
れ
も
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
素
朴
な
考
え
方

成
長
す
る
の
で
、
水
が
木
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で

す
。

②
相
剋
関
係

五
行
の
抑
制
（
制
御
）
関
係
で
五
行
の
一
つ
置
い
た
次

の
も
の
を
抑
制
す
る
関
係
で
す
。
木
は
土
を
剋
し
、
土
は

水
を
剋
し
、
水
は
火
を
剋
し
、
火
は
金
を
剋
し
、
金
は
木

を
剋
す
る
と
い
う
関
係
。
こ
れ
も
次
の
よ
う
に
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
木
は
土
か
ら
養
分
を
奪
い
、
土
は
水

を
せ
き
止
め
、
水
は
火
を
消
し
、
火
は
金
属
を
溶
か
し
、

金
属
で
木
を
切
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
法
則
が
編
み

出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
方
は
、
無
理
な
く

説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。



五
行

木

火

土

金

水

五
行

木

火

土

金

水

五
臓

肝

心

脾

肺

腎

五
腑

胆

小
腸

胃

大
腸

膀
胱

五
色

青

赤

黄

白

黒

五
支

爪

毛

乳

息

髪

五
声

呼

言

歌

哭

呻

五
香

ソ
ウ

焦

香

腥

腐

五
味

酸

苦

甘

辛

鹹

五
竅

目

舌

口

耳

鼻

五
液

涙

汗

涎

涕

唾

五
悪

風

熱

湿

燥

寒

五
季

春

夏

土
用

秋

冬

－ ６ －

③
複
勝
関
係

相
生
と
相
剋
関
係
を
組
み
合
わ
せ
五
行
が
安
定
し
た
状

態
を
維
持
す
る
こ
と
。

例
え
ば
木
が
土
に
勝
と
う
と
す
る
と
き
に
は
土
の
子
で

あ
る
金
が
木
を
抑
制
し
、
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
状
態
で

す
。ウ

五
行
の
色
体
表
（
右
表
）

人
間
や
自
然
界
の
事
象
を
五
行
に
当
て
は
め
た
も
の
で

す
。
参
考
と
し
て
幾
つ
か
の
も
の
を
あ
げ
て
み
ま
す
。

エ

五
行
論
の
医
学
的
応
用

①
診
断
へ
の
応
用

五
色
、
五
支
、
五
声
、
五
音
、
五
香
、
五
味
な
ど
が
診

断
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

《
相
剋
関
係
を
利
用
し
た
も
の
》

病
に
冒
さ
れ
て
い
る
臓
と
相
剋
関
係
に
あ
る
臓
の
機
能
を
抑

え
る
。

例
え
ば
、
肝
臓
の
病
気
の
場
合
、
肝
臓
を
抑
え
る
肺
の
機
能

を
抑
制
す
る
。

だ
い
ぶ
分
か
り
に
く
い
内
容
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
次
回
は
臓
腑
と
経
絡

に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
五
色
と
五
臓
と
の
関
係
で
す
。
顔
色
が
青
け

れ
ば
肝
の
病
気
、
赤
け
れ
ば
心
臓
の
病
気
、
黄
色
け
れ
ば

脾
臓
の
病
気
、
白
け
れ
ば
肺
の
病
気
、
黒
け
れ
ば
腎
の
病

気
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
治

療《
相
生
関
係
を
利
用
し
た
も
の
》

病
に
冒
さ
れ
て
い
る
臓
の
母
に
あ
た
る
臓

の
機
能
を
補
い
、
子
の
機
能
を
抑
え
る
。

例
え
ば
、
肝
臓
の
病
気
の
場
合
、
腎
臓
の

機
能
を
補
い
、
心
臓
の
機
能
を
抑
え
る
。



点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
十
三
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

六
日
本
語
点
字
の
成
立
と
そ
れ
が
残
し
た
も
の
（
承
前
）

日
本
点
字
委
員
会

現
在
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
点
字
は
、
石
川
倉
次
先

生
が
お
作
り
に
な
っ
た
も
の
を
、
明
治
二
十
三
年
に
時

の
政
府
が
「
日
本
語
点
字
」
と
し
て
承
認
し
て
制
定
さ

れ
た
仮
名
体
系
の
点
字
を
言
い
ま
す
。

し
か
し
現
在
の
点
字
は
、
当
時
作
ら
れ
た
も
の
そ
の

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
石
川
先
生
の
点
字
か
ら
今
日

ま
で
の
点
字
の
表
記
法
の
変
化
を
後
づ
け
る
の
は
極
め

て
困
難
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
の
知
る
変
化
の
例
を

一
、
二
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

こ
の
点
字
は
仮
名
体
系
で
す
の
で
、
そ
の
表
記
法
に

は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
要
点
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
目
は
、
墨
字
（
一
般
の
文
字
）
で
書
か
れ

て
い
る
文
を
、
一
旦
仮
名
文
字
だ
け
の
文
に
換
え
て
、

そ
れ
を
仮
名
の
点
字
で
表
す
の
で
す
が
、
そ
の
文
を
如

何
に
表
す
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
仮
名
文
字
の
表
記

－ ７ －

も
、
そ
の
ま
ま
点
字
に
写
し
換
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ

っ
て
、
点
字
特
有
の
表
記
を
必
要
と
し
た
こ
と
で
す
。

二
つ
目
は
、
こ
の
点
字
は
仮
名
文
字
の
体
系
で
す
の

で
、
仮
名
だ
け
で
書
か
れ
た
文
を
表
す
の
に
、
音
の
区

切
れ
目
に
区
切
り
符
で
あ
る
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
た
こ
と

で
す
。
こ
れ
を
「
分
か
ち
書
き
」
と
呼
び
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
恐
ら
く
石
川
先
生
が
、
ロ
ー
マ
字
の
表

記
法
を
参
考
に
し
て
お
考
え
に
な
っ
た
も
の
で
、
「
日

本
語
点
字
」
の
初
め
か
ら
現
在
に
至
る
基
本
的
な
原
則

で
す
。
こ
の
原
則
を
越
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
細
か
な
移

動
が
絶
え
ず
起
こ
っ
て
い
る
の
で
、
点
字
の
使
用
者

は
、
常
に
そ
れ
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。

私
が
点
字
に
初
め
て
触
れ
た
の
は
昭
和
三
十
年
代
の

初
め
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
点
字
に
は
、
現
在
の
表
記

法
と
の
間
に
、
多
く
の
相
異
点
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

相
異
点
の
例
を
、
二
つ
に
分
け
て
挙
げ
て
見
ま
す
と
、

①
仮
名
表
記：

オ
カ
ー
サ
ン
（
旧
）
・
オ
カ
ア
サ

ン
（
新
）
〈
お
母
さ
ん
〉
、
オ
ー

サ
カ
（
旧
）
・
オ
オ
サ
カ
（
新
）

〈
大
阪
〉
、
ハ
ル
ヲ
（
旧
）
・
ハ
ル

オ
（
新
）
〈
春
男
（
人
名
）
〉
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②
分
か
ち
書
き：

ゴ
リ

ム
チ
ュ
ー
（
旧
）
・
ゴ

リ
ム
チ
ュ
ー
（
新
）
〈
五
里

霧
中
〉
、
サ
ク
ラ
ナ
ミ
キ
（
旧
）

・
サ
ク
ラ

ナ
ミ
キ
（
新
）
〈
桜

並
木
〉

ご
覧
の
よ
う
に
①
も
②
も
、
現
在
の
方
が
全
体
と
し

て
は
墨
字
の
表
記
に
近
付
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。現

在
か
ら
見
れ
ば
何
故
〈
オ
カ
ー
サ
ン
、
オ
ー
サ

カ
〉
だ
っ
た
の
か
、
〈
ゴ
リ

ム
チ
ュ
ー
〉
だ
っ
た
の

か
の
よ
う
に
、
古
い
表
記
に
は
馴
染
め
な
い
も
の
を
感

じ
ま
す
し
、
現
在
に
至
っ
て
な
お
何
故
〈
サ
ク
ラ

ナ

ミ
キ
〉
な
の
か
、
新
し
い
表
記
に
も
釈
然
と
し
な
い
も

の
を
残
し
て
も
い
ま
す
。

ま
た
、
古
い
点
字
の
表
記
法
か
ら
現
在
の
点
字
の
表

記
に
ま
で
残
っ
て
い
る
、
助
詞
の
〈
は
、
へ
〉
を

〈
わ
、
え
〉
の
字
で
表
す
こ
と
、
ま
た
オ
行
と
ウ
行
の

長
音
で
あ
る
〈
ウ
〉
を
〈
ー
〉
で
表
す
こ
と
、
さ
ら
に

句
読
符
を
無
駄
な
符
号
と
考
え
る
傾
向
な
ど
、
墨
字
の

表
記
法
に
近
付
け
る
と
い
う
こ
と
に
逆
行
し
て
見
え
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
一
方
、
数
学
や
科
学
な
ど
自
然
科
学
の
表
記
に

は
、
極
め
て
熟
慮
さ
れ
た
跡
が
見
ら
れ
ま
す
。

私
が
盲
学
校
に
在
学
中
の
数
式
や
化
学
式
の
表
記

は
、
大
変
分
か
り
難
い
も
の
で
し
た
。

強
度
の
弱
視
で
も
、
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
引
い
た
線
が

見
え
れ
ば
、
墨
字
を
使
う
方
が
は
る
か
に
理
解
し
易
い

も
の
で
、
数
学
の
授
業
だ
け
は
、
ノ
ー
ト
を
、
墨
字
で

付
け
た
り
し
た
も
の
で
し
た
。

従
っ
て
全
盲
者
は
、
点
字
の
表
記
法
を
個
人
が
独
自

に
開
発
し
て
私
的
に
使
う
こ
と
も
稀
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

そ
れ
に
引
き
替
え
現
在
の
点
字
で
は
、
そ
の
よ
う
な

試
み
を
集
約
し
て
か
、
大
変
分
か
り
易
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
国
語
の
表
記
に
対
し
て
は
、
身
体

に
合
わ
な
い
衣
服
を
無
理
に
着
せ
る
よ
う
で
、
ぴ
た
り

と
決
ま
ら
な
い
感
を
持
た
せ
ま
す
し
、
理
数
系
の
表
記

に
対
し
て
は
、
木
目
細
か
な
配
慮
を
見
せ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
点
字
の
表
記
法
の
開
発
を
一
手
に
引
き

受
け
て
い
る
の
が
『
日
本
点
字
委
員
会
（
以
下
、
日
点

委
と
言
う
）
』
で
す
。

こ
の
日
点
委
は
、
こ
れ
ま
で
点
字
の
表
記
法
の
中

に
、
漢
字
の
表
記
を
導
入
す
る
こ
と
に
一
切
触
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
如
何
に
も
日
本
語
の
表
記

そ
の
も
の
に
、
漢
字
は
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
、
仮
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名
文
字
だ
け
で
日
本
語
の
表
記
は
全
う
で
き
る
と
い
う

姿
勢
を
取
り
続
け
て
来
ま
し
た
。

こ
の
日
点
委
が
初
め
て
点
字
の
漢
字

に
言
及
し
た
の
が
、
今
年
初
冬
に
催
さ

れ
た
集
会
で
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
お
話
を
、
本
誌
の
読
者
の
お
一

人
か
ら
お
聞
き
し
て
、
レ
ポ
ー
ト
と
し

て
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
の
が
本
誌
二
十

四
号
（
二
〇
〇
一
年
二
月
発
行
）
に
掲

載
さ
れ
た
『
漢
字
教
育
と
日
本
点
字
委

員
会
』
と
い
う
記
事
で
し
た
。

著
者
は
匿
名
を
ご
希
望
で
し
た
の
で
、
日
時
と
会
場

が
特
定
で
き
て
、
そ
の
集
会
が
公
開
さ
れ
た
催
し
で
あ

っ
て
、
多
数
の
聴
衆
を
前
に
し
て
行
わ
れ
た
発
言
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

も
の
で
す
。

著
者
の
お
話
で
は
、
か
の
集
会
の
目
的
は
、
新
た
に

制
定
さ
れ
た
点
字
の
表
記
法
の
説
明
と
、
点
訳
社
を
対

象
と
し
た
、
点
字
表
記
の
認
定
試
験
の
実
施
要
綱
の
紹

介
に
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

今
回
は
そ
の
記
事
に
従
い
な
が
ら
、
日
点
委
の
、
点

字
に
対
す
る
姿
勢
を
検
証
し
て
、
私
た
ち
視
覚
障
害
者

が
、
漢
字
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
漢
点

字
を
習
得
し
て
漢
字
を
使
い
こ
な
す
こ
と
を
、
こ
の
日

本
の
社
会
で
は
特
別
な
こ
と
と
評
す
る
、
真
の
理
由
に

迫
り
た
い
と
考
え
ま
す
。

著
者
は
、
日
点
委
の
方
三
名
が
登
壇
さ
れ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
点
字
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
ら
れ
た
後
、
点
字

の
新
た
な
表
記
法
の
説
明
と
点
字
の
認
定
試
験
の
お
話

を
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
後
に
質
議
が
行
わ
れ
て
、
そ
の
質
問
に
答
え
る
形

で
、
初
め
て
漢
字
の
点
字
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
三
方
そ
れ
ぞ
れ
が
お
答
え
に
な
ら
れ
た
ご
様
子

で
、
著
者
は
、
そ
の
要
点
を
短
め
に
ま
と
め
て
下
さ
い

ま
し
た
。

以
下
、
お
一
人
お
一
人
の
発
言
を
引
用
し
て
、
日
点

委
の
姿
勢
を
、
読
み
解
い
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

《
発
言
者
Ａ：

日
本
点
字
委
員
会
は
国
の
国
語
審

議
会
の
よ
う
な
公
的
団
体
で
は
な
く
、
私
的
団
体
で
あ

る
。
日
盲
社
協
な
ど
諸
団
体
か
ら
委
託
を
受
け
、
全
国

規
模
で
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
六
点
仮
名
点

字
に
関
す
る
表
記
ル
ー
ル
の
検
討
、
調
整
、
普
及
に
あ

る
。
従
っ
て
、
仮
名
点
字
に
関
し
て
は
責
任
あ
る
立
場

に
あ
る
が
、
漢
字
を
表
現
す
る
点
字
、
即
ち
六
点
漢
字
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と
漢
点
字
の
優
劣
を
比
較
判
断
し
、
教
育
界
に
勧
告
し

た
り
、
決
定
す
る
立
場
に
な
い
。
良
い
も
の
は
自
然
に

残
る
は
ず
で
あ
る
。
》

如
何
に
も
堂
々
と
、
日
点
委
は
、
仮
名
点
字
の
表
記

と
普
及
に
は
責
任
が
あ
る
が
、
漢
字
の
点
字
に
は
責
任

は
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
出
て
来
る
〝
日
盲
社
協
〟
と
は
、
〝
日
本
盲

人
社
会
福
祉
施
設
協
議
会
〟
の
略
で
、
盲
学
校
、
公
立

図
書
館
を
除
く
、
全
国
の
視
覚
障
害
者
向
け
の
サ
ー
ビ

ス
を
行
っ
て
い
る
施
設
で
構
成
し
て
い
る
団
体
で
す
。

す
な
わ
ち
、
点
字
図
書
館
、
点
字
出
版
所
、
視
覚
障
害

者
厚
生
施
設
な
ど
が
そ
れ
に
含
ま
れ
ま
す
。

こ
の
発
言
で
ま
ず
最
も
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
が
、
日

点
委
が
、
〝
私
的
団
体
〟
で
あ
っ
て
、
〝
公
的
団
体
〟

で
は
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
私
的
団
体
が
決
め
た
文
字
の
表
記
法
が
、
全
国

の
施
設
を
通
じ
て
、
点
訳
社
の
点
字
に
反
映
し
て
い

て
、
全
国
の
視
覚
障
害
者
は
、
否
も
応
も
な
く
、
そ
の

点
字
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
も
そ
の
表
記
法
は
、
数
年
に
一
度
の
改
変
が
行

わ
れ
る
た
め
、
そ
の
都
度
変
更
箇
所
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
怠
る
と
、
点
字
の
読
み

書
き
が
困
難
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
一
人
視
覚
障
害
者
ば
か
り
で
な
く
、
点
訳
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
、
む
し
ろ
過
重
な
負
担
が
か
か
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。
そ
の
変
更
点
の
主
な
と
こ
ろ
は
、

分
か
ち
書
き
の
仕
方
で
す
。
ど
こ
に
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ

る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
数
年
に
一
度
の
割
で

変
わ
り
ま
す
。

先
の
例
の
よ
う
に
、
か
つ
て
の
表
記
か
ら
現
在
の
表

記
へ
変
更
さ
れ
る
に
し
て
も
、
充
分
な
説
得
力
を
持
っ

た
根
拠
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
た

め
か
、
ま
た
数
年
す
る
と
、
元
へ
戻
っ
た
り
す
る
こ
と

を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

同
様
に
私
が
点
字
を
覚
え
て
か
ら
、

数
字
の
小
数
点
と
、
位
取
り
点
の
点
字

符
号
が
三
度
変
わ
り
ま
し
た
。
日
点
委

の
お
考
え
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
理
由
あ

っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
違
い
な
い
の
で

し
ょ
う
が
、
試
行
期
間
が
あ
ま
り
に
も

短
い
の
は
否
め
な
い
と
こ
ろ
で
、
然
る

べ
き
と
こ
ろ
で
然
る
べ
く
時
間
を
か
け

て
テ
ス
ト
し
た
後
、
そ
の
理
由
と
と
も
に
発
表
さ
れ
る

の
が
本
当
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
点
字
使
用

者
の
正
直
な
気
持
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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こ
の
日
点
委
の
活
動
は
、
私
た
ち
民
間
の
視
覚
障
害

者
と
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
だ
け
及
ぶ
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
盲
学
校
や
点
字
図
書
館
に
、
強
く
影
を
落
と
し

て
い
ま
す
。

昨
年
私
た
ち
が
、
文
部
省
と
盲
学
校
長
会
長
を
お
訪

ね
し
て
、
漢
点
字
へ
の
ご
理
解
と
、
公
的
な
研
究
を
お

願
い
し
た
と
こ
ろ
、
両
者
の
口
か
ら
、
図
ら
ず
も
同

じ
、
「
日
点
委
で
は
ど
う
言
っ
て
い
る
か
？
」
と
い
う

ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
点
字
の
専
門
家
の
い
な
い
文
部

省
と
、
点
字
の
知
識
の
稀
薄
な
盲
学
校
の
晴
眼
の
先
生

方
に
と
っ
て
、
こ
の
日
点
委
こ
そ
が
、
日
本
語
点
字
の

メ
ッ
カ
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。

点
字
に
関
し
て
は
、
全
て
日
点
委
に
お
預
け
し
て
、

日
点
委
の
見
解
を
、
そ
の
ま
ま
文
部
省
（
現
、
文
部
科

学
省
）
、
盲
学
校
の
見
解
と
す
る
関
係
が
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
ま
す
と
、
こ
こ
で
言
う
〝
私
的

団
体
〟
と
い
う
言
葉
が
、
極
め
て
意
味
深
長
に
思
わ
れ

て
参
り
ま
す
。

確
か
に
、
形
の
上
で
は
〝
私
的
で
〟
あ
っ
て
も
、
実

際
上
は
〝
公
的
〟
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
、
に
も
関
わ
ら
ず
〝
私
的
〟
な
性
格
を
強
調
す
る

こ
と
こ
そ
が
、
日
点
委
の
性
格
の
一
つ
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
、
と
私
は
思
う
の
で
す
。

も
う
一
つ
こ
の
発
言
か
ら
重
要
な
問
題
が
見
え
て
来
ま

す
。
日
点
委
の
活
動
は
、
六
点
の
仮
名
点
字
の
表
記
の
研

究
と
そ
の
普
及
に
あ
っ
て
、
漢
字
の
点
字
は
そ
の
範
疇
に

は
ん
ち
ゅ
う

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
大
変
な
奇
弁
で
、
公
の
点
字
の
表
記
を
担
っ
て

い
る
組
織
が
、
日
本
語
の
表
記
そ
の
も
の
に
面
を
向
け
て

い
な
い
こ
と
を
指
し
た
言
葉
と
受
け
止
め
ら
れ
て
も
仕
方

の
な
い
も
の
で
す
。

私
た
ち
日
本
人
が
こ
う
し
て
読
み
書
き
し
て
い
る
文
章

は
、
香
り
高
い
も
の
も
、
こ
の
よ
う
に
拙
い
も
の
も
、
漢

字
仮
名
交
じ
り
文
で
す
。

こ
の
日
本
語
の
文
章
の
構
造
は
、
我
が
国
に
文
字
が
も

た
ら
さ
れ
て
、
先
人
が
苦
闘
の
末
編
み
出
し
た
、
漢
文
訓

読
法
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

こ
の
日
本
語
の
文
字
表
現
に
一
瞥
も
く
れ
る
こ
と
な

く
、
点
字
の
世
界
は
仮
名
だ
け
で
充
分
と
言
っ
て
い
る
の

が
、
日
点
委
の
一
つ
の
姿
勢
な
の
で
す
。

（
続
く
）
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以
下
は
、
会
員
の
馬
場
威
力
さ
ま
か
ら
の
ご
寄
稿
で
す
。

白
杖
を
持
っ
て
い
る
の
に

薄
情
な
日
本
人

馬
場

威
力

ア
メ
リ
カ
は

V
i
r
g
i
n
i
a

州
の
、
十
数
年
来
の
知
人

に
メ
ー
ル
一
本
で
依
頼
さ
れ
て
、
一
日
の
案
内
を
引
き

受
け
た
の
が
、
初
対
面
の

C
a
t
h
y
&
J
o
y

姉
妹
だ
っ

た
。
妹
の

J
o
y

の
方
は
生
来
の
全
盲
者
。

折
角
だ
か
ら
、
と
言
う
よ
り
は
、
最
近
の
東
京
は
不

案
内
な
も
の
だ
か
ら
、
地
元
の
ラ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
を
案

内
す
る
こ
と
に
し
た
。
幸
い
、
同
所
の
姉
崎
指
導
課
長

と
は
、
面
識
が
あ
っ
た
の
で
、
お
願
い
し
た
。

当
日
は
、
朝
、
東
京
駅
の
大
丸
百
貨
店
で
バ
ト
ン
タ

ッ
チ
、
お
昼
に
は
ま
だ
早
い
頃
で
も
あ
っ
た
せ
い
で
、

私
な
ど
が
見
る
と
、
混
雑
か
ら
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
が
、

姉
妹
か
ら
見
る
と
、
多
く
の
人
、
混
雑
の
都
心
の
デ
パ

ー
ト
、
と
驚
い
て
い
た
。

な
に
し
ろ
、
生
育
地
の

V
i
r
g
i
n
i
a

州
の
州
都R

i
c
h

m
o
n
d

で
は
経
験
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
大
規
模
百
貨
店

だ
け
に
、
人
、
人
と
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。

東
京
駅
で
は
、
そ
の
驚
き
に
加
え
て
、
私
に
は
見
な

れ
た
階
段
で
は
あ
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
多
い
階
段
、

階
段
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
怪
談
だ
っ
た
。

ど
こ
へ
行
く
の
に
も
車
が
当
然
の
ア
メ
リ
カ
社
会
。

そ
こ
で
は
、
階
段
と
な
る
と
、
と
て
も
少
な
く
感
じ

る
。そ

れ
は
町
の
内
外
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校

の
い
ず
れ
を
見
て
も
分
か
る
。
敷
地
が
豊
富
な
お
国
柄

か
、
ほ
と
ん
ど
平
屋
建
て
だ
。
せ
い
ぜ
い
二
階
程
度
。

し
た
が
っ
て
、
階
段
に
は
ス
ロ
ー
プ
を
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
、
と
声
高
に
叫
ぶ
、
福

祉
途
上
国
の
日
本
の
実
情
が
奇
異
に
も
思

え
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
車
社
会
、
と
言
え
ば
、
高
速
道
路
の
渋
滞
の
定

義
が
、
制
限
速
度
（
八
〇
キ
ロ
か
ら
一
一
〇
キ
ロ
程

度
）
で
走
れ
な
い
時
だ
、
と
は
日
本
通
の
ア
メ
リ
カ
人

の
冗
談
だ
。
笑
え
な
い
、
き
つ
い
冗
談
だ
。

横
浜
駅
の
ル
ミ
ネ
で
昼
食
・
・
・
初
め
て
の
日
本
の

J
o
y

の
た
め
に
、
箸
を
使
わ
ず
に
済
む
日
本
食
、
お

す
し
を
ご
馳
走
。
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箸
は
勿
論
、
フ
ォ
ー
ク
も
、
ナ
イ
フ
も
、
ス
プ
ー
ン

も
要
ら
な
い
、
手
づ
か
み
の
「
に
ぎ
り
」
は
食
べ
や
す

く
、
ま
た
上
手
に
口
に
運
ん
で
い
た
。

最
近
、
健
康
食
ブ
ー
ム
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
お
す
し

は
か
な
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
、
と
か
で
大
喜
び
。

生
も
の
は
、
大
西
洋
に
面
し
て
い
る
州
、
漁
業
で
も

有
名
な
と
こ
ろ
だ
け
に
、
抵
抗
は
全
く
な
か
っ
た
。

そ
の
間
、
来
日
に
備
え
て
の
日
本
勉
強
の
内
容
を
教

え
て
も
ら
っ
た
・
・
・
先
ず
は
地
理
、
北
海
道
か
ら
九

州
と
結
構
す
ら
す
ら
と
口
を
つ
い
て
出
て
き
た
。

そ
の
次
は
、
簡
単
な
日
本
語
、
「
お
は
よ
う
」
「
あ

り
が
と
う
」
「
す
い
ま
せ
ん
」
・
・
・
た
だ
、
午
後
に

な
っ
て
も
相
変
わ
ら
ず
の
「
お
は
よ
う
」
で
、
そ
れ
も

大
声
で
の
「
ご
あ
い
さ
つ
」
。

声
を
か
け
ら
れ
た
日
本
人
は
面
喰
ら
い
、
そ
の
都

度
、
ず
い
ぶ
ん
と
訂
正
、
訂
正
し
た
も
の
だ
っ
た
。

が
、
そ
れ
は
ご
愛
嬌
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
姉
崎
課
長
の
念
入
り
な
ご
案
内
、

ご
説
明
で
二
時
間
半
も
、
根
堀
り
、
葉
掘
り
の
質
問
の

連
続
。

例
え
ば
、
雑
誌
の

B
G
M

入
り
の
録

音
と
か
、
テ
ー
プ
の
大
量
生
産
と
か
、

売
店
で
見
掛
け
た
声
の
出
る
「
は
か
り

・
体
温
計
・
お
し
ょ
う
ゆ
と
ソ
ー
ス
の

瓶
の
セ
ッ
ト
も
の
」
は
ど
こ
で
買
え
る
の
か
な
ど
と
す

ご
く
興
味
を
示
し
た
・
・
・
英
語
物
は
な
い
よ
、
と
言

っ
た
ら
が
っ
か
り
。

最
後
に
、
百
十
メ
ー
ト
ル
を
息
も
切
ら
ず
に
完
走
し

て
見
学
を
無
事
終
了
。

と
こ
こ
ま
で
は
、
や
れ
や
れ
、
と
ホ
ッ
と
一
息
。

が
、
ラ
ッ
シ
ュ
時
間
に
も
差
し
掛
か
っ
た
夕
方
の
横
浜

駅
の
地
下
の
混
雑
振
り
、
そ
れ
に
倍
す
る
よ
う
な
東
京

駅
の
人
の
群
れ
。
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
人
波
、
人
ご
み

に
、
そ
の
姉
妹
は
び
っ
く
り
。

と
こ
ろ
が
、
白
杖
を
つ
き
、
大
柄
な
の
に
加
え
て
、

明
ら
か
に
視
覚
障
害
者
と
分
か
る
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
老
若
男
女
に
は
腰
を
抜
か
さ
ん

ば
か
り
に
驚
い
た
彼
女
た
ち
だ
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
の
一
言
も
な

い
。
逆
に
、
に
ら
み
返
さ
れ
た
り
し
た
始
末
・
・
・
驚

き
を
超
え
て
、
し
ば
し
呆
然
。
立
ち
止
ま
っ
た
。

こ
の
国
の
人
は
ど
う
な
っ
て
ん
の
？

通
行
中
に
、
歩
行
中
に
人
に
ぶ
つ
か
る
、
ぶ
つ
け
る

・
・
・
す
ご
く
非
常
識
な
こ
と
、
失
礼
な
こ
と
で
あ

り
、
嫌
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
最
低
、I

a
m
s
o

s
o
r
r
y
.

が
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
の
が
、
当
然
の
お

国
柄
だ
。
こ
ん
な
こ
と
が
日
常
茶
飯
事
の
日
本
、
大
都

会
の
都
心
だ
。
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物
理
的
に
狭
い
国
土
が
、
ま
た
、
全
て
物
、
物
の
時
代

の
流
れ
が
、
精
神
的
に
国
民
を
狭
量
な
、
自
分
勝
手
な
も

の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
何
故
メ
ー
ル
一
本
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
そ

れ
も
初
対
面
の
姉
妹
の
た
め
に
引
き
受
け
た
の
か
、
と
言

う
と
、
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
型
の

V
o
l
u
n
t
e
e
r

精
神
か

ら
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
、

V
i
r
g
i
n
i
a

州
で
は
、V

o
l
u
n
t
e
e
r

を

支
え
る
も
の
は
労
務
提
供
の
一
群
と
、
資
金
提
供
の
一
群

の
二
つ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
行
政
は
全
く
介
入
し
な

い
。
税
金
を
使
っ
て
の
補
助
金
な
ど
は
皆
無
だ
。

こ
の
よ
う
な
助
け
合
い
の
精
神

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
歴
史
的

に
見
る
と
、
約
四
〇
〇
年
前
の
移

民
時
代
に
始
ま
り
、
独
立
戦
争

で
、
ま
た
南
北
戦
争
で
培
わ
れ

た
、
そ
れ
だ
け
に
伝
統
が
あ
る
ア
メ
リ
カ
型
の
強
き
を
く

じ
き
、
弱
き
を
助
け
る

V
o
l
u
n
t
e
e
r

そ
の
も
の
の
よ
う

に
思
え
る
。

日
本
型
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
、
一
味
も
、
二
味
も
異

な
る
重
み
が
あ
る
。

ご
報
告
と
ご
案
内

一
『
東
洋
医
学
臨
床
論

鍼
灸
編
』
（
医
道
の
日

本
社
）
の
漢
点
字
訳
の
完
成
が
近
付
き
ま
し
た
。

大
変
お
待
た
せ
致
し
ま
し
た
が
、
同
書
の
漢
点
字
訳
の

完
成
に
漕
ぎ
着
け
ま
し
た
。
本
書
は
、
鍼
灸
術
の
教
科
書

と
し
て
、
東
洋
医
学
を
論
じ
た
も
の
で
す
。
巻
数
、
価
格

等
は
、
次
号
を
ご
覧
下
さ
い
。

以
下
、
序
の
一
部
を
抄
録
し
ま
す
。

序

『
東
洋
医
学
臨
床
論
』
は
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
新
設
さ

れ
、
診
察
の
結
果
を
も
と
に
、
治
療
の
適
不
適
を
判
断
し
、

適
切
な
鍼
灸
治
療
が
行
え
る
よ
う
、
そ
の
方
法
を
学
習
す
る

科
目
で
あ
る
。
特
に
、
臨
床
上
遭
遇
し
や
す
い
症
候
・
疾
病

に
対
し
て
、
東
洋
医
学
と
現
代
医
学
を
総
合
し
た
鍼
灸
治

療
の
実
際
を
学
習
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。

本
書
は
社
団
法
人

東
洋
療
法
学
校
協
会
編
の
指
導
要

領
に
沿
っ
て
、
作
成
し
た
が
、
東
洋
医
学
と
現
代
医
学
に
お

い
て
は
生
理
、
病
理
、
診
察
な
ど
に
関
す
る
概
念
、
用
語
に

違
い
が
あ
り
、
学
習
上
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、「
主
要
症
候

の
鍼
灸
治
療
」
で
は
各
症
候
ご
と
に
「
現
代
医
学
的
な
考
え

方
」
と
「
東
洋
医
学
的
な
考
え
方
」
に
分
け
て
記
載
し
た
。

（
編
集
注

十
七
頁
へ
続
く
）

：



ﾙ

ﾆ

か
ん
じ
ゃ
く
ろ
う

お
う
し
か
ん

ニ

一
ﾘ
ﾃ

ﾆ

ｷ

白

日

依

山

尽

ﾚ
ﾘ
ﾃ

ﾆ

ﾙ

黄

河

入

海

流

ﾚ

ｼ

ﾒ
ﾝ
ﾄ

ﾉ

ｦ

欲

窮

千

里

目

二

一

ﾚ
ﾆ

ﾙ

ﾉ

更

上

一

層

楼

《
白
日

山
に
依
り
て
尽
き
／
黄
河

海
に
入
り
て
流

は
く
じ
つ

よ

つ

る
／
千
里
の
目
を

窮
め
ん
と
欲
し
／
更
に
上
る

め

き
わ

さ
ら

の
ぼ

一
層
の
楼
》

ろ
う

〔
鸛
鵲
楼
〕
＝
山
西
省
に
あ
っ
た
。
前
に
中
条
山
が
あ
り
、
下
に
黄
河
が
流
れ

る
。
唐
の
詩
人
が
多
く
こ
こ
に
遊
ん
だ
風
光
明
美
の
地
。
楼
（
建
て
物
）
は
三
階
だ

て
。〔
白
日
〕
＝
「
白
」
は
、
明
る
く
照
り
か
が
や
く
こ
と
。「
山
ニ
依
リ
テ
尽
キ
」
と
あ

る
の
で
、
こ
こ
で
は
夕
陽
。〔
依
山
尽
〕
＝
太
陽
が
山
な
み
の
か
な
た
に
沈
ん
で
ゆ

く
。〔
目
〕
＝
な
が
め
。
眺
望
。〔
層
〕
＝
日
本
の「
階
」
と
同
じ
。

照
り
か
が
や
く
太
陽
は
、
山
か
げ
に
沈
ん
で
ゆ
き
、
黄
河
の
水

は
は
る
か
な
海
に
注
い
で
ゆ
く
。
こ
の
雄
大
な
風
景
を
、
よ
く
な
が

め
尽
く
し
た
い
と
、
さ
ら
に
も
う
一
階
、
楼
を
上
に
の
ぼ
っ
た
。

（
王
之
渙
は
盛
唐
の
人
、
柳
宗
元
は
中
唐
の
人
。
日
栄
社
『
要
説

漢
詩
』
に
よ
る
。
）

－ １ ５ －

こ
う
せ
つ

り
ゅ
う
そ
う
げ
ん

ﾌﾞ
ｺ
ﾄ

ｴ

千

山

鳥

飛

絶ｽ

万

径

人

蹤

滅

ﾉ

孤

舟

蓑

笠

翁

ﾘ

ﾙ

ﾉ

ﾆ

独

釣

寒

江

雪

二

一

《
千
山

鳥
飛
ぶ
こ
と
絶
え
／
万
径

人

蹤
滅
す
／

せ
ん
ざ
ん

ば
ん
け
い

じ
ん
し
ょ
う

孤
舟

蓑
笠
の
翁
／
独
り

寒
江
の
雪
に
釣
る
》

こ
し
ゅ
う

さ
り
ゅ
う

お
う

ひ
と

か
ん
こ
う

〔
江
〕
＝
揚
子
江
の
こ
と
。
ま
た
そ
の
支
流
を
も
「
江
」
と
呼
ぶ
。〔
人
蹤
〕
＝
人
の

足
あ
と
。
人
通
り
。〔
滅
〕
＝
絶
え
る
。
消
え
る
。「
ほ
ろ
ぶ
」
で
は
な
い
。〔
寒
〕
＝
さ
む

ざ
む
と
し
た
。

す
べ
て
の
山
に
は
鳥
の
飛
ぶ
姿
も
絶
え
て
、
す
べ
て
の
道
に
は
人
の

足
あ
と
も
消
え
た
。
一
そ
う
の
小
舟
に
み
の
か
さ
を
つ
け
た
老
人

が
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
寒
々
と
し
た
川
で
釣
り
を
し
て
い
る
。



－ １６ －

千山鳥飛ブコト絶エ

万径人蹤滅ス

孤舟蓑笠ノ翁

独リ 釣ル寒江ノ

雪ニ

白日依リテ 山ニ尽キ

黄河入リテ 海ニ流ル

欲シ 窮メント

千里ノ 目ヲ

更ニ上ル一層ノ楼
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（
十
四
頁
よ
り
）

（
中
略
）

な
お
、
東
洋
医
学
、
現
代
医
学
の
各
立
場
か
ら
、
病
証
あ
る
い

は
鍼
灸
治
療
の
対
象
と
な
る
疾
患
に
つ
い
て
病
態
、
症
状
・
所
見
、

治
療
方
針
、
処
方
例
な
ど
を
記
し
た
が
、
こ
れ
は
鍼
灸
治
療
の
考

え
方
・
方
法
を
例
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
診
察
・
治
療
の
過
程
が
容

易
に
理
解
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
鍼
灸
治
療
の

一
例
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
初
学
者
が
多
様
な
鍼
灸
治
療
を
固
定

的
に
と
ら
え
な
い
よ
う
、
教
育
担
当
者
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
き
た

い
。

（
後
略
）

一
九
九
三
年
二
月

教
科
書
執
筆
小
委
員
会

二

以
下
の
書
籍
を
漢
点
字
訳
し
て
お
り
ま
す
。

①
丸
谷
才
一
著
、
「
新
々
百
人
一
首
」
、
藤
田
康
幸

編
、
「
医
療
事
故
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
、
近
々
完

成
を
迎
え
ま
す
。
前
者
は
今
年
度
、
横
浜
市
中
央
図

書
館
へ
納
入
し
ま
す
。

②
朝
日
歌
壇
・
俳
壇
も
、
引
き
続
き
希
望
者
に
、
月
刊

で
お
届
け
し
て
お
り
ま
す
。

③
健
康
記
事
、
朝
日
新
聞

「
三
十
六
・
五
」

「
と
も
に
歩
む
」
、
読
売
新
聞
「
医
療
ル
ネ
サ
ン
ス
」

も
、
引
き
続
き
月
刊
で
お
届
け
し
て
お
り
ま
す
。

④
「
医
療
ル
ネ
サ
ン
ス
」
で
、
月
刊
で
お
届
け
で
き
な

い
も
の
も
、
ご
希
望
を
募
っ
て
、
不
定
期
に
お
届
け

致
し
ま
す
。

⑤
電
子
図
書
館
「
青
空
文
庫
」
の
蔵
書
の
漢
点
字
へ
の

変
換
も
進
ん
で
お
り
ま
す
。
現
在
は
、
夏
目
漱
石
の

作
品
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

三

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立
ち
挙
げ
ま
し
た
。

本
会
で
も
、
兼
ね
て
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
立
ち
挙
げ
ま
し
た
。

と
は
申
し
ま
し
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
器
だ
け
が
で
き
た

状
態
で
す
。
中
身
は
整
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
本
会

の
活
動
や
漢
点
字
の
紹
介
を
主
眼
に
置
い
て
、
検
討
を
重

ね
て
行
き
ま
す
。
ご
覧
い
た
だ
い
て
、
ご
意
見
を
お
寄
せ

い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運
営
等
に
つ
い
て
、
読
者
の

皆
さ
ま
の
貴
重
な
ご
経
験
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸

甚
で
す
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

h
t
t
p
:
/
/
u
s
e
r
s
.
g
o
o
.
n
e
.
j
p
/
u
k
a
n
o
k
a
i
/

四
「
羽
化
の
会
メ
ー
ル
・
ニ
ュ
ー
ス
」
の
配
信
を
始

め
ま
し
た
。

本
会
の
活
動
を
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
に
ご
紹
介
す
る
こ
と

と
、
皆
さ
ま
と
の
意
見
の
交
換
を
目
的
と
し
て
、
メ
ー
ル

・
リ
ス
ト
を
利
用
し
た
、
メ
ー
ル
・
ニ
ュ
ー
ス
の
配
信
を



－ １８ －

始
め
ま
し
た
。

視
覚
障
害
者
と
本
会
会
員
、
漢
点
字
訳
・
音
訳
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
を
中
心
に
、
関
心
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
て
い
る
方
々

に
、
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

動
い
て
い
る
活
動
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
と
、
読
者
の
生

の
ニ
ー
ズ
に
触
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
か
ら
、
よ
り
よ
い
信
頼

関
係
の
構
築
に
結
び
付
け
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
リ
ス
ト
に
入
会
を
ご
希
望
の
方
は
、
以
下
の
ア
ド
レ

ス
に
ご
一
報
下
さ
い
。

‐Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ
：

t
a
k
e
s
h
i
-
o
k
a
d
a
@
h
2
.
d
i
o
n
.
n
e
.
j
p

Ｅ

五

横
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
、
要
望
を
出
し
ま
し

た
。

こ
れ
ま
で
公
的
な
機
関
で
、
視
覚
障
害
者
に
対
す
る
漢
字

教
育
が
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
、
社
会
の

責
任
と
し
て
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
欲
し
い
旨
の
、
要
望
書
を

提
出
し
ま
し
た
。
同
文
は
、
本
誌
に
収
録
し
ま
し
た
。

こ
の
十
二
月
七
日
の
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
セ
ン
タ
ー
運
営

委
員
会
で
図
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
委
員
会
の
席
で
は
、
漢
点
字
を
ご
存
知
で
あ
っ
た
委

員
は
皆
無
で
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
趣
旨
を
充
分
ご
理

解
い
た
だ
け
た
か
、
残
念
な
が
ら
確
信
は
持
て
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
中
で
、
特
に
反
対
意
見
は
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
積
極
的
に
推
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
叶
い
ま
せ
ん
で
し

た
。

今
後
も
少
し
ず
つ
理
解
を
求
め
て
、
一
般
の
視
覚
障
害

者
へ
向
け
て
、
漢
字
の
知
識
の
必
要
性
を
、
市
社
協
の
お

力
を
お
借
り
し
な
が
ら
、
訴
え
て
行
け
る
よ
う
努
力
し
て

行
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

六

小
学
校
へ
、
お
話
に
参
り
ま
し
た
。

去
る
十
一
月
八
日
（
木
）
、
横
浜
市
港
南
区
の
、
港
南

台
第
一
小
学
校
の
四
年
生
三
ク
ラ
ス
に
、
岡
田
が
、
お
話

し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

同
学
年
の
国
語
の
教

科
書
に
、
「
手
と
心
で

読
む
」
と
い
う
、
点
字

を
紹
介
し
た
記
事
が
あ

っ
て
、
児
童
か
ら
、
直

接
視
覚
障
害
者
の
話
が

聞
き
た
い
と
の
声
が
上

が
っ
た
と
の
こ
と
で
し

た
。
市
社
協
を
通
し
て

ご
依
頼
が
あ
っ
て
、
お

引
き
受
け
し
ま
し
た
。

今
後
も
こ
の
よ
う
な

機
会
に
は
、
お
応
え
す

べ
く
努
力
し
て
参
り
ま

す
。
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ん
。
従
っ
て
、
日
本
語
の
漢
字
仮
名
交
じ
り
に
よ
る
表
記
法
も
学
習
で

き
ず
に
参
り
ま
し
た
。

私
も
そ
の
一
人
で
、
盲
学
校
に
在
学
し
て
い
る
間
は
殆
ど
不
都
合

を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
社
会
に
出
て
か
ら
、
大
変

な
苦
労
を
し
ま
し
た
。
恐
ら
く
私
と
同
様
の
困
難
で
、
現
在
も
悩
ん
で

い
る
人
が
、
沢
山
お
ら
れ
る
も
の
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

私
は
、
一
九
七
九
年
に
、
元
大
阪
府
立
盲
学
校
教
諭
、
故
川
上
泰

一
先
生
の
創
案
さ
れ
た『
漢
点
字
』
を
学
習
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
漢

字
の
世
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
で
初
め
て
日
本
語

の
表
現
の
豊
か
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の『
漢
点
字
』
の
あ

ら
ま
し
や
、
習
得
者
の
声
等
は
、
他
の
資
料
に
譲
り
ま
す
。

漢
字
を
知
ら
ぬ
ま
ま
社
会
へ
出
る
辛
さ
は
、
当
事
者
で
な
い
と
分
か

ら
な
い
よ
う
で
、
そ
の
後
様
々
な
視
覚
障
害
者
関
係
の
施
設
に
赴
い
た

際
、
こ
の
こ
と
を
訴
え
ま
し
た
が
、
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。例

え
ば
、
神
奈
川
県
ラ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
は
、
発
足
当
初
か
ら
利
用

者
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
一
度
と
し
て
、
こ
の
こ
と

に
耳
を
傾
け
て
下
さ
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
こ
の
市
社

協
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
セ
ン
タ
ー
で
も
、
開
始
当
初
か
ら
こ
の
お
話
を
し

て
参
り
ま
し
た
が
、
主
体
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
だ
く
ま
で
に
は
至
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
や
む
な
く
、
自
ら
の
力
で
漢
点
字
を
学
び
た
い
希
望
を
持
つ

視
覚
障
害
者
を
募
集
し
て
、
漢
点
字
の
資
料
を
作
製
し
提
供
す
る
こ

と
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

以
下
は
、
横
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
向
け
て
、
十
一
月

十
六
日
付
け
で
提
出
し
た
、
要
望
書
で
す
。

横
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
セ
ン
タ
ー

水
野

伍
平

統
括
部
長

様

下
嶋

悦
子

課
長

様

二
〇
〇
一
年
十
一
月
十
六
日

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

視
覚
障
害
者
の
識
字
に
つ
い
て
の
要
望

私
は
点
字
使
用
の
視
覚
障
害
者
で
す
。

今
年
、
公
募
さ
れ
ま
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
に

応
募
し
て
、
非
力
者
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
委
員
、
お
よ
び
市
社
協
の

職
員
の
皆
さ
ま
の
お
陰
で
、
何
と
か
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。こ

こ
に
提
出
い
た
し
ま
す
の
は
、
視
覚
障
害
者
の
識
字
に
関
し
て
、

二
つ
の
お
願
い
を
文
書
に
作
製
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
去
る
十
月
二
十
三
日
（
火
）
に
、
担
当
の
職
員
の
方
に
お

電
話
で
お
話
し
し
て
、
文
書
に
ま
と
め
る
よ
う
お
勧
め
い
た
だ
い
た
も

の
で
す
。

概

要

周
知
の
通
り
、
日
本
で
は
、
先
天
盲
あ
る
い
は
学
齢
前
に
失
明
し
た

視
覚
障
害
者
は
、
漢
字
の
知
識
を
習
得
す
る
機
会
を
得
て
お
り
ま
せ
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そ
れ
が
現
在
行
っ
て
お
り
ま
す
漢
点
字
羽
化
の
会
の
活
動
で
ご
ざ

い
ま
す
。

私
ど
も
が
行
っ
て
お
り
ま
す
活
動
は
、
い
わ
ば
識
字
の
運
動
で
あ
る

と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
「
識
字
」
は
、
世
界
の
歴
史
を
見
て

も
、
学
校
教
育
制
度
の
元
で
な
い
と
達
成
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
証
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
ど
も
の
現
在
の
活
動
を

続
け
て
、
視
覚
障
害
者
に
独
力
で
漢
字
の
世
界
を
知
っ
て
も
ら
う
と
い

う
こ
と
が
で
き
て
も
、
残
念
な
が
ら
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
の
人
に
だ
け

許
さ
れ
た
特
権
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
文
字
を
独
学
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
困
難
な
事
業
な
の
で
す
。

し
か
し
我
が
国
の
制
度
は
、
皆
に
等
し
く
開
か
れ
て
い
る
の
が
立
て

前
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
立
て
前
を
、
文
字
ど
お
り
の
も
の
に
す

る
に
は
、
本
来
で
し
た
ら
、
盲
学
校
等
の
教
育
機
関
に
手
が
け
て
い
た

だ
く
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
教
育
機
関
に
は
残
念
な
が
ら

全
く
そ
の
お
考
え
は
な
い
よ
う
で
す
。
盲
学
校
に
お
訪
ね
し
て
、
こ
の

よ
う
な
お
話
を
致
し
ま
し
て
も
、
お
答
え
は
い
た
だ
け
ま
せ
ん
し
、
反

対
の
ご
意
見
も
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
現
状
で
す
。

こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
て
参
り
ま
し
た
よ
う
に
、
識
字
は
、
学
校
教

育
、
と
り
わ
け
初
等
教
育
の
場
が
最
も
大
事
な
と
こ
ろ
で
、
社
会
に

出
て
か
ら
、
独
力
で
習
得
せ
よ
と
い
う
現
在
の
在
り
方
は
、
極
め
て
過

酷
な
情
況
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
以
下
の
お
願
い
を
申
し
上
げ
た
い
と
考
え
ま
す
。

要

望

以
上
の
よ
う
に
、
現
状
で
は
学
校
教
育
の
現
場
で
、
視
覚
障
害
者
へ

の
漢
字
教
育
を
行
お
う
と
い
う
発
想
は
な
い
よ
う
で
す
。

盲
学
校
の
先
生
方
の
中
に
は
、
点
線
文
字
や
浮
き
出
し
文
字
で
漢

字
を
教
え
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
視
覚
障
害
者

に
と
っ
て
の
文
字
は
、
指
先
で
触
読
で
き
る
文
字
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
残
念
な
が
ら
点
線
や
浮
き
出
し
の
形
を
文
字
と
し
て
読
み
取

る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
す
。
文
字
の
形
を
知
る
た
め
に
は
有
効
で

す
が
、
文
章
を
読
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
は
、
点
字
の
父
で

あ
る
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
我
が
国
に
置
き
換

え
れ
ば
、
漢
字
の
点
字
で
あ
る『
漢
点
字
』
の
教
育
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
社
会
的
な
お
仕
事
と
し
て
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
主

導
で
、
以
下
の
事
業
を
ご
検
討
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。一

．
市
内
在
住
・
在
勤
の
視
覚
障
害
者
を
対
象
に
、
漢
点
字
の

指
導
を
継
続
的
に
行
う
。

二
．
漢
点
字
訳
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
、
強
く
支
援
す
る
。

こ
の
二
点
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
施
策
は
、
時
間
を
か
け
て
練
り
上

げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
間
に
、
職
員
の
皆
さ
ま
や
そ
の
他
、

セ
ン
タ
ー
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
皆
さ
ま
に
も
、
充
分
に
ご
理
解
を

賜
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
会
と
致
し
ま
し
て
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
、
で
き

る
限
り
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
、
ご
検
討
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。















－ ２７ －

火の色やけふにはじまる十二月

日 野 草 城
ひ の そ う じ ょ う

北風 つ の ど こ よ り 早 く
き た くりや ひ

岡 本 眸
お か も と ひとみ

薄 め て も 花 の 匂 ひ の 葛湯 か な

渡 辺 水 巴
わ た な べ す い は

（「歳時記」より）

編
集
後
記

ノ
ー
ベ
ル
賞
の
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
て
い
ま
す
。

早
速
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
（
便
利
な
時
代
で
す
）
、
ノ

ー
ベ
ル
賞
っ
て
、
ど
ん
な
賞
が
あ
る
の
か
し
ら
、
今
年
の
授

賞
式
の
様
子
は
？
等
等
。

検
索
の
結
果
、
過
去
の
受
賞
者
の
一
覧
と
日
本
人
受
賞
者

の
一
覧
を
み
ま
し
た
。
一
九
四
九
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で

に
日
本
人
で
は
十
名
の
受
賞
者
の
名
が
、
物
理
学
賞
（
三
名
）

・

化
学
賞
（
三
名
）

・
医
学
生
理
学
賞
（
一
名
）

・
文
学
賞
（
二
名
）

・

平
和
賞
（
一
名
）

の
方
が
受
賞
。
「
経
済
学
賞
？
こ
ん
な
賞
も

あ
る
の
ね
！
」
（
残
念
な
が
ら
受
賞
者
な
し
）

理
数
と
呼
ば
れ
る
分
野
に
は
十
人
中
七
人
も
、
数
字
を
見

る
と
頭
が
痛
く
な
る
私
に
と
っ
て
は
、
す
ご
い
の
一
言
。

最
近
、
テ
レ
ビ
に
出
演
し
て
い
た
大
江
健
三
郎
氏
の
名
も
。

息
子
さ
ん
で
あ
る
、
ひ
か
る
さ
ん
の
お
話
し
を
さ
れ
た
と

き
の
優
し
い
顔
が
印
象
的
で
し
た
。

障
害
を
も
っ
た
方
の
中
に
は
、
優
れ
た
感
性
、
才
能
を
発

揮
す
る
方
が
多
い
と
、
お
話
を
さ
れ
た
方
の
言
葉
を
思
い
出

だ
し
ま
し
た
。

本
号
に
連
載
さ
れ
て
い
ま
す
「
点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と
漢
点
字

の
触
読
に
つ
い
て
」
の
中
の
「
私
た
ち
日
本
人
が
こ
う
し
て
読

み
書
き
し
て
い
る
文
章
は
、
香
り
高
い
も
の
も
、
…
…
点
字

の
世
界
は
仮
名
だ
け
で
十
分
と
…
…
」
、
本
文
の
最
後
の
言

葉
が
、
あ
ら
た
め
て
心
に
残
り
ま
す
。

次
回
の
発
行
は
二
月
十
五
日
で
す
。

宇
田
川

幸
子

※
本
誌
（
活
字
版
・
テ
ー
プ
版
・
デ
ィ
ス
ク
版
）
の
無
断
転
載
は
か
た
く

お
断
り
し
ま
す
。

表
紙
絵

岡

稲
子
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連載 ＥＩＢＲＫによる漢点字変換のための

入力マニュアル （２）

５． ア ル フ ァ ベ ッ ト の 入 力
アルファベットも、原則として全角で入力して下さい。

①日本語の文章のなかで、アルファベットが記号や略称として用い
られる場合、そのまま入力して下さい。

ＵＳＡ ＷＨＯ ３ＬＤＫタイプ
【注】Ｑ＆｀ＡやＰ＆｀ G のような場合は、「＆」と後ろのアル

ファベットとの間に、必ず「｀」（212E）を入れて下さい。
（アクサングラーブの項、後日掲載、参照）

②日本語の文中のアルファベットが単語や文章の場合、“ ”
（2148 2149）で括って下さい。この括弧は、外国語引用符とし
てのみ用いられます。

“Ｙｏｋｏｈａｍａ” “Ｗｉｎｄｏｗｓ”
“Ｔｉｍｅ ｉｓ ｍｏｎｅｙ．”

【注】日本語を“ ”で括りたい場合は、〝 〟（2D60 2D
61） で括って下さい。

③アポストロフィは、半角の「@'」を使って下さい。
（半角入力の項、後日掲載、参照）

8 o'clock “８ ｏ@'ｃｌｏｃｋ”
it's “ｉｔ@'ｓ”

④英文などをセンテンスで引用したい場合、引用の行頭に半角の
「\e」を入れ、最終行の行末（改行マークの直前）にも、「¥e」
を入れて下さい。

\e Ｙｅｓｔｅｒｄａｙ ａｌｌ ｍｙ ｔｒｏｕｂｌｅｓ ｓｅ
ｅｍｅｄ ｓｏ ｆａｒ ａｗａｙ

Ｎｏｗ ｉｔ ｌｏｏｋｓ ａｓ ｔｈｏｕｇｈ ｔｈｅｙ@'
ｒｅ ｈｅｒｅ ｔｏ ｓｔａｙ\e

【注】「\e」は、変換されるとスペースになりますので、行頭の
「\e」の後ろのスペースは一つにして下さい。
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⑤ＪＩＳコードには、㎝、㎏、㏄などのアルファベットの単位記号
がいくつかありますが（単位記号の項、次号掲載、参照）、これら
の記号は１文字ずつ全角のアルファベットで入力して下さい。
（これらの記号はそのまま入力してもかまいません。また全角の
アルファベットと組み合わせて使うこともできます。）

ｃｍ／ｓｅｃ ㎝／ｓｅｃ どちらも

ｍｍＨｇ ㎜Ｈｇ どちらも

⑥アルファベットのつなぎ符も数字と同様、「ハイフン」を用います。
ＣＤ‐ＲＯＭ

⑦「α、β」などのギリシア文字も、そのまま入力して下さい。
α β γ線

６． 括 弧 （囲み符号）

①ａ）キーボードから入力できる括弧
（ ） 小括弧（まる括弧）
「 」 かぎ括弧
｛ ｝ 中括弧
［ ］ 大括弧（かく括弧）

ｂ）記号選択あるいは辞書登録して入力する括弧
『 』 （2158 2159） 二重かぎ括弧
〈 〉 （2152 2153） 山括弧
《 》 （2154 2155） 二重山括弧
【 】 （215A 215B） 墨付き括弧
〔 〕 （214C 214D） 亀甲括弧
〝 〟（2D60 2D61） ひげ括弧
“ ” （2148 2149） ﾀﾞﾌﾞﾙｺｰﾃｰｼｮﾝ
‘ ’ （2146 2147） ｼﾝｸﾞﾙｺｰﾃｰｼｮﾝ
¨ ´ （212F 212D） （傍点･傍線対応）

②日本語文の中では、“ ”と‘ ’は、外国語引用符として用い
られます。日本語文にこれらが用いられている場合は、〝 〟
に替えて下さい。
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③¨ ´は括弧の類ではありませんが、類似の使い方をします。
傍点や傍線で強調されるところを括って示します。

人でなしの国 ¨人でなし´の国
．．．．

④（財）（株）（有）などの後ろは、一つスペースを入れて下さい。
（財） 日本漢字能力検定協会

⑤文学書に多いのですが、「……。」の後に（……）の文が陰の声
のようにある場合、閉じ括弧の後にスペースを一つ入れて下さい。

……情熱は死よりも強いものなのであろう。（もちろん死に対
する情熱は例外である。） かつまた恋はそういうもののうち
でも、…… （芥川龍之介『侏儒の言葉』）

７． 記 号 類

(１）「． ， ： ；」と「？ ！」

①外国文では、「． ， ： ；」の後ろに、必ずスペースを一つ
入れて下さい。「？ ！」の後ろには、日本語文同様スペースは
不要ですが、入れても大丈夫です。

“Ｇｏｏｄ ｍｏｒｎｉｎｇ， Ｍｒ． Ｓｕｚｕｋｉ．”
“Ｊ． F． Ｋｅｎｎｅｄｙ”

【注】Ｕ．Ｓ．Ａ．のようなｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄの略語は、省略符「．」と
後ろのｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄの省略の間は、スペースを入れずに続けま
す。(外国語引用符で括る場合は、アクサングラーブの項、参照）

【注】「．」が以下のように日本語文中に混じる場合も、「．」の後
ろにスペースが必要です。（「．」は省略することもあります。）

Ｊ． F． ケネディ
ａ． と b． の場合

(参考）「．」がない場合、または省略した場合。
Ｊ Ｆ ケネディ ａと bの場合

②「． ， ：」は数字とともに、用いられます。
（数字の入力の項、既出、参照）

③「．」は、表題番号の後の区切りに用いられます。その後ろには
必ずスペースを一つ入れて下さい。（レイアウトの項、後日掲載、参照）

１． 概要 ａ． 春の草花
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④「：」は、日本語文中で小見出し符として用いられます。
その場合は、「＿」（2132）に読み替えて入力し、「＿」の後ろ

に は必ずスペースを一つ入れて下さい。
（小見出し符は、行替えしない小さな見出しに使います。）

住所＿ 〒２２１‐００００ 横浜市神奈川区……
（その他の記号、次回掲載、参照）

点字に変換 「，」と「．」

墨字では、ピリオドと小数点、カンマと位取り点は同じ記号
号を使いますが、点字では異なる記号です。それに対応して
EIBRK では後ろに数字が来る場合、「．」「，」を以下のように
点字変換します。

「，」 カンマ「 」 直後に数字がくる場合は位取り点「 」
１２，０００ １２ ０００

「．」 ピリオド「 」 直後に数字がくる場合は小数点 「 」
３．１４ ３ １４

【注】ｐ．１５のような場合も、「．」は小数点「 」に変換さ
れます。「．」の後ろに「｀」を入れて小数点に点字変換
されることを防いで下さい。 （ｱｸｻﾝｸﾞﾗｰﾌﾞの項参照）

ｐ．｀１５ ｐ １５
B．C．｀１００ Ｂ Ｃ １００

（「ｐ１５」や「ＢＣ１００」は、そのまま入力できます。）

後ろにスペースを入れると、「．」は常にピリオド「 」
に、「，」は常にカンマ「 」に点字変換されます。

１． ２． ３． の答え
１ ２ ３ の答え

（記号類の項、次号へ続く）


