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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
二
七
）

山
内

薫

（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

今
回
、
羽
化
の
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立
ち
上
げ
る
に
当
た

っ
て
、
一
番
つ
き
あ
い
の
長
い
私
に
岡
田
さ
ん
の
紹
介
を
書
く

よ
う
に
と
い
う
話
が
舞
い
込
ん
だ
。
そ
こ
で
今
回
は
岡
田
さ
ん

に
出
会
っ
た
当
初
の
事
を
思
い
起
こ
し
て
み
た
い
。
た
ま
た

ま
、
図
書
館
関
係
の
月
刊
誌
『
み
ん
な
の
図
書
館
』
（
図
書
館

問
題
研
究
会
編

教
育
史
料
出
版
会
発
行
）
一
九
九
二
年
一
月

号
に
「
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
の
現
状
と
録
音
資
料
の
提
供
」
と
い

う
原
稿
を
書
い
た
折
、
そ
の
枕
に
岡
田
さ
ん
と
の
電
話
で
の
や

り
と
り
を
記
録
し
て
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
引
用
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
す
る
。
時
は
一
九
九
一
年
の
十
月
、
私
が
寺
島
図

書
館
に
勤
務
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

先
日
横
浜
市
に
住
む
利
用
者
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。
彼
は
現

在
横
浜
市
に
住
ん
で
い
る
が
、
奥
さ
ん
が
墨
田
区
に
住
ん
で
お

り
、
近
い
将
来
墨
田
区
に
住
む
予
定
で
、
以
前
に
も
漢
点
字
の

こ
と
で
電
話
を
貰
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
日
の
電
話
の
趣
旨

は
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
月
刊
誌
を
作
り
た
い
の
だ

が
、
そ
の
入
力
に
協
力
し
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
い
る
だ

ろ
う
か
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
彼
は
Ａ
Ｏ
Ｋ
の
六
点
漢
字
・
漢

点
字
変
換
点
字
ワ
ー
プ
ロ
を
持
っ
て
お
り
、
デ
ィ
ス
ク
の
フ
ァ

イ
ル
を
音
声
変
換
装
置
に
よ
っ
て
読
む
と
い
う
形
の
月
刊
誌
を

作
り
た
い
の
だ
と
言
う
。
そ
の
時
の
一
時
間
以
上
に
及
ぶ
電
話

に
よ
る
応
答
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
み
よ
う
。

山
「
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
月
刊
誌
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に

は
？
」

岡
「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
に
せ
い
ぜ
い
四
百
字
二
百
枚
程
度
の
雑
誌

の
情
報
を
入
力
し
て
、
そ
れ
を
会
員
に
郵
送
し
、
会
員
は
音
声

変
換
に
よ
っ
て
読
む
と
い
う
形
式
で
、
そ
の
入
力
を
や
っ
て
く

れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
捜
し
て
い
る
。
」

山
「
一
口
に
雑
誌
と
言
っ
て
も
、
例
え
ば
現
在
全
国
で
お
よ

そ
二
五
〇
種
類
余
り
の
テ
ー
プ
雑
誌
が
流
通
し
て
い
る
が
、
全

部
を
収
録
し
な
い
ま
で
も
、
墨
字
の
雑
誌
と
何
と
か
対
応
す
る

も
の
は
ほ
ん
の
僅
か
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
一
方
で
墨
田
区
の
図

書
館
だ
け
で
も
五
百
種
類
、
東
京
の
公
立
図
書
館
で
一
六
〇
〇

種
類
、
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
三
千
種
類
の
雑

誌
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
個
々
人
の
興
味
や
関
心
に
合
わ
せ

て
、
し
か
も
迅
速
に
情
報
を
提
供
す
る
に
は
、
今
ま
で
の
よ
う

な
テ
ー
プ
雑
誌
の
提
供
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
墨
田
区
で
は

目
次
だ
け
を
読
ん
だ
テ
ー
プ
を
作
成
し
て
聞
い
て
も
ら
い
、
興

味
の
あ
る
記
事
に
つ
い
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
電
話
で
、
あ
る
い
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と
い
う
訳
で
デ
ィ
ス
ク
・
マ
ガ
ジ
ン
に
つ
い
て
は
そ
ん
な
や

り
と
り
が
な
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
話
は
次
の
よ
う
に
脱

線
し
て
い
っ
た
。

岡
「
私
が
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
文
学
で
、
主
な
文
学
関

係
の
六
誌
程
の
雑
誌
に
は
眼
を
通
し
て
い
ま
す
。
」

山
「
え
っ
、
『
文
学
界
』
や
『
群
像
』
『
新
潮
』
『
文
芸
』

な
ん
か
で
す
か
。
」

岡
「
え
え
、
目
次
を
読
ん
で
も
ら
っ
て
読
み
た
い
記
事
を
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
に
録
音
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
『
文
学
界
』
だ

け
は
全
部
を
毎
月
九
〇
分
テ
ー
プ
一
二
～
一
三
本
で
読
ん
で
い

ま
す
。
最
近
で
は
小
川
洋
子
が
い
い
で
す
ね
。
」

山
「
今
、
女
性
の
作
家
が
面
白
い
で
す
か
ら
ね
。
江
國
香
織

え

ぐ

に

か

お

り

の
『
き
ら
き
ら
ひ
か
る
』
は
抜
群
で
し
た
よ
。
彼
女
は
『
フ
ェ

ミ
ナ
』
と
い
う
雑
誌
の
賞
を
取
っ
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ん
で
す

が
、
児
童
文
学
も
書
い
て
い
て
、
ど
れ
も
な
か
な
か
い
い
で
す

よ
。
」

岡
「
江
國
香
織
は
読
ん
で
い
ま
せ
ん
が
、
文
芸
誌
で
は
『
海

燕
』
と
『
現
代
詩
手
帖
』
が
面
白
い
で
す
ね
。
」

山
「
え
っ
、
『
海
燕
』
と
『
現
代
詩
手
帖
』
を
読
ん
で
る
ん

で
す
か
。
す
ご
い
。
『
海
燕
』
で
は
今
は
休
ん
で
い
ま
す
が

吉
本
隆
明
が
連
載
を
し
て
い
た
し
、
『
現
代
詩
手
帖
』
で
は

よ
し
も
と
た
か
あ
き

藤
井
貞
和
と
瀬
尾
育
生
の
湾
岸
戦
争
論
争
が
今
話
題
で
す

ふ

じ

い

さ

だ

か

ず

せ

お

い

く

お

が
。
」

は
テ
ー
プ
に
収
録
し
て
聞
い
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
電
話
で

そ
の
ま
ま
目
次
や
記
事
の
一
部
を
読
ん
で
い
る
。
公
共
図
書
館

と
し
て
蔵
書
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
う
し
た
サ
ー

ビ
ス
を
中
心
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
デ
ィ
ス
ク
・

マ
ガ
ジ
ン
と
い
っ
て
も
、
ど
ん
な
雑
誌
を
選
択
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
一
番
問
題
だ
が
・
・
・
」

岡
「
例
え
ば
、
ポ
ー
ラ
化
粧
品
で
出
し
て
い
る
『
Ｉ
Ｓ
』
な

ど
最
近
企
業
が
出
し
て
い
る
雑
誌
に
も
面
白
い
記
事
が
出
て
い

る
。
そ
う
い
う
情
報
が
あ
る
こ
と
自
体
を
知
ら
な
い
で
、
現
在

あ
る
テ
ー
プ
雑
誌
な
ど
の
少
な
い
情
報
で
満
足
し
て
し
ま
っ
て

い
る
人
が
多
い
の
で
、
特
定
の
雑
誌
に
限
定
せ
ず
、
な
る
べ
く

広
い
範
囲
の
雑
誌
か
ら
記
事
を
拾
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば

と
思
っ
て
い
る
。
」

山
「
『
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｉ
ｋ
ｏ
』
と
か
『
ハ
ー
ヴ
ェ
ス
タ
』
と

か
、
古
く
は
『
エ
ナ
ジ
ー
』
等
も
面
白
か
っ
た
。
例
え
ば
企
業

に
そ
う
し
た
雑
誌
を
デ
ィ
ス
ク
情
報
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
」

岡
「
企
業
イ
メ
ー
ジ
を
よ
く
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
積
極

的
に
働
き
か
け
れ
ば
可
能
性
が
な
い
こ
と
も
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
」

山
「
し
か
し
著
作
権
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
う
簡
単
に
は

い
か
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
漠
然
と
雑
誌
と
い
っ
て
も
、
主

に
ど
ん
な
分
野
の
雑
誌
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。
」
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岡
「
え
え
、
そ
れ
ら
は
皆
読
ん
で
い
ま
す
。
『
海
燕
』
は
全

体
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
毎
月
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
サ
ー
ビ
ス
と

い
う
形
で
読
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
」

山
「
い
や
ー
感
激
で
す
ね
。
こ
ん
な
こ
と
言
う
と
失
礼
で
す

が
、
テ
ー
プ
雑
誌
の
作
成
状
況
や
私
の
知
っ
て
い
る
視
覚
障

害
の
人
た
ち
の
興
味
や
関
心
か
ら
見
て
、
『
海
燕
』
や
『
現
代

詩
手
帖
』
を
読
ん
で
い
る
人
が
い
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
最
近
詩
で
は

平
出
隆

と
吉
岡
実
を
集
中
的
に
読
ん
で
い

ひ
ら
い
で
た
か
し

る
ん
で
す
が
、
平
出
隆
の
『
胡
桃
の
戦
意
の
た
め
に
』
は
い
い

で
す
よ
。
」

岡
「
え
え
、
平
出
隆
、
入
沢
康
夫
な
ん
か
は
好
き
で
す
。
で

い
り
ざ
わ
や
す
お

も
詩
は
テ
ー
プ
や
点
字
で
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
読
む
の
は
ほ

と
ん
ど
評
論
で
す
。
」

山
「
そ
う
で
す
ね
。
入
沢
康
夫
の
『
わ
が
出
雲
・
わ
が
鎮

魂
』
等
は
、
視
覚
的
な
要
素
が
強
く
て
、
例
え
ば
逆
さ
文
字
に

鏡
を
あ
て
て
読
む
よ
う
な
と
こ
ろ
が
出
て
き
ま
す
か
ら
ね
。
」

岡
「
そ
う
で
す
か
。
や
は
り
現
代
詩
は
漢
字
や
眼
で
見
た
印

象
が
大
切
だ
と
思
っ
て
作
品
そ
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い

な
い
ん
で
す
。
せ
め
て
漢
点
字
で
読
め
る
と
い
い
ん
で
す
が

ね
。
」

山
「
漢
点
字
で
は
詩
を
点
訳
し
た
も
の
は
な
い
ん
で
す

か
？
」

岡
「
え
え
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
俳
句
や
短
歌
を
や
っ

て
い
る
視
覚
障
害
者
は
結
構
い
る
の
で
す
が
、
現
代
詩
ど
こ
ろ

か
、
そ
う
し
た
も
の
の
漢
点
字
の
本
も
皆
無
と
言
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。
」

山
「
そ
う
そ
う
。
昨
年
の
秋
に
『
新
潮
』
の
臨
時
増
刊
で

『
日
本
の
詩
一
〇
一
年
』
と
い
う
の
が
出
ま
し
た
。
一
年
に
一

作
品
を
選
ん
で
一
〇
一
年
、
一
〇
一
人
の
一
〇
一
の
詩
で
構
成

す
る
と
い
う
、
な
か
な
か
面
白
い
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
な
ん
で
す

が
、
と
り
あ
え
ず
戦
後
の
部
分
の
詩
を
漢
点
字
で
打
ち
出
し
て

み
ま
し
ょ
う
か
。
緑
図
書
館
で
点
字
ワ
ー
プ
ロ
を
導
入
し
て
パ

ソ
コ
ン
点
訳
を
始
め
て
以
来
そ
の
需
要
は
大
変
な
も
の
で
、
点

字
ワ
ー
プ
ロ
を
置
い
て
あ
る
録
音
室
は
い
つ
行
っ
て
も
、
点
訳

グ
ル
ー
プ
の
人
や
漢
点
字
の
利
用
者
が
打
ち
出
し
や
校
正
を
や

っ
て
い
る
と
い
う
盛
況
ぶ
り
で
す
。
」

岡
「
そ
れ
は
是
非
お
願
い
し
た
い
で
す
ね
。
そ
の
臨
時
増
刊

は
平
出
隆
と
辻
井
喬
、
正
津
勉
と
谷
川
俊
太
郎
の
二
つ
の
対
談

つ
じ
い
た
か
し

し
ょ
う
づ
べ
ん

た
に
か
わ
し
ゅ
ん
た
ろ
う

は
読
み
ま
し
た
が
作
品
そ
の
も
の
は
読
ん
で
い
な
い
の
で
楽
し

み
で
す
。
」

こ
う
し
て
話
は
止
め
度
も
な
く
続
き
、
今
年
は
ラ
ン
ボ
ー
の

没
後
百
年
に
あ
た
り
、
寺
島
図
書
館
で
彼
の
命
日
の
一
日
前
の

十
一
月
九
日
に
詩
人
の
渋
沢
孝
輔
に
「
見
者
と
修
羅
ー
ラ
ン
ボ

し
ぶ
さ
わ
た
か
す
け

ー
と
宮
澤
賢
治
」
と
い
う
講
演
会
を
お
願
い
し
た
こ
と
、
も
う

一
本
の
講
演
会
に
赤
坂
憲
男
か
『
男
は
ど
こ
に
い
る
の
か
』
の

あ
か
さ
か
の
り
お

小
浜
逸
郎
を
考
え
て
い
る
が
、
赤
坂
憲
男
の
天
皇
制
論
は
講
演

こ
は
ま
い
つ
ろ
う
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会
に
は
馴
染
み
に
く
い
と
話
す
と
、
彼
は
す
か
さ
ず
赤
坂
憲
男

な
ら
異
人
論
が
面
白
い
と
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
小
浜
逸
郎
の
方
の
話
を
聞
き
た
い
が
、
丁
度

そ
の
二
人
が
中
心
と
な
っ
て
出
し
て
い
た
同
人
誌
『
て
お
り

あ
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
手
元
に
あ
る
の
で
送
る
か
ら
読
ん

で
み
て
欲
し
い
と
、
二
日
後
に
は
『
て
お
り
あ
』
５
冊
が
郵
送

さ
れ
て
き
た
。
ま
た
小
浜
逸
郎
の
話
か
ら
上
野
千
鶴
子
に
話
は

う

え

の

ち

づ

こ

及
び
、
最
近
出
た
『
性
愛
論
』
で
は
森
崎
和
江
と
の
対
談
が
圧

も
り
さ
き
か
ず
え

巻
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
小
浜
逸
郎
が
よ
く
書
い
て
い
る

『
現
代
思
想
』
や
吉
本
隆
明
が
出
し
て
い
る
『
試
行
』
の
話
の

中
で
は
、
『
現
代
思
想
』
は
表
紙
を
見
た
だ
け
で
朗
読
者
に
敬

遠
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
『
試
行
』
は
数
年
前
ま
で
眼
を
通
し

て
い
た
が
、
広
告
が
面
白
く
、
村
瀬
学
の
名
前
を
知
っ
た
の
も

そ
の
広
告
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
、
寺
島
図
書
館
で
『
試
行
』
を

と
っ
て
い
る
の
で
今
度
目
次
を
読
む
こ
と
等
々
、
話
題
は
あ
ち

こ
ち
に
飛
び
、
時
間
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い
っ
た
。
最

後
に
お
互
い
が
い
み
じ
く
も
漏
ら
し
た
言
葉
は
「
視
覚
障
害
の

人
と
こ
う
い
う
話
が
で
き
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
「
図
書
館

員
と
こ
う
い
う
話
が
で
き
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
パ
ソ
コ
ン
点
訳
を
や
っ
て
い
る
人
に
協
力
し
て
も

ら
っ
て
、
先
の
『
日
本
の
詩
一
〇
一
年
』
か
ら
戦
後
の
部
分
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
四
十
六
の
詩
作
品
、
平
出
隆
の
『
胡
桃
の
戦

意
の
た
め
に
』
、
吉
岡
実
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
私
の
独
断
と
偏

見
で
選
択
し
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
一
太
郎
で
入
力
し
て
も
ら

い
、
Ｂ
Ｒ
Ｐ
Ｃ
と
い
う
漢
点
字
の
ソ
フ
ト
で
打
ち
出
す
作
業
に

入
っ
た
。
そ
し
て
数
日
後
に
戦
後
の
黒
田
喜
男
、
鮎
川
信
夫
、

く

ろ

だ

よ

し

お

あ
ゆ
か
わ
の
ぶ
お

北
村
太
郎
、
田
村
隆
一
の
詩
と
吉
岡
実
の
「
夏－

Ｙ
・
Ｗ
に
」

き
た
む
ら
た
ろ
う

た
む
ら
り
ゅ
う
い
ち

を
試
し
に
打
ち
出
し
て
、
漢
点
字
訳
の
や
り
方
に
つ
い
て
相
談

す
る
た
め
に
彼
に
送
っ
た
。
漢
点
字
で
初
め
て
現
代
詩
を
読
ん

だ
彼
は
多
少
興
奮
気
味
で
電
話
を
く
れ
、
毎
日
外
出
す
る
と
き

に
も
持
ち
歩
い
て
い
る
と
話
し
、
吉
岡
実
な
ら
「
僧
侶
」
が
是

非
読
み
た
い
と
リ
ク
エ
ス
ト
さ
れ
た
。
ま
た
こ
う
し
た
も
の
を

自
分
一
人
が
享
受
す
る
の
は
勿
体
な
い
の
で
、
漢
点
字
協
会
な

ど
を
通
じ
て
Ｐ
Ｒ
し
た
い
と
語
っ
た
。

（
会
話
の
部
分
に
発
言
者
の
頭
文
字
を
挿
入
し
た
）

以
上
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
枕
の
部
分
の
全
文
で
す
。
翌
年

に
は
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
が
誕
生
し
、
多
く
の
漢
点
字
書
が

こ
の
世
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
講
演
会
で
話
を
し

て
下
さ
っ
た
渋
沢
孝
輔
氏
は
亡
く
な
ら
れ
、
『
試
行
』
は
休
刊

と
な
り
、
歳
月
を
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
四
月
で
羽
化
の

会
も
発
足
十
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
ま
す
。
私
は
今
で
も
、
岡

田
さ
ん
の
よ
う
に
本
や
雑
誌
を
読
ん
で
い
る
視
覚
障
害
者
に
出

会
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
も
っ
と
も
っ
と
様

々
な
資
料
が
存
在
す
る
こ
と
を
広
く
伝
え
、
そ
の
資
料
が
漢
点

字
訳
と
い
う
本
来
の
形
態
で
読
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
一
層

努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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東
洋
医
学
に
つ
い
て
（
三
）

小
池
上

惇

三

臓

腑

（
一
）
人
体
の
構
成

東
洋
医
学
で
は
、
人
体
は
、
臓
腑
（
内
臓
）
、
四
肢
（
手

足
）
、
百
蓋
（
骨
）
、
五
官
（
感
覚
器
）
、
皮
毛
（
皮
膚
）
、

筋
（
腱
）
、
肌
肉
（
筋
肉
）
、
血
（
血
液
）
、
脈
（
血
管
）
か

ら
で
き
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
二
）
五
臓
六
腑

ア

五

臓

肝
、
心
、
脾
、
肺
、
腎
を
五
臓
と
い
い
ま
す
。
現
代
医
学
的

に
い
う
と
、
実
質
器
官
で
あ
り
、
働
き
の
上
で
は
、
物
質
の
生

産
と
貯
蔵
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
は
、
東
洋
医
学
の
五
臓
は
現
代
医
学
の
内
臓
と
は
全
く

 

同
じ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
東
洋
医
学

の
肝
は
、
現
代
医
学
の
肝
臓
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
内
臓
の

働
き
の
う
ち
、
「
木
」
の
性
質
を
当
て
は
め
た
も
の
と
考
え
た

方
が
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
後
か
ら
も
述
べ
ま
す
が
、

東
洋
医
学
で
は
、
五
臓
に
精
神
作
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
病
の
時
、
精
神
状
態
に
変
化
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

イ

六

腑

胆
、
小
腸
、
胃
、
大
腸
、
膀
胱
、
三
焦
を
六
腑
と
い
い
ま

す
。
現
代
医
学
的
に
は
、
中
空
器
官
で
、
働
き
の
上
で
は
、
物

質
の
運
搬
や
排
泄
を
行
う
器
官
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ウ

奇
恒
の
腑

東
洋
医
学
で
は
、
形
は
腑
に
似
て
い
て
、
働
き
が
臓
に
似
て

い
る
器
官
を
奇
恒
の
腑
と
呼
び
他
の
臓
腑
と
区
別
し
て
い
ま

す
。
奇
恒
の
腑
に
属
す
る
器
官
に
は
、
骨
、
髄
、
脳
、
脈
、

胆
、
女
子
包
（
子
宮
）
が
あ
り
ま
す
。
骨
や
髄
、
脈
な
ど
は
ど

う
考
え
て
も
内
臓
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
も
東
洋

医
学
独
特
の
考
え
方
で
す
。

（
三
）
臓
腑
と
身
体
組
織
・
諸
器
官
と
の
関
係

五
臓
は
五
行
の
色
体
表
で
同
じ
性
質
を
持
つ
も
の
と
関
係
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
五
行
の
「
木
」
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
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肝
は
、
腑
で
は
胆
、
五
主
で
は
筋
、
五
根
で
は
目
と
関
係
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
肝
に
病
気
が
あ
る
と
、
筋

が
引
き
つ
っ
た
り
、
視
力
が
落
ち
た
り
す
る
の
で
す
。

（
四
）
臓
腑
の
形
態
と
生
理
作
用

ア

肝
…
第
９
胸
椎
に
付
着
し
、
次
の
よ
う
な
働
き
を

し
て
い
ま
す
。

①
血
を
貯
蔵
し
、
血
液
量
を
調
節
す
る
。

②
筋
を
支
配
す
る
。

③
目
を
支
配
す
る
。

④
気
血
の
流
れ
を
維
持
し
情
緒
を
安
定
さ
せ
る
。

⑤
精
神
的
に
は
、
根
気
強
さ
を
養
う
。

こ
こ
で
、
第
９
胸
椎
に
付
着
す
る
と
い
う
の
は
、
第
９
胸
椎

の
あ
た
り
に
最
も
反
応
が
現
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま

た
、
気
血
と
は
、
後
で
述
べ
る
経
絡
の
中
を
流
れ
て
い
る
も
の

で
す
。

イ

心
…
第
５
胸
椎
に
付
着
す
る
。

①
血
脈
を
司
る
。

②
神
を
蔵
す
る
。

③
舌
を
支
配
す
る
。

血
脈
を
司
る
と
い
う
の
は
、
循
環
機
能
の
原
動
力
と
な
る
と

い
う
こ
と
で
、
ほ
ぼ
現
代
医
学
の
心
臓
と
一
致
し
て
い
ま
す
。

神
を
蔵
す
る
と
い
う
の
は
、
何
と
な
く
神
秘
的
な
機
能
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
精
神
的
緊
張
の
時
、
胸
が
ど

き
ど
き
す
る
な
ど
の
経
験
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
③
の
舌
を
支
配
す
る
と
い
う
の
は
、
単
な

る
五
臓
の
色
体
表
と
の
関
係
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
心
の
病
の
と
き
、
舌
が
も
つ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ

る
と
い
い
ま
す
か
ら
、
全
く
的
外
れ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

ウ

脾
…
第

胸
椎
に
付
着
す
る
。

11

胃
の
上
に
覆
い
被
さ
り
、
形
は
馬
蹄
形
、
壷
形
ま
た
は
鎌
形

な
ど
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

①
運
化
作
用
（
消
化
、
吸
収
）

②
統
血
作
用
（
経
脈
内
の
血
液
を
漏
ら
さ
な
い
作
用
）

③
口
や
筋
肉
を
支
配
す
る
。

④
精
神
作
用
と
し
て
は
、
意
志
に
関
係
す
る
。

働
き
や
形
か
ら
考
え
る
と
、
現
代
医
学
の
脾
臓
や
膵
臓
・
十

二
指
腸
を
合
わ
せ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

エ

肺
…
第
３
胸
椎
に
付
着
す
る
。

諸
臓
の
蓋
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

①
気
を
司
る
。

②
水
道
を
通
調
す
る
。
（
水
分
代
謝
を
調
節
す
る
）

③
皮
膚
を
支
配
し
、
鼻
に
開
く
。

諸
臓
の
蓋
と
な
る
と
い
う
の
は
、
臓
腑
の
中
で
最
も
上
に
あ
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る
と
い
う
意
味
で
す
。
機
能
や
形
態
か
ら
見
て
、
現
代
医
学
の

肺
に
似
て
い
ま
す
が
、
水
分
の
代
謝
な
ど
少
し
違
う
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。

オ

腎
…
第
２
腰
椎
に
付
着
す
る
。

黒
紫
色
で
、
石
の
玉
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

①
精
を
蔵
す
る
。

②
先
天
の
元
気
を
宿
す
。

③
水
の
代
謝
を
司
る
。

④
納
気
を
司
る
。

⑤
骨
を
支
配
す
る
。

⑥
耳
を
支
配
す
る
。

こ
こ
で
、
納
気
と
い
う
の
は
、
吸
息
の
こ
と
で
、
腎
も
呼
吸

に
関
係
す
る
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
先
天
の

元
気
と
は
親
か
ら
受
け
継
い
だ
生
命
力
と
い
う
こ
と
で
す
。
現

代
医
学
の
腎
臓
の
他
に
、
生
殖
器
や
副
腎
の
機
能
を
も
含
め
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

以
上
で
五
臓
の
説
明
は
終
わ
り
ま
す
が
、
現
代
医
学
の
内
臓

と
は
随
分
違
う
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
「
病
は
気
か

ら
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
病
気
に
な
る
と
精
神
状
態

に
も
変
化
が
起
こ
り
、
又
、
精
神
的
影
響
に
よ
っ
て
病
気
に
な

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
臓
腑
と
精
神
と
を
結
び
つ
け
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
東
洋
医
学
の
解
剖
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
東
洋
医
学
そ
の
も
の
の
価
値
も
低
く
見
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も
東
洋
医
学
は
臨
床
が
第
一
で
臨

床
的
な
経
験
か
ら
内
臓
の
機
能
も
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

六
腑
に
つ
い
て
は
紙
数
の
関
係
で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
が
、
最
後
に
三
焦
に
つ
い
て
少
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
五
行
理
論
で
は
、
五
臓
五
腑
で
よ
い
わ
け
で
す
が
、
こ
れ

を
経
絡
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
と
一
つ
ず
つ
足
り
な
く
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
臓
で
は
心
包
、
腑
で
は
三
焦
を
加
え
、
経
絡

と
合
わ
せ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
三
焦
は
形
が
無
く
働
き
だ
け
を

持
つ
腑
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
す
べ
て
の
臓
腑
の
機

能
を
総
合
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
三
焦
と
い
う
名
の
通
り
上
・
中
・
下
の
三
つ
の
部

分
に
分
か
れ
ま
す
が
、
上
部
は
心
と
肺
、
中
部
は
肝
・
胆
・
脾

・
胃
、
下
部
は
大
腸
・
小
腸
・
腎
・
膀
胱
を
総
合
し
た
も
の
な

の
で
す
。

臓
腑
の
説
明
だ
け
で
紙
数
が
つ
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
次
回

は
経
絡
と
経
穴
・
気
・
血
・
津
液
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に
し
ま

す
。
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点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
十
四
）

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
（
つ
づ
き
）

前
号
で
は
、
本
誌
の
読
者
の
ご
寄
稿
の
、
二
四
号
（
二
〇
〇

一
年
二
月
）
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
記
事
『
漢
字
教
育
と

日
本
点
字
委
員
会
』
に
依
拠
し
な
が
ら
、
視
覚
障
害
者
（
児
）

が
、
漢
字
の
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
現
状
に
つ
い
て
、
日
本
語

点
字
の
表
記
法
を
研
究
し
普
及
を
図
っ
て
い
る
日
本
点
字
委
員

会
（
以
下
、
日
点
委
と
言
う
）
の
、
漢
字
と
視
覚
障
害
者
に
対

す
る
姿
勢
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
今
回
も
そ
の
続
き
で
す
。

こ
の
記
事
の
著
者
は
、
昨
年
初
頭
に
催
さ
れ
た
、
点
字
の
新

た
な
表
記
法
と
、
点
字
表
記
の
認
定
試
験
の
説
明
の
た
め
の
集

会
の
席
上
、
日
点
委
の
三
名
の
方
々
が
、
質
議
に
答
え
る
形

で
、
視
覚
障
害
者
と
漢
字
教
育
に
つ
い
て
、
初
め
て
見
解
を
開

陳
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
、
し
か
し
誠
に
残
念
な
こ
と
に
、
そ

の
見
解
が
、
大
変
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

前
号
で
、
私
は
こ
の
記
事
を
お
借
り
し
て
、
こ
こ
に
あ
る
お

三
方
の
内
の
お
一
人
の
見
解
に
触
れ
て
、
日
点
委
の
姿
勢
の
一

つ
を
た
だ
し
ま
し
た
。
私
の
理
解
で
は
、
そ
の
見
解
に
は
二
つ

の
誤
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
す
。

一
つ
は
、
日
点
委
は
私
的
な
団
体
で
あ
っ
て
、
公
的
な
責
任

は
負
わ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
一
般
に

個
人
で
あ
れ
団
体
で
あ
れ
、
人
は
社
会
で
活
動
す
る
限
り
、
私

的
な
立
場
と
公
的
な
立
場
と
を
合
わ
せ
持
っ
て
臨
み
ま
す
。
従

っ
て
、
そ
こ
に
生
ず
る
責
任
も
、
私
的
な
も
の
と
公
的
な
も
の

と
が
、
コ
イ
ン
の
双
面
の
よ
う
に
、
必
ず
出
現
し
て
来
ま
す
。

た
と
え
ご
く
小
規
模
な
、
個
人
的
な
集
ま
り
で
あ
っ
て
も
、
最

低
の
社
会
の
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
る
と
い
う
、
誠
に
当
然
の

責
任
の
存
在
を
、
否
定
で
き
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ

と
同
様
、
日
点
委
が
、
視
覚
障
害
者
の
関
係
団
体
の
委
嘱
を
受

け
た
私
的
な
団
体
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
公
的
な
責
任
を
免

れ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
日
点
委
は
、
日
盲
社
協
と

い
う
全
国
的
な
視
覚
障
害
者
関
係
施
設
の
団
体
と
、
そ
こ
で
活

動
す
る
視
覚
障
害
者
と
そ
の
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
そ
の
団

体
、
ま
た
そ
こ
で
働
く
職
員
に
大
き
な
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
全
国
の
視
覚
障
害
者
一
人
一
人
に
、
点
字
と
い
う

文
字
を
通
し
て
、
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
の
現
状
は
、

社
会
の
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
る
と
い
う
程
度
を
は
る
か
に
超
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え
て
、
公
的
な
責
任
の
所
在
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
日
点
委
は
仮
名
点
字
の
表
記
に
は
責
任
が
あ

る
が
、
漢
字
の
点
字
に
は
責
任
を
負
う
立
場
に
な
い
、
と
発
言

し
て
い
る
こ
と
で
す
。
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
？

日
点
委
は
何
を
す
る
た
め
の
組
織
な
の
で
し
ょ
う
か
？
私
た

ち
が
点
字
を
使
用
す
る
際
、
当
初
、
日
本
語
の
点
字
に
は
漢
字

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
従
っ
て
当
時
の
日
点
委
が
仮
名
の
点

字
の
研
究
に
力
を
傾
注
し
た
と
い
う
の
も
頷
け
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
日
本
語
の
表
記
は
、
仮
名
だ
け
で
行
え
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
す
。
本
来
な
ら
ば
日

点
委
自
身
が
、
こ
の
よ
う
な
情
況
に
メ
ス
を
入
れ
て
、
漢
字
を

点
字
で
表
記
す
る
方
法
の
開
発
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

立
場
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
現
実
は
、
日
点
委

は
視
覚
障
害
者
に
漢
字
を
与
え
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
責
任
を
放

棄
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
語
を
母
国
語
と

し
て
生
ま
れ
た
者
、
日
本
語
を
学
び
た
い
と
希
望
す
る
者
の
中

で
、
唯
一
視
覚
に
障
害
を
持
つ
者
だ
け
が
、
そ
れ
を
表
記
す
る

文
字
を
、
公
式
に
は
、
未
だ
に
持
て
ず
に
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
一
つ
に
、
日
点
委
の
体
質
の
も
た
ら
し
た
情
況
と
考
え
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。

以
上
が
、
前
回
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
す
。

 

*

お
二
人
目
の
ご
発
言
は
左
の
と
お
り
で
す
。*

《
六
点
漢
字
に
関
し
て
は
、
筑
波
大
附
属
盲
で
実
験
的
に
検

証
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
創
案
者
の
長
谷
川
先
生
自
身
、
教
育

の
場
で
児
童
・
生
徒
に
教
え
る
も
の
で
は
な
い
と
の
意
見
で
あ

る
。
漢
点
字
に
関
し
て
は
、
読
み
書
き
の
面
で
大
き
な
負
担
が

あ
る
。
漢
点
字
を
推
進
す
る
会
の
代
表
者
の
弁
に
も
あ
る
よ
う

に
、
利
用
者
も
少
な
く
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
の
は
、
何
ら
か

の
難
点
が
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
名
点
字
が
一
一
〇

年
継
続
し
て
い
る
事
実
と
比
較
し
て
欲
し
い
。
従
っ
て
、
教
育

の
場
で
点
字
に
よ
る
漢
字
教
育
を
採
用
す
る
考
え
は
な
い
。
漢

字
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
、
自
主
的
に
勉
強
す
れ
ば
、
一
年

も
あ
れ
ば
マ
ス
タ
ー
で
き
る
。
》

こ
の
委
員
の
方
は
、
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？
著
者
は
、
発
言
者
の
お
話
を
要
領
よ
く
ま
と
め
て
下
さ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
私
は
前
回
同
様
、
も
う
一
度
整
理

し
て
、
読
み
解
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ａ
．
ま
ず
六
点
漢
字
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

筑
波
大
附
属
盲
学
校
で
実
験
的
に
指
導
を
行
っ
て
み
た
が
、

創
案
者
の
長
谷
川
先
生
（
元
同
校
教
諭
、
長
谷
川
貞
夫
氏
）
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が
、
学
校
教
育
で
取
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い

る
。こ

れ
は
、
あ
る
意
味
で
卓
見
で
す
。
本
稿
で
も
次
章
で
考
え

る
予
定
の
、
私
も
意
見
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
す
。

た
だ
し
、
長
谷
川
氏
や
こ
の
委
員
の
見
解
と
私
の
そ
れ
と
は
、

そ
こ
に
至
る
過
程
も
、
ま
た
そ
の
後
の
志
向
も
異
な
っ
て
い
る

も
の
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
こ
れ
に
深
く
触
れ

ず
、
次
回
に
譲
る
こ
と
に
し
ま
す
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
さ
れ
る
の
が
、
筑
波
大
附
属
盲

学
校
で
取
り
上
げ
た
の
は
六
点
漢
字
で
あ
っ
て
、
漢
点
字
で
は

な
い
こ
と
で
す
。
六
点
漢
字
に
関
し
て
は
こ
の
見
解
も
有
効
で

し
ょ
う
が
、
漢
点
字
を
検
証
せ
ず
に
、
六
点
漢
字
か
ら
類
推
し

て
、
そ
れ
に
立
っ
て
同
様
の
結
論
を
導
く
こ
と
は
、
大
変
遺
憾

な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
こ
の
委
員
の
見
知
に
は
、

漢
点
字
に
対
す
る
評
価
に
、
こ
の
よ
う
な
類
推
が
決
定
的
に
影

響
を
与
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ｂ
．
漢
点
字
は
読
み
書
き
が
困
難
で
あ
っ
て
、

そ
の
使
用
者
も
減
少
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
漢
点
字
に
何
ら
か
の
難
点
が
内
在
す
る
こ
と
を

思
わ
せ
る
も
の
で
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
教
育
課
程
で
取
り
上

げ
る
考
え
は
な
い
。

こ
れ
も
次
章
で
、
六
点
漢
字
と
比
較
し
な
が
ら
、
漢
点
字
が

 
如
何
に
読
み
に
優
れ
、
如
何
に
日
常
の
使
用
に
耐
え
う
る
文
字

で
あ
る
か
、
証
す
予
定
で
す
。

し
か
し
、
漢
点
字
の
使
用
者
の
減
少
を
、
漢
点
字
に
欠
点
が

あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
い
う
発
言
は
、
決
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
い
わ
ゆ
る

「
た
め
に
す
る
中
傷
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
、
次
の
議
論
と
併

せ
て
、
こ
こ
で
答
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ｃ
．
視
覚
障
害
者
は
明
治
以
来
、
仮
名
の
点

字
で
や
っ
て
来
た
。

そ
し
て
そ
れ
で
充
分
と
考
え
て
い
る
人
が
大
半
で
あ
る
。
た

と
え
漢
字
の
必
要
性
を
感
じ
て
、
漢
点
字
の
学
習
を
希
望
す
る

人
が
現
れ
て
も
、
独
修
で
も
一
年
も
あ
れ
ば
マ
ス
タ
ー
で
き

る
。
教
育
課
程
で
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
。
仮
名
点
字
の
優

秀
性
は
、
こ
れ
ま
で
廃
れ
ず
に
来
た
こ
と
で
分
か
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
識
字
と
教
育
論
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
視
覚
障
害
者
が
漢
字
を
持
て
ず
に

い
る
こ
と
が
、
仮
名
の
点
字
の
優
秀
性
を
証
明
す
る
も
の
で
、

漢
字
の
知
識
を
身
に
付
け
た
け
れ
ば
、
独
修
で
充
分
と
い
う
の

が
こ
の
見
解
で
す
。
こ
の
見
解
が
、
教
育
の
現
場
で
実
行
さ
れ

て
い
る
の
が
現
状
で
、
そ
れ
を
考
え
る
だ
け
で
、
何
と
も
心
の

冷
え
る
も
の
を
覚
え
ま
す
。

我
が
国
の
識
字
率
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
言
わ
れ
て
い
ま
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す
。
昨
年
秋
そ
れ
を
確
認
す
べ
く
、
総
務
省
・
統
計
局
に
お
電

話
を
し
て
み
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
（
二
〇
〇
一
年
）
の
統
計
は
な
く
、

最
も
新
し
い
も
の
で
も
一
九
九
〇
年
の
も
の
と
の
こ
と
で
し

た
。
当
時
我
が
国
が
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
に
報
告
し
た
資
料
に
よ
れ

ば
、
識
字
率
は
や
は
り
九
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
ほ
ぼ
流
布

さ
れ
て
い
る
数
値
を
裏
付
け
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
何
故
一
九
九
〇
年
以
降
、
統
計
が
取
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？
そ
の
訳
は
、
実
に
我
が
国
の
教
育
の
根
本
に

関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

我
が
国
で
は
識
字
率
は
、
そ
の
算
出
に
、
国
民
の
十
五
歳
以

上
の
人
口
に
、
初
等
教
育
を
終
了
し
た
人
の
う
ち
、
十
五
歳
を

越
え
る
人
の
占
め
る
割
合
と
し
て
来
た
と
の
こ
と
で
す
。
と
こ

ろ
が
一
九
九
〇
年
辺
り
を
境
に
、
登
校
を
拒
む
児
童
・
生
徒
が

目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
の
算
出
基
準
で
は
、
正
し
い
デ
ー

タ
を
検
出
で
き
な
い
と
い
う
見
解
に
固
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
し

た
。
た
だ
し
、
新
た
な
算
出
基
準
を
定
め
る
ま
で
に
も
至
っ
て

い
な
い
の
が
現
状
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
こ
の
算
出
基
準
は
、
我
が
国
の
も
の
で
、
他
国
で
は
ど
う

か
と
い
う
こ
と
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
を
お
訪
ね
し
て
調
べ
な
け

れ
ば
分
か
ら
な
い
と
い
う
お
話
で
し
た
。

我
が
国
の
識
字
率
に
つ
い
て
こ
こ
で
分
か
っ
た
こ
と
は
、
一

九
九
〇
年
以
降
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
漠
然
と
考

え
て
い
た
も
の
で
な
く
、
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る
人
の
割

合
と
い
う
の
で
な
く
、
初
等
教
育
を
終
了
す
れ
ば
文
字
は
自
動

的
に
習
得
で
き
る
と
し
た
、
そ
の
人
の
割
合
で
あ
っ
て
、
し
か

も
読
み
書
き
が
ど
の
程
度
で
き
る
か
と
い
う
水
準
を
、
直
接
問

う
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
視

覚
障
害
者
が
漢
字
の
教
育
を
受
け
て
い
な
い
現
状
も
、
我
が
国

の
識
字
率
の
数
値
に
は
反
映
さ
れ
な
い
の
も
当
然
で
す
。
こ
れ

を
押
し
並
べ
て
言
え
ば
、
人
が
漢
字
を
知
っ
て
い
よ
う
と
知
っ

て
い
ま
い
と
、
文
字
が
書
け
よ
う
と
書
け
ま
い
と
、
小
学
校
さ

え
出
て
い
れ
ば
、
識
字
率
と
し
て
記
録
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の

こ
と
を
反
対
側
か
ら
見
れ
ば
、
明
治
期
に
制
定
さ
れ
て
、
戦
後

さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
義
務
教
育
制
度
へ
の
強
い
信
頼
が
あ
っ

て
、
し
か
も
そ
れ
は
確
か
に
識
字
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
初
等
教
育
の
義
務
教
育
化
が
、
我
が
国
の

識
字
率
を
飛
躍
的
に
上
昇
さ
せ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
公
教
育
の
普
及
と
、
文
字
の
普
及
と
は
パ
ラ

レ
ル
な
も
の
で
、
教
育
の
力
な
し
に
は
、
識
字
の
向
上
は
な
い

の
で
す
。
視
覚
障
害
者
が
、
一
人
文
字
の
世
界
か
ら
取
り
残
さ

れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
教
育
制
度
に
、
他
と
同
様
に
漢
字
の
教

育
が
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
、
こ
の
こ
と
を
、
直
視
し

て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
の
日
点
委
の
委
員
の
お
話

に
あ
る
仮
名
点
字
の
優
秀
性
と
言
う
の
は
、
実
は
単
に
、
こ
の

点
字
に
漢
字
を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
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に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

ま
た
こ
の
委
員
の
言
う
、
漢
点
字
の
使
用
者
・
学
習
者
が
減

少
し
て
い
る
理
由
を
、
漢
点
字
の
難
点
に
求
め
る
の
は
当
た
り

ま
せ
ん
。

一
九
八
二
（
昭
和
五
十
七
）
年
、
毎
日
新
聞
社
か
ら
、
「
盲

人
の
た
め
の
漢
字
学
習
事
典
」
（
志
村
洋
著
）
と
い
う
点
字
書

が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
本
は
二
千
字
余
り
の
常
用
漢
字
と

人
名
漢
字
を
点
線
文
字
で
表
し
て
、
一
つ
一
つ
の
文
字
を
仮
名

点
字
で
説
明
し
た
も
の
で
す
。
初
版
は
あ
っ
と
言
う
間
に
完
売

し
て
し
ま
い
、
危
う
く
私
も
手
に
入
れ
損
な
う
と
こ
ろ
で
し

た
。当

時
漢
点
字
の
創
案
者
の
川
上
泰
一
先
生
は
、
漢
点
字
の
通

信
教
育
に
総
力
を
傾
注
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
受
講
者
は
数
千
人

に
達
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
点
字
使
用
の
視
覚
障
害
者
が
約

二
万
人
と
い
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
四
割
が
漢
点
字
の
習
得
を
志

し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
生
は
、
毎
晩
午
前
三
時
・
四
時
ま

で
、
受
講
者
の
書
き
取
り
や
質
問
に
答
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
当
時
は
、
視
覚
障
害
者
の
漢
字
へ
の
知
識
欲
が

表
面
に
現
れ
て
、
漢
点
字
を
習
得
す
る
こ
と
で
、
漢
字
の
世
界

の
門
を
叩
こ
う
と
し
た
人
が
沢
山
出
て
来
ま
し
た
。
点
字
毎
日

で
も
、
漢
字
の
ペ
ー
ジ
や
漢
点
字
の
ペ
ー
ジ
を
組
ん
で
、
そ
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
し
た
し
、
こ
こ
に
挙
げ
た

本
の
発
行
も
、
こ
れ
に
添
っ
た
も
の
で
し
た
。
ま
た
他
の
点
字

書
の
出
版
所
で
も
、
同
様
の
企
画
の
点
字
書
が
、
次
々
と
刊
行

さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
こ
れ
も
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
漢
字
や
漢
点

字
へ
の
ニ
ー
ズ
は
高
ま
っ
た
も
の
の
、
肝
心
の
盲
学
校
や
点
字

図
書
館
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
を
、
全
く
省
み
る
こ
と
が
な
か

っ
た
か
ら
で
す
。
残
念
な
こ
と
に
、
多
く
の
人
が
学
習
を
最
後

ま
で
続
け
ら
れ
ず
に
、
中
絶
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て

「
漢
点
字
は
難
し
い
」
と
い
う
評
価
の
一
人
歩
き
が
始
ま
っ
た

の
で
す
。
し
か
し
、
文
字
の
習
得
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
、
公

教
育
の
責
任
に
あ
っ
て
初
め
て
、
安
心
し
て
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
そ
の
後
も
心
有
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ま

の
お
力
で
、
民
間
で
は
引
き
続
き
漢
点
字
の
普
及
活
動
が
続
け

ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
独
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
現
状
は
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

一
昨
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
、
視
覚
障
害
者
（
児
）
へ
の
漢
字

教
育
を
求
め
て
、
五
月
十
日
に
文
部
省
を
、
七
月
七
日
に
筑
波

大
附
属
盲
学
校
を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
視
覚
障
害
者
に

漢
字
教
育
が
な
さ
れ
て
い
な
い
現
状
と
、
そ
の
よ
う
な
者
が
社

会
に
巣
立
っ
て
か
ら
、
如
何
に
苦
労
し
て
い
る
か
と
い
う
お
話

を
し
て
、
漢
字
教
育
の
必
要
な
こ
と
を
お
願
い
し
て
参
り
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
文
部
省
の
係
官
も
、
盲
学
校
の
高
等
部
の
国

語
科
の
先
生
で
あ
る
塩
谷
治
先
生
も
、
先
の
日
点
委
の
委
員
と

同
じ
ご
返
答
で
し
た
。
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そ
こ
で
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
盲
学
校
で
漢
字
、
そ
れ
も
漢
点

字
を
教
え
る
の
は
、
生
徒
の
負
担
が
大
き
過
ぎ
る
。
た
だ
で
さ

え
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
に
、
そ
こ
に
漢

点
字
を
加
え
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
漢
字
の
教
育
は
、
漢
字
の

あ
ら
ま
し
を
教
え
て
、
そ
れ
に
興
味
を
持
っ
た
者
に
だ
け
、
別

枠
で
教
え
れ
ば
よ
い
し
、
そ
れ
だ
け
の
力
の
あ
る
生
徒
で
あ
れ

ば
、
独
力
で
充
分
習
得
で
き
る
は
ず
だ
。
現
在
で
も
漢
字
に
つ

い
て
は
、
読
み
の
音
と
訓
や
、
形
の
偏
と
旁
に
つ
い
て
は
、
既

に
教
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
上
手
を
広
げ
る
積
も
り
は
な

い
、
と
い
う
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
お
話
の
中
に
必
ず
出
て
来
る
お
答
え
に
、
「
学

習
負
担
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
状
を
超
え
た
学

習
は
、
生
徒
の
負
担
が
大
き
過
ぎ
る
と
い
う
論
理
で
す
。
一
見

説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
際
は
、
言
い
訳
を
し

て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

現
在
の
よ
う
に
、
視
覚
障
害
者
（
児
）
の
文
字
の
教
育
に
、

仮
名
点
字
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
場
合
を
考
え
て
み
て
下
さ

い
。
初
等
、
中
等
、
高
等
と
、
教
育
レ
ベ
ル
が
進
む
に
連
れ

て
、
教
科
書
等
で
使
用
さ
れ
る
用
語
も
、
専
門
性
を
増
し
て
行

き
ま
す
。
そ
の
専
門
用
語
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
漢
語
の

熟
語
で
、
漢
字
の
持
つ
意
味
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る

も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
字
の
知
識
な
し
に
は
、
踏
み
入

る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
場
所
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
教
育
課
程
は
他
と
同
様
に
存
在
し
て
、

同
様
に
進
ん
で
行
き
ま
す
。
そ
の
と
き
生
徒
で
あ
る
彼
ら
は
、

ど
う
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
最
も
簡
単
な
方
法
、

つ
ま
り
〈
暗
記
〉
で
す
。
漢
字
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
以

上
、
そ
れ
で
も
課
程
を
終
了
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
〈
丸
呑

み
〉
で
対
処
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
予
め
漢
点
字
の
学
習
を
、
初
等
教
育
の
段
階
か
ら

行
っ
て
お
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
苦
労
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

勉
強
の
内
容
が
理
解
で
き
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
過
度
な

「
学
習
負
担
」
と
は
、
理
解
で
き
な
い
学
習
を
、
理
解
で
き
な

い
ま
ま
に
押
し
進
め
る
と
こ
ろ
に
発
生
す
る
も
の
で
、
理
解
を

す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
の
文
字
教
育
は
、
そ
れ
に
は
当
た
り

ま
せ
ん
。

現
在
私
た
ち
は
、
漢
点
字
の
学
習
者
の
皆
さ
ま
を
応
援
し
て

お
り
ま
す
。
ご
自
身
の
お
力
で
お
勉
強
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
漢
点
字
の
習
得
者
も
、
幾
度
も
立
ち

止
ま
り
な
が
ら
、
何
と
か
頑
張
っ
た
人
ば
か
り
で
す
。
で
す
か

ら
、
皆
さ
ま
の
ご
苦
労
を
、
我
が
身
の
こ
と
と
感
じ
ら
れ
ま

す
。
く
じ
け
つ
つ
も
少
し
づ
つ
お
進
み
い
た
だ
く
こ
と
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

（
つ
づ
く
）
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 新
年
会
を
行
い
ま
し
た

去
る
一
月
二
十
日
（
日
）
、
恒
例
と
な
り
ま
し
た
新
年
会
を
、
ホ

テ
ル
・
リ
ッ
チ
（
横
浜
駅
西
口
）
の
力
車
に
て
行
い
ま
し
た
。

お
客
様
を
交
え
て
、
楽
し
い
一
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。
本
誌
表

紙
の
絵
を
お
描
き
い
た
だ
い
て
い
る
岡
稲
子
様
は
、
そ
の
モ
デ
ル
で

も
あ
る
可
愛
い
お
嬢
様
を
伴
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
ま
し
た
。

会
は
、
乾
杯
の
音
頭
を
、
読
者
の
田
中
秀
臣
様
に
お
と
り
い
た
だ

い
て
始
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
紹
介
と
歓
談
の
後
、
持
ち
寄
り
の

品
々
の
く
じ
引
き
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

普
段
お
仕
事
な
ど
で
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
の
少
な
い
皆
様
と
も

お
会
い
で
き
て
、
大
変
有
意
義
な
会
に
な
っ
た
も
の
と
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

今
年
も
漢
点
字
と
本
会
に
と
り
ま
し
て
、
さ
ら
な
る
前
進
の
年

に
な
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
て
止
み
ま
せ
ん
。

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

丸
谷
才
一
著
、
『
新
々
百
人
一
首
』
（
新
潮
社
）

の
漢
点
字
訳
が
完
成
し
ま
す

横
浜
市
中
央
図
書
館
へ
、
二
〇
〇
一
年
度
に
納
入
を
予
定
し
て

お
り
ま
し
た
同
書
が
、
完
成
を
迎
え
ま
し
た
。

  

本
書
は
、
著
者
丸
谷
才
一
氏
の
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
作
で
、
平
成

十
一
年
、「
第
二
十
六
回
、
大
佛
次
郎
賞
」
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

構
成
は
、
王
朝
勅
撰
歌
集
に
倣
っ
て
、「
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
賀
・
哀

傷
・
旅
・
離
別
・
恋
・
雑
・
釈
教
・
神
祇
」
の
部
立
に
な
っ
て
い
ま
す
。
極

め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
、
興
味
の
絶
え
な
い
書
物
で
す
。

漢
点
字
版
は
全
九
巻
、
個
人
で
お
求
め
の
方
へ
は
、
バ
イ
ン
ダ
ー

製
本
も
致
し
ま
す
。

以
下
、
著
者
の「
は
し
が
き
」
か
ら
の
引
用
で
す
。

は
し
が
き

わ
た
し
の『
後
鳥
羽
院
』
が
出
て
し
ば
ら
く
し
た
こ
ろ
、
つ
ま
り
今

か
ら
二
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
何
か
の
折
に
、
当
時

「
新
潮
」
編
集
長
だ
つ
た
谷
田
昌
平
さ
ん
か
ら
、『
小
倉
百
人
一
首
』

の
向
う
を
張
つ
て
和
歌
を
百
首
選
ん
で
み
な
い
か
と
提
案
さ
れ
た
。

王
朝
和
歌
が
日
本
文
学
の
中
心
部
を
占
め
る
と
い
ふ
の
は
わ
た
し

の
持
論
だ
し
、
そ
れ
に『
小
倉
百
人
一
首
』
の
撰
者
藤
原
定
家
は
わ

が
国
最
高
の
批
評
家
で
、
わ
れ
わ
れ
の
文
学
史
の
ほ
と
ん
ど
の
時
代

は
彼
の
文
学
観
に
よ
つ
て
指
導
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
し
て
彼
の
詩
情
の

感
じ
方
を
日
本
人
全
体
に
普
及
し
た
も
の
が『
定
家
八
代
抄
』
で
も

『
詠
歌
大
概
』
で
も
な
く
、『
小
倉
百
人
一
首
』
で
あ
つ
た
こ
と
は
、

念
を
押
す
ま
で
も
な
い
。
日
本
人
の
恋
愛
論
も
風
景
美
学
も
彼
の

こ
の
小
詞
華
集
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
人
と
腕
く
ら
べ

す
る
こ
と
の
光
栄
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
と
て
も
ゆ
か
な
い
。
分



析
し
て
言
へ
ば
そ
ん
な
気
持
に
な
る
の
だ
ら
う
が
、
と
に
か
く
、
気

が
つ
い
て
み
る
と
わ
た
し
は
こ
の
仕
事
を
引
き
受
け
て
ゐ
た
。

も
と
も
と
『
百
人
一
首
』
と
は
縁
が
深
く
、
私
が
は
じ
め
て
知
つ

た
由
緒
正
し
い
文
学
は
、
姉
た
ち
の
取
る
歌
が
る
た
の
、
父
の
詠
み

あ
げ
る
読
み
札
だ
つ
た
ら
う
。
こ
れ
は
た
い
て
い
の
日
本
人
に
共
通

す
る
文
学
の
初
体
験
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
し
の
場
合
い
さ
さ
か

違
ふ
の
は
、
中
学
二
年
生
か
三
年
生
の
こ
ろ
萩
原
朔
太
郎
の
詩
に

熱
中
し
、

旅
よ
り
あ
る
女
に
贈
る

山
の
頂
上
に
き
れ
い
な
草
む
ら
が
あ
る
、

そ
の
上
で
わ
た
し
た
ち
は
寝
転
ん
で
居
た
。

眼
を
あ
げ
て
と
ほ
い
麓
の
方
を
眺
め
る
と
、

い
ち
め
ん
に
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た

海
の
景
色
の
や
う
に
お
も
は
れ
た
。

空
に
は
風
が
な
が
れ
て
ゐ
る
、

お
れ
は
小
石
を
ひ
ろ
つ
て
口
に
あ
て
な
が
ら
、

く
ち

ど
こ
と
い
ふ
あ
て
も
な
し
に
、

ぼ
う
ぼ
う
と
し
た
山
の
頂
上
を
あ
る
い
て
ゐ
た
。

お
れ
は
い
ま
で
も
、
お
前
の
こ
と
を
思
つ
て
ゐ
る

の
だ
。

と
い
ふ
詩
に
と
り
わ
け
夢
中
に
な
つ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
年

わ
た
し
は
そ
の
こ
と
を
思
ひ
出
し
て
、
あ
れ
は
詩
人
が
、

大
弐
三
位

有
馬
や
ま
猪
名
の
笹
原
か
ぜ
吹
け
ば

い
で
そ
よ
人
を
忘
れ
や
は
す
る

の
影
響
下
に
書
い
た
も
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
幼
い
わ
た
し
も
ま

た
、
大
弐
三
位
の
作
と
萩
原
朔
太
郎
の
作
と
を
二
重
写
し
に
し
て
文

学
的
感
銘
を
受
け
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
つ
た
。
成
立
事
情
と

鑑
賞
態
度
に
つ
い
て
の
こ
の
推
定
は
正
し
い
や
う
な
気
が
す
る
。
す
な

は
ち
わ
た
し
は
十
代
の
こ
ろ
、
日
本
文
学
史
を
縦
断
す
る
も
の
と
し
て

の
藤
原
定
家
の
詩
学
を
漠
然
と
な
が
ら
感
じ
取
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
さ

う
い
ふ
生
れ
育
ち
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
や
が
て『
日
本
文
学
史
早
わ
か

り
』
に
結
集
す
る
や
う
な
勅
撰
集
重
視
の
考
へ
方
を
抱
懐
す
る
や
う

に
な
つ
た
の
だ
ら
う
し
、「
週
刊
朝
日
」
名
物
の『
パ
ロ
デ
ィ
百
人
一
首
』

の
選
者
を
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
と
二
人
で
毎
年
勤
め
る
や
う
に
な
つ
た

の
だ
ら
う
し
（
最
初
の
回
の
大
賞
、
阿
部
野
仲
間
作
、
対
猪
木
戦
の
感

想
を
問
は
れ
て
詠
め
る
、
モ
ハ
メ
ド
・
ア
リ「
顎
の
裏
を
打
ち
に
出
て
み

れ
ば
白
け
る
喃
不
意
の
ゴ
ロ
寝
に
俺
は
困
り
つ
」
は
い
ま
だ
に
忘
れ
が
た

な
う

い
）
、
さ
ら
に
は『
別
冊
文
芸
読
本

百
人
一
首
』
な
ど
と
い
ふ
奇
想
の

書
を
編
む
こ
と
に
な
つ
た
の
だ
ら
う
。
い
や
、
も
つ
と
さ
か
の
ぼ
つ
て
言

へ
ば
、
ご
く
初
期
の
長
篇
小
説
に
版
元
の
反
対
を
押
し
切
つ
て『
笹
ま

く
ら
』
と
い
ふ
題
を
つ
け
た
の
も
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
に
決
つ
て
ゐ
る
。

す
べ
て
は
猪
名
の
笹
原
の
風
に
は
じ
ま
る
。

（
中
略
）

谷
田
さ
ん
と
は
何
度
か
話
し
あ
つ
た
。
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
わ
た

－ １５ －
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し
の
考
へ
を
述
べ
て
同
意
を
得
た
。
そ
の
な
か
で
大
事
な
の
は
、
ま

づ
、
こ
の
詞
華
集
に
し
て
か
つ
注
釈
と
評
論
集
を
兼
ね
る
本
が
わ
た

し
の
王
朝
文
学
史
に
な
る
や
う
に
仕
組
み
た
い
、
そ
れ
に
よ
つ
て
わ

た
し
の
文
学
史
の
展
望
を
差
出
し
た
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ

れ
は
簡
単
に
言
つ
て
し
ま
へ
ば
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
ふ
う
の
史
観
に
対
す
る

拒
否
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
万
葉
集
』
が
屹
然
と
聳
え
た
の
ち
、
勅
撰

き
つ
ぜ
ん

和
歌
集
と
い
ふ
無
視
し
て
差
支
へ
な
い
も
の
が
二
十
一
も
つ
づ
き
、

そ
の
時
代
で
は
源
実
朝
だ
け
が
推
奨
す
る
に
足
り
、
や
が
て
平
賀

元
義
そ
の
他
が
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
歌
人
た
ち
が
輩

出
す
る
と
い
ふ
考
へ
方
を
正
さ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
打
割
つ
て
言
へ

ば
わ
た
し
は
い
は
ゆ
る
近
世
和
歌
に
も
現
代
短
歌
に
も
あ
ま
り
親

身
な
者
で
は
な
い
。
悠
久
の
昔
に
は
じ
ま
つ
て
応
仁
の
乱
の
こ
ろ
に

終

焉
を
告
げ
た
王
朝
和
歌
と
い
ふ
こ
の
文
学
形
式
を
明
確
に
認

し
ゆ
う
え
ん

識
し
な
つ
か
し
む
こ
と
が
、
わ
た
し
と
和
歌
と
の
重
要
な
関
係
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
わ
た
し
の
本
は
、
古
代
の
帝
の
、
む
し
ろ
呪
文

に
近
い
何
か
な
の
か
も
し
れ
な
い
口
ず
さ
み
か
ら
、
中
世
の
連
歌
師

の
、
俳
諧
を
予
感
さ
せ
る
佗
言
ま
で
を
収
め
、
配
列
し
、
解
釈
し
、

わ
び
ご
と

鑑
賞
す
る
試
み
に
な
つ
た
。
さ
う
い
ふ
移
り
変
り
の
姿
の
な
か
に
わ

た
し
は
天
皇
家
と
藤
原
家
の
文
藝
と
し
て
の
王
朝
和
歌
の
全
史
を

示
し
た
い
と
願
つ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
谷
田
さ
ん
に
は
、
一
篇
一
篇
の
長
さ
を
統
一
し
な
い

と
い
ふ
件
に
つ
い
て
了
承
を
得
た
。
こ
れ
は『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注

釈
類
を
見
て
ゐ
る
と
す
ぐ
に
気
が
つ
く
こ
と
だ
が
、
一
首
に
つ
い
て

ど
れ
も
み
な
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
で
ゆ
く
た
め
、
ど
う
も
う
ま
く
ゆ

か
な
い
。
詳
論
す
べ
き
も
の
を
手
抜
き
し
た
り
、
軽
く
す
ま
せ
て
然

る
べ
き
も
の
を
無
理
に
引
延
し
た
り
し
て
ゐ
る
。
む
し
ろ
長
短
繁
簡

と
り
ど
り
な
ほ
う
が
、
読
者
に
と
つ
て
も
気
が
変
つ
て
楽
し
い
面
も

あ
る
は
ず
な
の
に
。
こ
れ
を
か
な
り
大
胆
に
実
行
し
て
、
百
枚
に
近

い
評
論
か
ら
百
字
に
満
た
な
い
小
品
ま
で
を
と
り
ま
ぜ
る
本
に
な

つ
た
こ
と
は
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
読
者
は
な
る
べ
く
な
ら
ば
、

律
儀
に
順
を
追
ふ
こ
と
な
く
、
気
の
向
く
ま
ま
に
拾
ひ
読
み
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
詞
華
集
は
も
と
も
と
、『
三
体
詩
』
だ
ら
う
と
『
フ
ェ

イ
バ
ー
版
現
代
詩
集
』
だ
ら
う
と
、
さ
う
い
ふ
読
み
方
が
ふ
さ
は
し

い
の
で
あ
る
。

配
列
は
二
通
り
あ
る
。
内
容
順
は
、
勅
撰
集
と
り
わ
け
『
新
古

今
集
』
の
部
立
に
従
つ
て
、
紀
貫
之
の
春
の
よ
ろ
こ
び
の
歌
に
は
じ

ぶ

だ

て

ま
り
、
紫
式
部
の
島
守
る
神
を
た
た
へ
る
挨
拶
の
歌
を
も
つ
て
終

る
。
こ
の
順
序
は
歌
番
号
の
上
の
数
字
で
示
す
。
時
代
順
は
言
ふ
ま

で
も
な
く
『
小
倉
百
人
一
首
』
に
な
ら
ふ
。
こ
の
順
序
は
歌
番
号
の

下
の
数
字
で
示
す
。
読
者
は
巻
頭
、
巻
尾
二
種
の
目
次
を
眺
め

て
、
わ
た
し
の
思
ひ
描
く
王
朝
和
歌
の
世
界
を
感
じ
取
つ
て
い
た
だ

き
た
い
。

（
後
略
）
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『
東
洋
医
学
臨
床
論

鍼
灸
編
』(

医
道
の
日
本
社)

の
漢
点
字
訳
が
完
成
し
ま
し
た

大
変
お
待
た
せ
致
し
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
。
本
文
四
巻
、
図
録
（
立
体

コ
ピ
ー
版
）
一
巻
、
個
人
向
け
、
本
文
六
、
〇
〇
〇
円
、
図
録
三
、

〇
〇
〇
円
、
計
九
、
〇
〇
〇
円
で
す
。

お
申
し
込
み
は
、

〒1
3
1
-
0
0
4
1

墨
田
区
八
広
六
‐
三
三
‐
一

グ
リ
ー
ン

ガ
ー
デ
ン
二
〇
二

岡

田

健

嗣

℡
〇
三
‐
三
六
一
三
‐
三
一
六
〇

Ｅ
‐
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

港
南
台
第
一
小
学
校
を
、
再
び
お
訪
ね
し
て

参
り
ま
し
た

昨
秋
、
小
学
四
年
生
の
国
語
の
教
科
書
で
、
視
覚
障
害
者
が
点

字
を
読
ん
で
い
る
こ
と
を
学
ん
だ
生
徒
さ
ん
た
ち
の
ご
希
望
で
、
同

校
に
お
招
き
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私(

岡
田)

は
、
同
校

を
お
訪
ね
し
て
、
視
覚
障
害
者
の
生
活
や
、
一
般
の
皆
さ
ま
と
の

接
点
、
ま
た
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

年
が
明
け
て
、
こ
の
一
年
勉
強
し
た
こ
と
を
ま
と
め
た
も
の
の
展

示
会
が
行
わ
れ
る
と
い
う
ご
案
内
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中

  

 
 

に
、
私
が
お
話
し
し
た
内
容
も
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
の
で
、
一
月

三
十
一
日
に
、
再
度
お
訪
ね
し
て
参
り
ま
し
た
。

お
訪
ね
し
た
と
こ
ろ
、
四
年
生
の
生
徒
さ
ん
た
ち
が
案
内
係
に

な
っ
て
下
さ
っ
て
、
ま
ず
、
四
年
生
の
展
示
の
説
明
を
し
て
下
さ
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
点
字
の
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
て
、
私
の
便
宜
を

は
か
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
一
所
懸
命
説
明
し
て
下
さ
っ
て
、
感
激

し
て
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
。
大
変
楽
し
い
時
間
を
持
つ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
皆
さ
ま
に
お
会
い
で

き
る
機
会
が
ご
ざ
い
ま
す
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

以
下
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
私
が
お
話
し
し
た
こ
と
へ
の
感
想

を
、
メ
ー
ル
で
送
っ
て
下
さ
っ
た
も
の
で
す
（
編
集
の
都
合
上
一
部

を
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）
。

岡
田
さ
ん
へ

岡
田
さ
ん
へ

点
字
は
、
不
便
な
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
や
、
点
字

の
種
類
に
は
、
漢
点
字
や
、
音
符
の
点
字
、
数
字
の
点
字

な
ど
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
出
か
け
た
と
き
、
点
字
図
書
館
を
見
つ
け

た
ら
、
中
に
入
っ
て
、
点
字
の
本
を
読
ん
で
み
ま
す
。

ぼ
く
は
、
岡
田
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
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が
分
か
り
ま
し
た
。
点
字
の
こ
と
も
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

目
の
不
自
由
な
人
に
会
っ
た
ら
、
５
秒
見
て
、
困
っ
て
い

そ
う
だ
っ
た
ら
、
勇
気
を
出
し
て｢

ど
う
し
ま
し
た
か｣

と

声
を
か
け
た
い
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

第
一
小
の
み
ん
な
に
点
字
の
こ
と
や
、
道
に
迷
っ
て
困
っ

て
し
ま
っ
た
時
の
こ
と
な
ど
を
教
え
て
く
れ
て
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
時
計
で
時
刻
が
分
か
る
の
か
な
と

思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
時
計
の
ふ
た
を
あ
け
て
、

指
で
時
刻
を
さ
ぐ
り
、
時
刻
を
読
む
も
の
と
ボ
タ
ン
を

押
し
、
音
声
で
知
ら
せ
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
と
知
り
ま

し
た
。｢

点
字
図
書
館｣

な
ん
て
あ
る
と
思
い
ま
せ
ん
で

し
た
。｢

点
字
図
書
館｣

に
行
っ
て
み
た
い
で
す
。
点
字
図

書
館
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
点
字
を
打
っ
た
と
き
に
、
む
ず
か
し
い
と
思
い
ま

し
た
。
特
に
、
だ
く
音
、
は
ん
だ
く
お
ん
半
濁
音
が
む
ず

か
し
か
っ
た
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
目
の
不
自
由
な
人
に
会
っ
た
ら
、
協
力
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

ぼ
く
た
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
、
岡
田
さ
ん
の
お
話
を

ぼ
く
た
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
、
岡
田
さ
ん
の
お
話
を

聞
い
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。

聞
い
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。

☆
ぼ
く
は
、
岡
田
さ
ん
の
お
話
で
、
字
を
持
つ
喜
び
が
も
っ
と

よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

☆
わ
た
し
は
、
漢
字
が
な
い
と
ど
れ
だ
け
た
い
へ
ん
か
分
か
り

ま
し
た
。

☆
ぼ
く
は
、
岡
田
さ
ん
の
お
話
で
、
目
の
不
自
由
な
人
で
も
、

不
自
由
な
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

☆
わ
た
し
は
、
岡
田
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、
駅
な
ど
で
迷
っ
た

と
き
は
、
わ
た
し
た
ち
が
迷
子
に
な
っ
た
と
き
よ
り
も
不
安

な
の
か
な
あ
と
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

☆
目
が
不
自
由

な
人
の
こ
と

を
教
え
て
く

れ
て
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
身

体
し
ょ
う
が

い
者
の
人
が

い
た
ら
、

「
お
困
り
で

す

か｣

と
声

を
か
け
よ
う

と
思
い
ま
し

た
。

港南台第一小学校の生徒さん達と。
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漢
文
の
ペ
ー
ジ

ル

ヲ

守

株

レ

ニ

リ

ス

ヲ

宋

人

有

耕

田

者
。

二

レ

一

ニ

リ

リ
テ

レ

田

中

有

株
。
兎

走

触

レ

レ

ニ

リ
テ

ヲ

ス

リ
テ

テ
テ

株
、

折

頸

而

死
。
因

釈

レ

二

ノ

ヲ

リ

ヲ

フ

タ

其

耒

而

守

株
、
冀

復

一

レ

二

ン
コ
ト
ヲ

ヲ

シ
テ

カ
ラ

タ

得

兎
。
兎

不

可

復

得
、

レ

レ

二

一

ハ

レ
リ

ノ

ヒ
ト

而

身

為

宋

国

笑
。

二

一

（
『
韓
非
子
』
よ
り
）

か

ん

ぴ

し

株
を
守
る

く
い
ぜ

宋
人
に
田
を

耕

す
者
有
り
。
田

中
に
株
有

そ

う

ひ

と

で
ん

た
が
や

で
ん
ち
ゅ
う

く
い
ぜ

り
。
兎
走
り
て
株
に
触
れ
、
頸
を
折
り
て
死
す
。
因

く
び

よ

り
て
其
の
耒
を
釈
て
て
株
を
守
り
、
復
た
兎
を
得

す
き

す

ま

ん
こ
と
を

冀

う
。
兎
復
た
得
べ
か
ら
ず
し
て
、

こ
い
ね
が

ま

身
は
宋
国
の
笑
い
と
為
れ
り
。

守
株
と
は
古
い
習
慣
を
守
っ
て
ゆ
う
ず
う
の
き
か
な
い
こ
と
を
い

し
ゅ
し
ゅ

う
。
北
原
白
秋
の「
ま
ち
ぼ
う
け
」
の
童
謡
も
こ
の
話
に
よ
っ
て
い
る
。

〔
宋
人
〕
＝
「
宋
」
は
春
秋
・
戦
国
時
代
（
Ｂ
Ｃ
四
〇
三
～
Ｂ
Ｃ
二
三
五

年
）
に
あ
っ
た
国
の
名
。
宋
の
国
の
人
。
一
般
に
国
の
名
の
あ
と
に「
人
」
が

つ
く
場
合
、「
人
」
は
訓
読
み
す
る
。〔
田
〕
＝
耕
地
の
こ
と
。
水
田
も
畑
も

と
も
に「
田
」
と
い
う
が
、
こ
こ
は
畑
の
意
。〔
折
頸
而
死
〕
＝
「
而
」
は
上
に

「
リ
テ
」
の
送
り
仮
名
が
あ
る
の
で
訓
読
み
せ
ず
に
す
ま
せ
る
。「
而
」
は
接

続
詞
、「
そ
し
て
」
の
意
。
以
下
の「
釈
其
耒
而
」「
不
可
復
得
而
」
の
場
合
も

こ
れ
と
同
じ
。〔
釈
〕
＝
手
か
ら
は
な
す
。「
釈
放
」
の「
釈
」
。〔
冀
〕
＝
の
ぞ

み
ね
が
う
。

宋
の
国
の
人
で
、
畑
を
耕
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
畑
の
中
に
、
木
の
切

り
か
ぶ
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
う
さ
ぎ
が
走
っ
て
き
て
こ
の
切
り
か
ぶ
に
ぶ
つ
か

り
、
頸
の
骨
を
折
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
（
そ
の
人
は
こ
の
う
さ
ぎ
を
手
に

入
れ
）
そ
こ
で
、
も
っ
て
い
た
す
き
を
手
か
ら
投
げ
出
し
、
切
り
か
ぶ
の
番

を
し
て
、
も
う
一
度
う
さ
ぎ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
待
ち
望
ん
だ
。
（
し
か

し
）
う
さ
ぎ
は
二
度
と
は
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
自
身
は
宋
の
国

の
笑
い
者
と
な
っ
た
。



－ ２０ －

守ル 株ヲ

宋 人ニ 有リ 耕ス 田

ヲ 者 。 田中ニ 有リ

株 。 兎 走リテ 触レ 株

ニ 、 折リテ 頸ヲ 而 死

ス 。 因リテ 釈テテ 其

ノ 耒ヲ 而 守リ 株

ヲ 、 冀フ 復タ 得

ンコトヲ 兎ヲ 。 兎 不シテ

可カラ 復タ 得 、

而 身ハ 為レリ 宋 国ノ

笑ヒト 。

※語釈と口語訳は主に、遠藤哲夫著『漢文の初級コース』（学燈社）によりました。
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蹤いて来る子の雪沓も鳴りにけり
つ ゆ き ぐ つ

黒 木 夜 雨
く ろ き や う

ふる雪の水の明るさ山葵沢
わ さ び ざ は

細 見 綾 子
ほ そ み あ や こ

オリオンの真下春立つ雪の宿

前 田 普 羅
ま え だ ふ ら

（｢歳時記｣より）

編
集
後
記

今
年
の
冬
は
例
年
に
比
べ
、
比
較
的
、
暖
か
い
日
が
多

く
、
梅
の
花
の
開
花
が
早
い
よ
う
で
、
休
日
と
も
な
る
と
鎌

倉
散
策
を
楽
し
む
人
の
出
足
も
早
い
よ
う
で
す
。

電
車
か
ら
降
り
て
、
仕
事
場
よ
り
反
対
方
向
に
一
緒
に

つ
ら
れ
て
歩
い
て
行
き
そ
う
で
す
・
・
・
？
。

「
梅
が
色
づ

い
て
、
と
て
も

き
れ
い
。
春
が

そ
こ
ま
で
き
て

ま
す
ね
。
」
こ

ん
な
会
話
が
聞

こ
え
て
き
ま
す

昨
年
、
庭
（
狭

い
の
で

球
で
畑
に
な

50

り
ま
す
）

に
植
え

た
チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
が
咲
く
の
を

心
待
ち
に
し
て

い
ま
す
。
〃
♪

春
よ
来
い
♪

〃

※
紙
面
上
の
都
合

で
新
年
会
の
写

真
を
下
記
に
掲

載
し
ま
し
た
。

次
回
の
発
行
は
四
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

新年会での乾杯の様子。 （ホテルリッチにて）
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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 (３)

７． 記 号 類 （前号より続き）

(２）「々 ゝ ゞ ヽ ヾ」、繰り返し符号

①「々（2139）」は、漢字１文字の繰り返しです。

人々 佐々木さん

②「ゝ(2135)」は、ひらがな・カタカナ何れか１文字の繰り返しに、

「ゞ(2136)」は、ひらがな・カタカナ何れか１文字に濁点を付けて

繰り返す記号に用います。

あゝ ホトゝギス 金子みすゞ

③「ヽ(2133)」は、本来はカタカナ１文字を

繰り返す記号ですが、２文字以上を繰り

返す、くの字形の符号に充てました。

「ヾ(2134)」は、くの字形の符号に濁点が

付いたものに充てて用います。

もしヽ 万歳ヽ 色とりヾ

(３）「○ △ □ ■」、伏せ字

①「○(217B) △(2224) □(2222)」は、伏せ字のマル・サンカク・

シカクに用います。

②「■(2223)」は、伏せ字のバツに用います。

○月×日 ○月■日

【注】上記以外にさらに伏せ字が必要な場合は、●（217C）

や、◎（217D） も伏せ字に使うことができます。

【注】以上の記号は伏せ字のみに対応します。×は数学記号（かけ

る）で、バツ印には使えません。「○×式」は、「マルバツ

式」などのように、書き替えて下さい。

【注】箇条書きの頭などに、上記の記号が使われている場合は省略

するか、必要な場合は、「＊ ※ ☆（2179）★（217a）」

（いずれも後ろにスペースが必要）などに書き替えて下さい。

も
し

く

万
歳

く

色
と
り

ぐ
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（４）「… ‥ → ← ↑ ↓」、点線と矢印

以上は通常そのまま用いられますが、以下の注意が必要です。

①「…(2144)」は３点リーダです。二つ重ねれば６点リーダになりま

すが、漢点字の文では、通常一つだけ使います。また、いくつか

重ねれば、点線になります。

②「‥(2145)」は２点リーダです。二つ重ねて４点リーダとするか、

複数重ねて点線を作ります。

③「→(222A) ←(222B) ↑(222C) ↓(222D)」

ａ）通常そのまま入力できます。

東京→大阪 東京 大阪

ｂ）「←→」としますと、両向き矢印（ ）となります。

東京←→大阪 東京 大阪

ｃ）「→」と「←」の棒に「：」を付けると、棒を延ばすことが

できます。 「：」と前の文字との間には、スペースを一つ

入れて下さい。

：→ ←：： ←：→

東京 ：→大阪 東京 大阪

【注】「… ‥ → ← ↑ ↓」は、括弧の類の閉じ記号や､句読

点以外の記号の後に付ける場合、必ずスペースを一つ入れて

下さい。

１５日（水） →１８日（土）

① →② →③ ① ←② ←③

〈東京〉 →〈大阪〉 〈東京〉 ←〈大阪〉

＋ →－ － ←＋

①②③ …⑳

【注】「←→」にはスペースを入れないで下さい。

〈東京〉←→〈大阪〉 ＋←→－
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（５）「＋ － ± × ÷ ＝ ≠ ＜ ＞ ≦ ≧ ＊ ※」

キーボードから直接入力できるもの、

「＋(215C) －(215D) ＝(2161)

＜(2163) ＞(2164) ＊(2176)」

記号選択、あるいは辞書登録して入力するもの、

「±(215E) ×(215F) ÷(2160)

≠(2162) ≦(2165) ≧(2166) ※(2228)」

以上の数学記号や注記の記号が、日本語の文中にある場合は、

必ず両側にスペースを一つずつ入れて下さい。

１０００円 ＋ 消費税５０円

明治三十年 ＝ 一八九七年

国民総生産＊の増加 国民総生産 ＊ の増加

【注】日本語の文章中でも以下の場合はスペースは入れません。

・ これらの記号と句読点との間。

＋ と －、× と ÷。

・ 前に括弧の開き、あるいは後ろに括弧の閉じがある場合。

また、これらの記号を単一に括弧で括る場合。

１７歳（＝ 当時） （＋）と（－）

【注】括弧類の閉じと開きの間にこれらの記号がある場合は、規則

通り両側にスペースを入れます。

〈２００２年〉 ＝ 〈平成１４年〉

【注】「＝」は、幾つか重ねると実線になります。

（レイアウトの項・区切り線と枠、後日掲載、参照）

【注】「レオナルド・ダ=ビンチ」の「=」は、イコールではありま

せん。二重のハイフンです。点字にはこの記号はありませ

んので、ハイフンで代用します。

レオナルド・ダ‐ビンチ

【注】「＊ ※」は、「注」などに多用されます。これらの印と、

注記の番号を示す数字との間には、スペースを入れません。

第１号に、白神山地 ※１ と屋久島 ※２、

（６）単位記号その他

①「°(216B) ′(216C) ″(216D) ℃(216E) ￥(216F)

＄（2170) ￠(2171) ￡(2172) ％(2173) ＆(2175) ‰(2273)」

以上はそのまま入力して下さい。
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②「Å(2272) ㎜(2D50) ㎝(2D51) ㎞(2D52) ㎎(2D53)

㎏(2D54) ㏄(2D55) ㎡(2D56) ㏍(2D63)」

以上はそのまま単独で入力したり、全角のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄと組み合わせ

ることもできますが、㎜や㎝のようにｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄで１文字ずつ入力

できるものは、全角で、ｍｍやｃｍと入力して下さい。

【注】平方メートルを記号で表す場合は、「㎡」を使って下さい。

（７）その他の記号

①「￣（2131）」は、棒線に用います。

②「＿（2132）」は、小見出し符に用います。

小見出し符が「：」で表されている場合、「＿」に読み替えて入

力して下さい。この記号の後ろには、必ずスペースを一つ入れて

下さい。

原産地＿ メキシコから中央アメリカ。

③「‐(213E)」は、つなぎ符のハイフンです。

（数字、アルファベットの項、参照）

④「／(213F) ＼(2140)」は通常スペースを伴いません。

【注】詩行符として「／」が用いられる場合、後ろにスペースを入

れて下さい。

まだあげ初めし前髪の／ 林檎のもとに見えしとき／ 前にさし

たる花櫛の／ 花ある君と思ひけり

⑤「～(2141)」は、数値や場所の範囲を表す記号です。

原本では、「― ￣ ‐ ＿ …」など棒線や点線が使われてい

る場合でも、この記号「～」に読み替えて入力して下さい。

李白（７０１―７６２） 李白（７０１～７６２）

⑥「〒(2229) №(2D62) ℡(2D64)」は、後ろに数字がきます。

「〒」と「№」は、数字をそのまま続けて入力して下さい。

「℡」は原則として、アルファベットでＴＥＬと入力して下さい。

【注】℡又はＴＥＬは、後ろに算用数字が来る場合はスペースを入

れ、後ろに漢数字が来る場合はスペースを入れないで下さい。


