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「
漢
字
は
障
害
か
？
」

二
〇
〇
一
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
社
会

言
語
学
』
と
い
う
雑
誌
が
あ
る
。
発
行
者

は「
社
会
言
語
学
」
刊
行
会
と
あ
り
、
住

所
は
大
阪
大
学
言
語
文
化
部
植
田
研
究

室
内
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
雑
誌
の
第
二
号
（
二
〇
〇
二
年
九

月
）
に
漢
点
字
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

の
で
ご
紹
介
し
た
い
。

論
文
名
は「
漢
字
と
い
う
障
害
」
、
著

者
は
あ
べ
・
や
す
し
、
韓
国
テ
グ
大
学
大

学
院
特
殊
教
育
学
科
修
士
課
程
の
学
生

で
、
専
攻
は
識
字
研
究
・
障
害
学
と
な
っ

て
い
る
。

こ
の
論
文
の
主
旨
は「
漢
字
を
う
ま
く
よ
み
か
き
で
き
な

い
ひ
と
」
が
お
り
、
そ
れ
は
個
人
の
問
題
で
は
な
く
「
社
会
的

な
問
題
」
で
あ
る
と
い
う
、「
障
害
学
的
な
問
題
意
識
に
た
っ

て
、
漢
字
の
問
題
を
か
ん
が
え
な
お
す
」
こ
と
に
あ
る
と
い

う
。全

体
は「
一
、
盲
人
に
対
す
る
障
害
物
と
し
て
の
漢
字

二
、
と
く
に
漢
字
が
に
が
て
な
の
は
、
ど
ん
な
ひ
と
か
？

点字から識字までの距離（39）
山内 薫（墨田区立緑図書館）

－ １ －

三
、
漢
字
だ
ら
け
の
社
会
を
ど
う
か
え
て
い
く
か
」
と
い
う
三

章
か
ら
な
り
、
二
、
で
は
こ
の
連
載
で
も
取
り
あ
げ
た
こ
と
の

あ
る「
識
字
学
級
／
夜
間
中
学
に
か
よ
う
ひ
と
、
弱
視
者
、

デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
（
よ
み
か
き
し
ょ
う
が
い
）
の
特
性
を
も
つ
ひ

と
、
日
本
手
話
を
第
一
言
語
と
す
る
ろ
う
者
、
日
本
語
を

母
語
と
し
な
い
ひ
と
」
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
一
章
の
二
節
で「
点
字
使
用
者
の『
た
め
の
』
漢
字

表
記
法
」
と
し
て
、「
六
点
漢
字
」「
漢
点
字
」
そ
し
て「
音
声

ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
漢
字
表
記
法
」
の
三
つ
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。は

じ
め
に
「
は
せ
が
わ
・
さ
だ
お
（
長
谷
川
貞
夫
）
に
よ
る

『
六
点
漢
字
』
」
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
次
に
漢
点
字
が
取

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
少
々
長
い
が
全
文
を
引
用
す

る
。
（
引
用
文
献
は〈
〉
内
に
文
末
か
ら
引
用
者
が
記
入
）

「
一
．
二
．
一
．
二
．
か
わ
か
み
・
た
い
い
ち(

川
上
泰
一)

に
よ

る「
漢
点
字
」
も
う
ひ
と
り
、
点
字
に
よ
る
漢
字
表
記
の
シ
ス

テ
ム
を
つ
く
り
あ
げ
た
人
物
は
、
晴
眼
者
で
あ
る
か
わ
か
み
・

た
い
い
ち
で
あ
る
。
か
わ
か
み
は
、
一
九
四
九
年
に
盲
学
校

に
就
職
し
、「
漢
字
の
点
字
が
な
い
こ
と
に
驚
愕
し
」「
夢
中

に
な
っ
て
思
案
を
め
ぐ
ら
し
」
、
一
九
七
〇
年
に
公
式
に
漢

点
字
を
発
表
し
た
の
だ
と
い
う(

す
え
だ
一
九
九
九
：
五
五

〈
末
田
統
、
一
九
九
九
「
漢
点
字
」『
し
に
か
』
六
月
号
〉)

。

か
わ
か
み
は
、
漢
字
と
漢
点
字
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
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説
明
し
て
い
る
。

漢
字
に
は
意
味
、
読
み
、
形
の
三
つ
の
特
質
が
あ
る
。(

中

略)
こ
の
中
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
特
質
は
、
漢
字
自
体
が
意

味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
字
は
世
界
で
も
類
例
の

少
な
い
表
意
文
字
で
あ
る
。
意
味
は
お
も
に
部
首
に
よ
っ
て

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
三
千
年
の
歴
史
の
中
で
生
ま

れ
た
も
の
で
、
部
首
を
無
視
し
て
漢
字
を
作
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
漢
字
の
音
と
訓
を
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
よ
う
な
文

字
は
、
漢
点
字
で
は
な
い
。

漢
字
の
形
が
複
雑
な
の
で
略
字
が
作
ら
れ
て
い
る
が
、
漢

点
字
は
最
終
的
な
略
字
と
い
う
こ
と
が
で
き
る(

か
わ
か
み

一
九
七
七
：
八
六
〈
川
上
泰
一
「
漢
点
字
の
進
路
」『
盲
教

育
』
五
二
〉)

か
わ
か
み
の
漢
字
に
対
す
る
お
も
い
こ
み(
お
も
い
い
れ)

は
、
は
げ
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で「
漢
字
の
点
字(

漢
点

字)

の
開
発
の
企
み
」
が
な
か
っ
た
の
を
「
日
本
盲
人
に
と
っ

て
、
お
お
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
。
盲
界
、
盲
教
育
界
の
怠
慢

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
ま
で
断
じ
て(

同

上)

、「
盲
教
育
界
は
、
漢
点
字
を
正
式
に
取

り
上
げ
、
小
学
校
の
一
年
生
か
ら
漢
点
字
教

育
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う(

同
上
：
九

〇
－
九
一)

。

か
わ
か
み
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
か
い
て
い
る
。

私
は
日
本
人
の
頭
の
優
秀
性
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
漢
字

教
育
の
成
果
で
あ
る
ま
い
か
と
思
っ
て
い
る(

か
わ
か
み
一
九

九
二
：
七
六
〈
「
盲
人
と
文
字

漢
点
字
の
世
界
」『
し
に
か
』

－

一
月
号
〉
）
。

漢
点
字
に
対
す
る
盲
人
の
悩
み
は
、
ひ
と
り
我
が
国
だ
け

の
問
題
で
は
な
く
、
中
華
人
民
共
和
国
を
中
心
と
し
た
漢

字
文
化
圏
諸
国
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
は
、
す

べ
て
音
表
文
字
に
よ
っ
て
漢
字
を
処
理
し
て
い
る
が
、
漢
点
字

は
こ
の
不
合
理
を
一
挙
に
解
決
し
、
東
亜
の
盲
人
文
化
を
飛

躍
的
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る(

か
わ
か
み
一
九

七
七
：
九
一
）
。

ま
さ
に
、
こ
れ
こ
そ
「
非
漢
字
圏
と
盲
人
の
精
神
世
界
を

冒
涜
し
た
暴
言(

ま
し
こ
一
九
九
七
：
二
六
一
〈
ま
し
こ
・
ひ
で

の
り
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の「
日
本
」
「
国
語
」「
日
本

－

史
」
の
知
識
社
会
学
』
三
元
社
〉
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ

の
よ
う
な
い
い
か
た
に
は
、「
盲
人
文
化
」
と
は
晴
眼
者
の
文

化
が
あ
っ
て
こ
そ
な
り
た
つ
も
の
で
、
盲
人
文
化
と
は
ひ
と
え

に
従
属
的
な
も
の
だ
と
い
う
、
傲
慢
な
か
ん
が
え
か
た
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
証
明
の
し
よ
う
の
な
い
漢
字
文
化

の「
優
秀
性
」
を
主
張
し
、
点
字
を
不
当
に
お
と
し
め
、
み
お

ろ
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
差
別
的
な
か
た
り
く

ち
だ
と
い
え
る
。

六
点
漢
字
に
し
て
も
、
漢
点
字
に
せ
よ
、「
大
衆
的
に
は
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ま
っ
た
く
非
実
用
的
な
シ
ス
テ
ム
」
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う(

ま
し
こ
一
九
九
八
：
一
三
〈
「
障
が
い
者
文
化
の

社
会
学
的
意
味
」『
解
放
社
会
学
研
究
』
一
二
〉
）
。
」

ま
た
、
次
の
節
「
盲
人
に
漢
字
を
お
し
つ
け
て
よ
い
の
か
」

に
も
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「
む
し
ろ
絶
対
に
漢
字
を
つ
か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い

う
「
思
い
込
み
」
を
す
て
る
べ
き
な
の
は
晴
眼
者
の
ほ
う
で
は

な
い
の
か
。

な
ぜ
な
ら
点
字
使
用
者
自
身
に
と
っ
て
、
漢
字
は
必
要
の

な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
六
点
漢
字
を
つ
く
っ
た
は
せ
が
わ

・
さ
だ
お
で
さ
え
「
視
覚
障
害
者
が
日
常
に
使
う
点
字
は
、

こ
の
仮
名
点
字
体
系
が
便
利
で
あ
る
。
そ
れ
は
仮
名
の
場

合
、
触
覚
で
ふ
れ
る
点
字
を
そ
の
ま
ま
ほ
ぼ
表
音
で
読
め
る

か
ら
で
あ
る
」
と
、
み
と
め
て
い
る
の
で
あ
る(

は
せ
が
わ
一
九

七
七
：
九
二
〈
「
六
点
漢
字
と
自
動
代
筆
・
自
動
点
訳
」『
盲

教
育
』
五
二
〉
）
。
盲
人
は
、
晴
眼
者
の「
常
識
」
と
い
う
、
社

会
的
圧
力
に
よ
っ
て
漢
字
を
あ
つ
か
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
晴

眼
者
自
身
は
、
盲
人
文
化
に
あ
ゆ
み
よ
ろ
う
と
も
、
漢
字
と

い
う
バ
リ
ア
を
へ
ら
そ
う
と
も
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
盲
人
に
負

担
を
お
し
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
字
を
お
し
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
晴
眼
者
は
盲
人
の
文
字
生
活
を
「
植
民
地
化
」
し

て
い
る
の
だ
と
さ
え
い
え
る
。

か
わ
か
み
・
た
い
い
ち
は
、「
盲
人
諸
君
の
間
に
は
、
漢
字

不
要
論
を
唱
え
る
人
も
い
る
。
こ
れ
は
カ
ナ
点
字
の
世
界
に

あ
ま
り
に
慣
れ
過
ぎ
、
漢
字
の
有
効
性
を
知
ら
な
い
た
め
で

あ
る
」
と
い
う(

か
わ
か
み
一
九
九
二
：
七
六
）
。
は
た
し
て
、

盲
人
に
と
っ
て「
漢
字
の
有
効
性
」
と
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
、
漢
字
を
つ
か
う
こ
と
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
と

を
か
ん
が
え
る
な
ら
、
盲
人
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
に
は
た
ら

く
要
素
の
ほ
う
が
あ
き
ら
か
に
お
お
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
か
わ
か
み
は「
日
本
文
化
を
漢
字
な
し
で
表
現
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
も
い
っ
て
い
る(

か
わ
か
み
一
九
九
二

：
八
五
）)

。「
漢
点
字
」
の
た
め
の
キ
ー
ボ
ー
ド
を
開
発
し
た

す
え
だ
・
お
さ
む(

末
田
統)

は
、「
漢
字
の
点
字
を
学
習
し
、

使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
盲
人
も
日
本
文
化
の
中
で
市
民
権

を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
漢
点
字
で
書
い
た
懸
賞

募
集
で
入
賞
し
た
盲
人
の
小
説
家
も
居
る
」
の
だ
と
い
う(

す

え
だ
一
九
九
九
：
五
五)

。
こ
の
よ
う
な
も
の
い
い
は
、「
盲
人

の
が
わ
が
、
漢
字
文
化
に
同
化
し
な
い
か
ぎ
り
、『
日
本
文

化
』
の
一
員
と
し
て
は
み
と
め
て
や
ら
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
「
お
ど
し
」
に
ち
か

い
。「
日
本
文
化
」
と
い
う
、
実
際
に
は
な
ん
の
実
体
も
な
い

概
念
を
も
ち
だ
し
、
そ
し
て「
日
本
文
化
」
と
「
漢
字
文
化
」

は
、
き
り
は
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
。
だ
か

ら
、
盲
人
も
「
お
な
じ
日
本
人
」
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
同
化

す
べ
き
だ
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
盲
人
と
晴
眼
者
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は「
お
な
じ
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

少
々
引
用
が
過
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
漢
点
字
」
と

「
川
上
泰
一
」
が
登
場
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の「
う
か
」

の
読
者
に
も
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
、
該
当

部
分
を
引
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
「
点
字
使
用
者
に
と
っ
て
漢
字
は

必
要
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
と
ど
う
し
て
断
言
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
？
確
か
に
漢
字
を
多
用
す
る
こ
と
が
良
い
こ
と

で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。

ま
た
漢
字
の
読
み
書
き
に
困
難
を
覚
え
て
い
る
人
が
数
多

く
お
り
、
そ
う
し
た
人
た
ち
が
読
み
や
す
い
、
理
解
し
や
す

い
文
が
社
会
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な
る
べ
き
だ
と
は
思
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
漢
字
を
使
う
か
使
わ
な
い
か
と
い
う
問
題

と
は
質
の
違
う
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

以
前
こ
の
連
載
で「
読
み
や
す
い
図
書
」
に
つ
い
て
取
り
上

げ
た
が
、
漢
字
に
は
ふ
り
が
な
を
振
っ
た
上
で
、
文
章
自
体

を
ど
う
読
み
や
す
く
わ
か
り
や
す
く
す
る
か
と
い
う
こ
と
が

課
題
だ
っ
た
。
漢
字
を
な
く
す
こ
と
が
本
当
に
読
み
や
す
い

こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

筆
者
は
三
章
「
漢
字
だ
ら
け
の
社
会
を
ど
う
し
て
い
く

か
」
で
、「
固
有
名
詞
は『
か
な
が
き
』
に
／
漢
字
は
カ
ッ
コ
の

な
か
に
」
、「
わ
か
ち
が
き
の
必
要
性
」
の
二
点
を
提
起
し
て
い

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
感
で
き
る
。
（
た
だ
し
具
体
的

な
分
か
ち
書
き
に
つ
い
て
の
提
案
は
な
い
）

世
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
よ
く

分
か
る
け
れ
ど
も
、
漢
字
を
な
く
せ
ば
問
題
が
解
決
す
る
と

は
到
底
思
え
な
い
。

一
方
で
漢
字
を
学
ん
で
今
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
日

本
の
あ
る
い
は
中
国
の
文
章
を
読
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
視

覚
障
害
者
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
う

し
た
人
に
ま
で
漢
字
は
必
要
な
い
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

読
者
の
皆
さ
ん
に
も
こ
の
よ
う
な
提
起
に
つ
い
て
考
え
て

い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。
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主
要
症
状
に
対
す
る
理
療
施
術

小
池
上

惇

昨
年
の
八
月
ま
で
、
東
洋
医
学
の
概
要
に
つ
い
て
書

き
ま
し
た
が
、
今
回
か
ら
数
回
に
分
け
て
主
な
症
状
に

対
す
る
按
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
に
つ
い
て
書
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

も
し
、
読
者
の
皆
様
の
中
で
こ
ん
な
症
状
に
つ
い
て

知
り
た
い
と
い
う
希
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
岡
田
さ
ん

の
方
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

肩
こ
り

（
一
）

肩
こ
り
の
概
念

肩
こ
り
と
は
、
肩
上
部
か
ら
項
部
、
あ
る
い
は
肩
甲

間
部
に
及
ぶ
こ
わ
ば
っ
た
重
い
感
じ
な
ど
の
不
快
な
訴

え
を
い
い
ま
す
。

普
通
い
わ
れ
る
肩
こ
り
は
、
疲
労
が
原
因
で
、
そ
の

部
分
の
血
行
が
悪
く
な
る
た
め
に
起
こ
る
も
の
で
す
。

軽
い
も
の
な
ら
、
全
身
の
運
動
を
し
た
り
、
ぬ
る
め

の
入
浴
を
し
た
り
、
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
で
三
十
分
ほ
ど
暖

め
る
だ
け
で
こ
り
が
と
れ
て
楽
に
な
り
ま
す
。

頭
が
重
い
、
目
が
疲
れ
る
、
体
が
怠
く
て
気
力
が
な

い
、
食
欲
が
進
ま
な
い
、
朝
か
ら
あ
く
び
や
居
眠
り
が

出
る
な
ど
の
症
状
を
伴
う
肩
こ
り
は
疲
労
が
蓄
積
さ
れ

た
た
め
に
起
こ
り
ま
す
。

肩
こ
り
は
、
疲
労
の
他
に
高
血
圧
症
、
動
脈
硬
化

症
、
精
神
神
経
症
の
一
症
状
と
し
て
起
こ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
か
ら
、
頑
固
な
肩
こ
り
は
専
門
医
の
受
診
を
お

勧
め
し
ま
す
。（

二
）

東
洋
医
学
的
な
見
方

後
頭
部
か
ら
頚
部
側
面
に
か
け
て
の
こ
わ
ば
り
を
頚

項
強
と
い
い
、
胆
経
の
病
証
、
首
筋
か
ら
背
中
に
か
け

て
の
こ
わ
ば
り
を
項
背
強
と
い
い
、
膀
胱
経
の
病
証
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
肩
に
は
多
数
の
経
絡
が

走
っ
て
お
り
、
こ
り
や
痛
み
の
場
所
と
経
絡
の
関
係
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

臓
腑
で
は
、
目
の
疲
れ
に
よ
る
肩
こ
り
は
肝
、
食
欲

不
振
や
便
秘
を
伴
う
肩
こ
り
は
胃
の
病
証
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

（
三
）

肩
こ
り
の
治
療

ア

治
療
方
針

主
な
目
的
は
、
頚
肩
部
の
緊
張
を
緩
解
し
、
疲
労

け

い

け

ん

ぶ

物
質
を
除
去
す
る
こ
と
で
す
が
、
局
所
治
療
ば
か
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り
で
な
く
全
身
状
態
の
改
善
も
必
要
で
す
。

イ

按
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
施
術

頚
肩
部
な
ど
凝
っ
て
い
る
部
に

揉
捏
法
・
圧
迫
法

じ
ゅ
う
ね
つ
ほ
う

按
撫
法
・
叩
打
法
な
ど
を
行
い
ま
す
。
揉
捏
法
と

と

う

だ

ほ

う

は
も
む
こ
と
、
按
撫
法
と
は
な
で
る
こ
と
、
叩
打

法
と
は
た
た
く
こ
と
で
す
。

次
に
背
部
、
上
肢
、
下
肢
と
順
々
に
施

術
し
、
全
身
状
態
の
改
善
を
図
り
ま
す
。

肩
こ
り
の
時
に
こ
り
の
現
れ
や
す
い
筋

肉
は
、
僧
帽
筋
、

菱
形
筋
、
肩
甲
挙
筋
、

そ
う
ぼ
う
き
ん

り
ょ
う
け
い
き
ん

脊
柱
起
立
筋
な
ど
で
す
。
僧
帽
筋
は
後
頚

部
か
ら
肩
背
部
に
か
け
位
置
す
る
筋
で
、
そ
の
こ
り
に

対
し
て
は
後
ろ
首
の
天
柱
、
肩
上
部
の
肩
井
・
天
り
ょ

う
、
脊
柱
両
側
の
肺
兪
・
心
兪
な
ど
の
経
穴
を
用
い
ま

す
。
肩
甲
挙
筋
は
肩
甲
骨
の
上
に
あ
る
筋
な
の
で
、
そ

の
こ
り
に
対
し
て
は
肩
甲
骨
上
角
の
近
く
に
あ
る
曲
垣

を
用
い
ま
す
。

菱
形
筋
は
肩
甲
骨
の
内
縁
に
あ
る
筋
な
の
で
、
そ
の

こ
り
に
対
し
て
は
肩
甲
骨
内
縁
の
膏
肓
と
い
う
経
穴
を

こ
う
こ
う

け
い
け
つ

用
い
ま
す
。
脊
柱
起
立
筋
は
背
骨
の
両
側
に
あ
る
筋

で
、
そ
の
こ
り
に
対
し
て
は
背
骨
の
両
側
に
あ
る
肝
兪

・
腎
兪
・
大
腸
兪
な
ど
を
用
い
ま
す
。

ウ

併
用
す
る
物
理
療
法

ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
・
遠
赤
外
線
・
低
周
波
な
ど
を
用
い

ま
す
。
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
と
遠
赤
外
線
は
温
熱
療

法
、
低
周
波
は
電
気
的
刺
激
に
よ
っ
て
筋
肉
の
循

環
を
改
善
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

エ

肩
こ
り
体
操

次
の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
体
操
を
、
患
者
に
家
庭
で
行

う
よ
う
に
指
導
し
ま
す
。

各
体
操
を
十
回
程
度
行
い
ま
す
が
、
一
つ
の
体
操

の
あ
と
は
少
し
休
ん
で
次
の
体
操
に
進
み
ま
す
。

①
拇
指
と
四
指
と
の
間
を
開
い
て
両
方
の
手
掌
を
側

ぼ

し

し

し

腹
部
に
当
て
、
深
呼
吸
を
行
う
。
息
を
吐
く
と
き

に
両
手
で
腹
部
を
押
さ
え
る
よ
う
に
し
、
体
を
丸

め
る
。

②
首
を
左
右
に
交
互
に
曲
げ
、
次
に
前
後
に
交
互
に

曲
げ
る
。

③
左
の
手
掌
を
左
側
頭
部
に
当
て
、
頭
と
手
で
押
し

合
う
。
同
様
の
動
作
を
右
側
頭
部
、
前
頭
部
、
後

頭
部
で
も
行
う
。

④
両
手
掌
を
胸
の
前
で
会
わ
せ
、
ひ
じ
を
張
る
。

手
掌
同
士
で
押
し
合
う
。

⑤
肩
す
く
め
運
動
を
行
う
。

次
回
は
、
頚
腕
症
候
群
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。
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私
は
高
校
二
年
か
ら
点
訳
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
の
お
手
伝
い
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
既
に

「
羽
化
」
に
も
投
稿
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
の
で
今
回
は
詳
し

く
は
書
き
ま
せ
ん
が
、
私
が
活
動

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
「
平
瀬
が
来
る
日
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
出
席
率
が
い
い

け
れ
ど
、
来
な
い
日
は
少
な
い
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
お
そ
ら
く
岡
田
さ
ん
と
羽
化

の
会
の
関
わ
り
も
同
じ
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
か
と
推
察
し

て
い
ま
す
。

点
訳
活
動
は
他
の
障
害
者
に
対
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

に
比
べ
て
、
当
事
者
に
接
す
る
機
会
が
少
な
い
と
思
い
ま

す
。
社
協
で
活
動
す
る
サ
ー
ク
ル
は
地
域
と
の
つ
な
が
り
も

あ
り
、
利
用
者
と
交
流
す
る
機
会
を
作
ろ
う
と
思
え
ば
で

き
ま
す
が
、
図
書
館
の
蔵
書
を
製
作
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

ま
ず
そ
の
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
点
訳
依

頼
も
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
、
図
書
館

視覚障害の理解のために

平瀬 徹

職
員
を
通
す
こ
と
に
な
り
、
よ
っ

ぽ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
利
用
者
が
直
接
会
っ
て

話
す
機
会
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
手
話
や
車
い
す
ダ
ン
ス

の
サ
ー
ク
ル
、
知
的
障
害
者
の
日

曜
学
校
な
ど
の
活
動
は
、
直
接

障
害
者
と
接
す
る
こ
と
で
成
り

立
ち
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
す
る
人
と
し
て
も
、
障
害
者
と
接
し
た
い

と
思
う
ニ
ー
ズ
が
多
い
の
で
、
私
が
出
席
す
る
日
と
で
き
な
い

日
と
で
参
加
者
数
が
変
わ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
岡
田
さ
ん

も
私
も
、
な
か
な
か
例
会
を
休
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

（
笑
）
。

私
は
も
う
三
十
三
年
ほ
ど
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
に
長
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
と
接

し
て
き
て
い
る
の
に
、
昨
年
の
大
樹
会
の
総
会
で「
視
覚
障
害

者
の
方
に
聞
き
た
い
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
聞
い
て
は
失
礼
な
ん

じ
ゃ
な
い
か
、
傷
つ
け
て
し
ま
う
の
で
は
と
思
い
躊

躇
し
て
し

ち
ゅ
う
ち
ょ

ま
う
こ
と
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

私
は
鍼
灸
を
業
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
患
者
さ
ん
か
ら
障

害
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、

「
失
礼
な
こ
と
を
聞
く
よ
う
だ
け
ど
」
と
前
置
き
さ
れ
る
こ 車椅子社交ダンス普及会の活動風景
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取
得
で
き
て
し
ま
う
短
縮
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
あ
り
ま
す
。

「
平
瀬
さ
ん
は
朝
起
き
て
か
ら
夜
眠
る
ま
で
に
、
家
の
中

で
ど
ん
な
こ
と
に
困
り
ま
す
か
？
」
と
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
講

座
の
講
師
を
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
社
会
福
祉
士
の
方
々
か
ら
尋

ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
私
た
ち
は
馴
れ
た
と
こ
ろ
で

は
不
自
由
は
な
い
ん
で
す
よ
。
盲
学
校
の
中
で
中
途
失
明
の

人
も
ス
イ
ス
イ
白
杖
な
し
で
歩
い
て
い
ま
す
よ
。
」
と
申
し
上

げ
て
も
な
か
な
か
信
じ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
家
の
中
で
も

白
杖
が
必
要
だ
と
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
が
講
師
を
し
て

ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
を
先
に
勉
強
な
さ
っ
た
受
講
生
や
講
師
の

方
々
で
す
か
ら
、
障
害
者
に
対
し
て
も
高
齢
者
の
介
護
を
す

る
よ
う
に
、
腫
れ
物
に
で
も
触
る
よ
う
に
、
た
だ
安
全
に
怪

我
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
識
が
強
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
持
っ
た
ま
ま
事
業
所
に
配
属
さ

れ
、
派
遣
さ
れ
る
ヘ
ル
パ
ー
が
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
健
康
な
の
で
す
か
ら
、
抱
き
か
か
え
ら
れ
る
よ

う
に
し
て
運
ば
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
緒
に
歩
き
た
い
、
景
色

の
説
明
も
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。

羽
化
の
会
の
方
々
は
岡
田
さ
ん
と
一
緒
に
活
動
し
て
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
、
上
記
の
よ
う
な
誤
解
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
ま
す
と
、
私
た
ち
は

た
だ
点
訳
活
動
を
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
対
し
、

と
が
最
も
不
愉
快
で
す
。「
失
礼
な
こ
と
と
思
う
な
ら
聞
く

な
よ
な
」
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
樹
会
で
発
行
し
て
い
る
ミ
ニ
コ

ミ
誌
「
ハ
ロ
ー
」
と
私
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
質
問
を
募
集
し
、
そ

れ
に
お
答
え
す
る
「
視
覚
障
害
者
に
何
で
も
Ｑ
！
」
と
い
う

企
画
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

視
覚
障
害
者
と
い
っ
て
も
、
失
明
し
た
時
期
や
見
え
方
、

生
活
環
境
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
、
私
一
人
が
す
べ
て
の

視
覚
障
害
者
の
気
持
ち
を
代
弁
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
同
じ
障
害
を
持
つ
仲
間
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
訪
れ

て
下
さ
る
方
々
に
も
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

一
方
、
昨
年
四
月
か
ら
、
障
害
者
に
対
す
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
も
介
護
保
険
と
同
じ
よ
う
に
民
間
事
業
者
が
参
入
で

き
る
「
支
援
費
制
度
」
が
始
ま
り
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
資
格

を
取
得
す
る
講
座
が
た
く
さ
ん
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
な
さ
っ
て
い
て「
も
っ
と

お
役
に
立
ち
た
い
」
と
い
う
方
々
が
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
ガ
イ

ド
ヘ
ル
パ
ー
の
勉
強
を
な
さ
っ
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
今
は
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
と
ら
え
る
方
々
が
増
え
て
い
ま

す
。と

く
に
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
二
級
以
上
の
資
格
を
お
持
ち
の

方
は
、
三
日
間
の
講
義
と
一
日
の
施
設
実
習
で
、
視
覚
障
害

者
と
車
い
す
使
用
者
の
両
方
の
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
資
格
を
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障
害
者
に
対
す
る
意
識
を
払

拭
さ
せ
る
よ
う
な
活
動
も
し

ふ
っ
し
ょ
く

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
誤
解
さ
れ
た

ま
ま
漢
点
字
の
普
及
や
公
認
を
求
め
て
も
、
理
解
さ
れ
な
い

の
で
は
と
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
講
座
の
講
師
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
中
で
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

中
途
失
明
者
に
と
っ
て
漢
点
字
は
、
今
ま
で
使
っ
て
い
た

文
字
を
取
り
戻
せ
る
の
で
す
か
ら
、
生
き
甲
斐
を
持
っ
て
い

た
だ
く
た
め
に
も
と
て
も
有
効
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
中
途
失
明
者
の
リ
ハ
ビ
リ
に
関
わ
る
方
々
の
意

識
が
「
い
た
れ
り
つ
く
せ
り
し
て
あ
げ
れ
ば
本
人
は
満
足
だ

ろ
う
」
と
い
う
エ
ゴ
で
固
ま
っ
て
い
て
は
、
漢
点
字
を
お
勧
め

す
る
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
の
で

す
。私

や
岡
田
さ
ん
は
決
し
て
特
別
な
存
在
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
皆
さ
ん
に
目
を
お
貸
し
い
た
だ
く
こ
と
で
、
と
も
に
活

動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

視
覚
障
害
者
の
文
化
向
上
の
た
め
今
ま
で
活
動
し
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
も
う
一
歩
進
め
て
、
社
会
へ
の
意
識
改
革
の

活
動
も
し
ま
せ
ん
か
！

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、「
視
覚
障
害
者
に
何
で
も
Ｑ
！
」

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ

．

ｙ
ｏ
ｉ
ｈ
ａ
ｒ

ｉ

．

ｃ
ｏ
ｍ
／
ｎ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｍ
ｏ
ｑ
／

に
対
し
、
羽
化
の
会
の
皆
様
か
ら
も
ご
意
見
・
ご
感
想
な
ど

の
投
稿
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

酔
夢
亭
読
書
日
記

安
田
章

孫
子
そ
の
二

「
彼
れ
を
知
り
て
己
を
知
れ
ば
、
百
戦
し
て
殆
（
あ
や
）
う
か

ら
ず
。
」

人
間
の
常
と
い
う
か
、
凡
人
で
あ
る
か
ら
か
、
他
者
、
他
人
の

こ
と
を
知
る
よ
り
自
分
の
こ
と
を
知
る
方
が
遥
か
に
難
し
い
と

思
う
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

自
分
を
知
る
と
言
う
こ
と
は
自
分
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
自
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
な
か

な
か
で
き
な
い
。「
人
生
五
十
に
い
た
ら
ざ
れ
ば
、
血
気
い
ま
だ

定
ま
ら
ず
、
知
恵
い
ま
だ
開
け
ず
、
古
今
に
う
と
く
し
て
、
世

変
に
な
れ
ず
。
言
あ
や
ま
り
多
く
、
行
（
お
こ
な
い
）
悔
い
多
し
、

人
生
の
理
（
こ
と
わ
り
）
も
楽
（
た
の
し
み
）
も
い
ま
だ
し
ら
ず
。
」

と
貝
原
益
軒
先
生
は
喝
破
さ
れ
て
い
る
が
、
五
十
有
余
ま
で
生

き
な
が
ら
え
て
き
た
酔
夢
亭
の
ご
と
く
は
い
ま
だ
己
が
何
物
で

あ
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
。
支
離
滅
裂
な
こ
と
を
喚
き
、

悔
い
多
い
こ
と
ば
か
り
し
で
か
し
て
悪
夢
に
う
な
さ
れ
、
汗
び
っ

し
ょ
り
の
朝
を
迎
え
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。



「
孫
子
曰
わ
く
、
昔
（
い
に
し
）
え
の
善
（
よ
）
く
戦
う
者
は
、

先
ず
勝
つ
可
か
ら
ざ
る
を
為
し
て
、
も
っ
て
敵
の
勝
つ
可
き
を
待

つ
。
」
（
形
篇
）

敵
の
攻
撃
を
受
け
て
も
負
け
な
い
態
勢
を
つ
く
り
あ
げ
、
相

手
に
勝
て
る
よ
う
な
態
勢
を
見
計
ら
う
。
そ
し
て
、「
勝
ち
易
き

に
勝
つ
」
わ
け
だ
。
派
手
な
勝
ち
方
を
し
な
い
で
、
淡
々
と
勝
つ

べ
く
し
て
勝
っ
て
い
く
。
そ
う
な
る
た
め
に
は
、「
千
日
の
稽
古
を

鍛
と
し
、
万
日
の
稽
古
を
錬
と
」
（
宮
本
武
蔵

五
輪
書
）
す
る

日
々
の
積
み
重
ね
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

千
日
、
万
日
の
稽
古
や
鍛
錬
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

腹
を
練
り
、
腰
を
さ
だ
め
る
。
ま
さ
に

「
動
か
ざ
る
こ
と
山
の
如
く
」
（
軍
争
篇
）
に
で
あ
る
。

稽
古
、
鍛
錬
と
言
う
こ
と
で
少
し
横
道
に
そ
れ
て
い
く
が
、

稽
古
と
は「
昔
の
事
を
手
本
に
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
型
を
覚
え

る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
武
道
や
芸
事
に
お
い
て
は
完

成
し
た
型
を
徹
底
的
に
真
似
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
そ

こ
に
我
流
を
入
れ
た
な
ら
上
達
も
な
い
し
、
師
匠
か
ら
破
門
さ

れ
る
。
そ
し
て
型
ど
お
り
に
自
分
の
身
体
を
動
か
す
為
に
は
何

千
何
万
回
も
繰
り
返
し
鍛
錬
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け

だ
。
因
み
に
南
郷
継
正
と
い
う
人
に
よ
れ
ば
、
武
道
の
技
の
修

得
に
は
、
二
万
回
の
反
復
練
習
が
必
要
と
の
こ
と
で
あ
る
。
数

百
回
数
千
回
反
復
練
習
し
て
も
二
万
回
ま
で
行
か
な
い
で
止
め

て
し
ま
う
と
、
技
の
修
得
は
結
局
で
き
な
い
。
量
か
ら
質
へ
の
転

化
は
あ
る
極
限
点
を
境
に
劇
的
に
起
き
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。量

か
ら
質
へ
の
転
化
、
そ
れ
は
漢
字
を
覚
え
て
い
く
過
程
に

も
も
し
か
し
た
ら
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
漢
字
の
一
字
一
字
は
、
巨
大
な
文
化
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
凝
縮
さ
れ
た
深
い
思
索
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
漢
字
は

そ
れ
自
体
が
巨
大
な
文
化
遺
産
で
あ
る
。
漢
字
を
数
百
数
千

覚
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
心
に
宝
石
を
数
百
数
千

埋
め
込
ん
で
い
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
」
と
斎
藤
孝
は
い

う
。
心
に
宝
石
を
た
く
さ
ん
埋
蔵
し
て
い
れ
ば
、
人
生
は
豊
か

に
な
る
わ
け
で
、
漢
字
を
単
な
る
伝
達
の
道
具
な
ど
と
考
え
て

軽
視
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う

が
、
読
者
諸
兄
は
ど
う
お
考
え
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

「
水
の
疾
（
は
や
）
く
し
て
石
を
漂
わ
す
に
至
る
者
は
、
勢
な

り
。
鷙
鳥
（
し
ち
ょ
う
）
の
撃
ち
て
毀
折
（
き
せ
つ
）
に
至
る
者

は
、
節
（
せ
つ
）
な
り
。
」「
勢
は
弩
（
ど
）
を
ひ
く
が
如
く
、
節
は

機
を
発
す
る
が
如
し
。
」
（
勢
篇
）

孫
先
生
は
勢
い
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
激
流
が

石
を
も
流
す
の
が
、
勢
い
で
あ
り
、
猛
禽
が
獲
物
を
一
撃
で
打

ち
砕
く
の
が
節
で
あ
る
、
と
い
う
。
勢
は
弓
を
一
杯
に
引
き
絞
っ

た
エ
ネ
ル
ギ
ー
蓄
積
の
状
態
で
あ
り
、
節
は
そ
の
限
界
に
達
し
た

蓄
積
を
一
気
に
発
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

－ １０ －



－ １１ －

物
事
を
成
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
個
人
な
り
組
織
な
り
に

勢
い
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
も
不
可
欠
で
あ
る
と
思
う
。
や

る
気
の
な
い
も
の
が
ど
れ
だ
け
頭
数
を
揃
え
て
い
て
も
、
そ
ん
な

組
織
は
早
晩
瓦
解
し
て
い
く
の
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
ろ
う
。

や
る
気
と
い
う
水
位
を
高
め
て
行
く
に
は
リ
ー
ダ
ー
は
何
を
成

す
べ
き
か
。

「
故
に
善
く
戦
う
者
は
、
之
を
勢
に
求
め
、
人
に
責
（
も
と
）

め
ず
し
て
」「
人
を
択
び
て
勢
に
与
（
し
た
が
）
わ
し
む
る
」「
其
の

人
を
戦
わ
す
や
、
木
石
を
転
ず
る
が
如
し
。
」
（
勢
篇
）

精
鋭
部
隊
で
は
な
い
烏
合
の
衆
を
率
い
て
戦
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
の
方
が
現
実
に
は
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
丸
い
石

を
千
仭
の
山
か
ら
転
落
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
を
リ
ー
ダ
ー
は
つ

く
っ
て
い
く
力
量
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
故
に
善
く
戦
う
者
は
、
人
を
致
す
も
人
に
致
さ
れ
ず
。
」

（
虚
実
篇
）

相
手
を
思
う
が
ま
ま
に
動
か
す
が
、
自
分
は
決
し
て
相
手
の

意
図
ど
お
り
に
は
動
か
さ
れ
な
い
。
相
手
が
休
息
し
て
い
る
と

き
は
相
手
を
引
き
ず
り
回
し
て
疲
労
さ
せ
、
満
腹
で
あ
れ
ば
別

の
場
所
へ
連
れ
て
行
っ
て
飢
え
さ
せ
る
。

「
故
に
善
く
攻
む
る
者
は
、
敵
守
る
所
を
知
ら
ず
。
善
く
守

る
者
は
、
敵
攻
む
る
所
を
知
ら
ず
。
」
（
虚
実
篇
）

こ
の
あ
た
り
の
虚
々
実
々
は
ま
さ
に
孫
子
ら
し
い
。「
微
な
る

か
な
微
な
る
か
な
、
無
形
に
至
る
。
神
な
る
か
な
神
な
る
か
な
、

無
声
に
至
る
。
」
の
だ
。
何
と
も
神
々
し
い
で
は
な
い
か
。

思
え
ば
私
た
ち
は
人
に
致
さ
れ
て
ば
か
り
で
、
会
社
を
リ
ス

ト
ラ
さ
れ
て
も
不
景
気
だ
か
ら
と
文
句
も
言
え
ず
、
税
金
が
足

り
な
い
か
ら
増
税
す
る
と
い
わ
れ
て
も
反
抗
の
筵
旗
も
立
て
ず

に
唯
々
諾
々
と
従
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
じ
っ
と
手
を
み
て

己
の
不
幸
を
認
識
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
は
積
極
果
敢
に
孫

先
生
の
い
わ
れ
る
よ
う
に「
人
を
致
す
」
こ
と
も
少
し
は
考
え
て

み
る
価
値
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。

「
我
れ
寡
（
す
く
な
）
く
し
て
敵
は
衆
（
お
お
）
き
も
、
能
く
寡

を
以
て
衆
を
撃
つ
者
は
、
則
ち
吾
が
与
（
と
も
）
に
戦
う
所
の
者

約
な
れ
ば
な
り
。
」
（
虚
実
篇
）

敵
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
お
い
て
、
自
軍
は
全
兵
力
を
一
点
に
集

中
し
、
相
手
を
各
個
撃
破
し
て
い
く
。
一
点
集
中
に
よ
り
、「
十

を
以
て
壱
を
撃
つ
」
形
に
す
る
わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
ち
ら
が

十
で
あ
る
。
相
手
を
分
断
し
て「
虚
」
に
し
て
し
ま
い
、
弱
小
に

す
る
。

以
下
次
号

今
回
参
考
に
し
た
文
献
は
以
下
の
と
お
り
。

「
孫
子
」
浅
野
裕
一

講
談
社
学
術
文
庫

「
身
体
感
覚
を
取
り
戻
す
」
斎
藤
孝

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス

「
養
生
訓
」
貝
原
益
軒

講
談
社
学
術
文
庫



－ １２ －

点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
二
十
三
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

九

M
U
L
T
I
S
E
N
S
E
R
E
A
D
IN
G
S

視
覚
障
害
者
と
読
書
（
私
見
）
（
続
き
）

［
前
回
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
、『
日
本
語
と
自
我
』
（
対
談
、
養

老
孟
司
・
古
井
由
吉
、
二
〇
〇
二
年
二
月
七
日
、〔
群
像
〕

二
〇
〇
三
年
三
月
号
、
講
談
社
）
か
ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

「
日
本
語
は
、
漢
字
が
出
れ
ば
、
相
当
な
意
味
が
一
度
に

開
く
わ
け
で
す
よ
。
（
略
）
」
／
「
日
本
人
は
ど
う
な
っ
て
い
る

か
と
い
う
と
、
耳
で
聞
く
の
は
仮
名
で
す
。
そ
れ
を
頭
の
中
で

漢
字
に
変
換
し
て
、
意
味
を
つ
な
い
で
い
く
。
（
略
）
し
か
し
、

仮
名
を
漢
字
に
変
換
す
る
構
造
が
脳
の
中
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ

れ
て
い
る
と
な
る
と
、
（
略
）
英
語
の“

ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
”

だ
っ

て
、
僕
の
頭
の
中
に
は
決
し
て
四
つ
の
文
字
と
し
て
入
っ
て
い

ま
せ
ん
よ
。
漢
字
が
一
つ
入
っ
て
い
る
よ
う
に
、“

ｗ
ｏ
ｒ
ｄ

”

が
入
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
」
（
古
井
由
吉
）

前
回
は
序
章
と
し
て
、「
点
字
離
れ
」
と
「
触
読
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
」
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

「
点
字
離
れ
」
で
は
、
そ
の
現
象
を
ど
う
捉
え
る
か
、
単
に

一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
読
書
離
れ
・
文
字
離
れ
、

と
り
わ
け
点
字
の
触
読
を
嫌
っ
て
、
ニ
ー
ズ
が
音
訳
へ
と
偏
っ

て
行
く
こ
と
を
、
負
と
捉
え
て
嘆
く
だ
け
で
よ
い
の
か
（
？
）
、

そ
れ
に
は
現
在
の
日
本
語
の
点
字
自
身
に
、
見
捨
て
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
ん
な
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ま
し
た
。

日
本
語
に
は
、〈
漢
字
〉
と
い
う
文
字
が
深
く
根
を
張
っ
て

い
ま
す
。
耳
か
ら
入
っ
て
来
る
言
葉
、
目
か
ら
入
っ
て
来
る
カ

ナ
文
字
は
、
脳
の
中
で
、
一
度
は
必
ず
〈
漢
字
〉
へ
変
換
さ
れ

ま
す
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
っ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
ま
す
。
日

本
語
が
〈
漢
字
〉
を
受
け
入
れ
て
、
書
記
言
語
が
形
成
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
過
程
に
、
先
人
は〈
漢
字
〉
の
〝
訓
読
〟
の
方

法
を
編
み
出
し
ま
し
た
。
そ
の
基
本
形
は
、
千
数
百
年
を
経

た
現
在
も
、
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

本
来
点
字
の
読
み
に
も
同
じ
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
は
ず
で

す
。
耳
か
ら
聞
く
音
、
目
か
ら
見
た
カ
ナ
文
字
を
受
け
取
る

の
と
同
様
に
、
指
の
触
覚
か
ら
カ
ナ
の
点
字
を
触
知
す
れ

ば
、
直
ち
に
そ
れ
を
脳
で
漢
字
に
変
換
す
る
、
し
か
し
何
故

か
、
日
本
語
点
字
の
翻
案
者
・
石
川
倉
次
先
生
は
、
視
覚
障

害
者
に
は〈
漢
字
〉
は
必
要
な
い
と
し
て
、
触
読
文
字
の〈
漢

字
〉
の
体
系
を
お
作
り
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。



－ １３ －

そ
の
た
め
に
、
本
来
あ
る
べ
き
音
か
ら
〈
漢
字
〉
へ
の
変
換

の
回
路
が
、
日
本
人
の
視
覚
障
害
者
の
脳
の
中
に
は
形
成

さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
点
字
離
れ
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
て
、
盲
学

校
を
卒
業
し
て
社
会
へ
出
た
途
端
に
、〈
カ
ナ
点
字
〉
だ
け
の

体
系
は
、
全
く
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
知
る
と
こ
ろ
に
由
来

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
現
在
の
よ
う
に
、
統
合
教
育
の
進

行
や
中
途
失
明
者
の
増
加
は
、
益
々
「
点
字
離
れ
」
に
拍
車

を
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
に「
触
読
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
で
は
、
点
字
の〈
触
読
〉
が
ど

う
捉
え
ら
れ
て
来
た
か
、
ど
う
捉
え
ら
れ
る
べ
き
か
を
考
え

ま
し
た
。

〈
触
読
〉
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
何
故
か
、
生
理
学
的
に
分
析

さ
れ
た
デ
ー
タ
は
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
お
り

ま
せ
ん
。

盲
学
校
や
点
字
図
書
館
で
は
、「
視
覚
障
害
者
は
、
視
覚

を
失
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
触
覚
の
鍛
錬
の
努
力
は
当
然
で
、

そ
う
す
れ
ば
、
晴
眼
者
が
、
文
字
を
目
で
見
て
読
む
の
と
同

程
度
の
力
を
得
ら
れ
る
は
ず
だ
。
」
と
い
う
言
説
が
通
用
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
と
相
応
す
る
よ
う
に
、「
も
し
そ
の
力
を
得

ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
努
力
が
不
足
し
て
い
る
か
、
そ
も
そ

も
元
来
そ
の
力
が
な
い
の
だ
。
」
と
断
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
し

か
も
こ
の
結
果
と
し
て
、
あ
る
優
秀
な
（
？
）
ご
く
一
部
の
人

を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
全
員
が
、
触
読
の
〝
非
力
者
〟
と
レ
ッ
テ

ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
、
も
っ
と
公
平
な
ア
プ
ロ
ー

チ
も
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
が
本
論
の
立
場
で
す
。
（
以

上
、
前
号
を
ご
参
照
下
さ
い
。
）
］

（
二
）
識
字

ａ
．
識
字
と
は
？

本
会
で
は〈
漢
点
字
〉
の
普
及
を
、
日
本
の
視
覚
障
害
者

の〈
識
字
〉
と
捉
え
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

こ
の〈
識
字
〉
と
い
う
言
葉
は
、
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
古
く
か

ら
用
い
ら
れ
た
語
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
私
た
ち
の
幼
少
年

期
に
は
、
〝
文
盲
〟
と
い
う
語
が
、〈
識
字
〉
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

ー
、
つ
ま
り
現
代
語
で
言
え
ば
〈
非
識
字
〉
の
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
た
と
記
憶
し
ま
す
。
（
こ
こ
で
言
う
〝
盲
〟
は
、
単
に

「
目
が
見
え
な
い
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い

こ
と
は
、
自
ず
と
知
ら
れ
ま
す
。
文
字
の
用
い
ら
れ
方
、
語

の
用
い
ら
れ
方
は
、
こ
の
よ
う
に
幅
広
く
・
奥
深
く
検
討
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
語
を
、
現
代
の
風
潮
に
あ
る
よ
う
に
、
単
に
〝
不
快

語
〟
と
し
て
排
除
す
る
だ
け
で
は
済
ま
な
い
こ
と
、
こ
れ
は
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大
い
に
重
要
な
こ
と
と
考
え
ま
す
。
多
く
の
視
覚
障
害
者

は
、
〝
盲
〟
を
不
快
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、

実
際
は
自
ら
も
、
し
ば
し
ば
こ
の
語
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
引
き
替
え
、
聴
覚
障
害
の
皆
さ
ま
は
、
〝
聾
〟
と
い
う

文
字
を
使
用
せ
ず
、
〝
ロ
ウ
〟
と
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
し
て
、

し
か
も
「
ろ
う
」
と
い
う
音
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
ら
れ
ま

す
。
意
識
の
相
違
を
感
じ
ま
す
。
）

こ
の〈
識
字
〉
の
定
義
を
、〈
広
辞
苑
〉
と
〈
大
辞
林
〉
の
電

子
ブ
ッ
ク
版
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
両
者
と
も
に
、

ひ
ど
く
素
っ
気
な
い
記
述
な
の
で
す
。
曰
く
、「
文
字
の
読
み

書
き
が
で
き
る
こ
と
。
」

勿
論
そ
れ
は
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違
い
で
は
な
い

が
、
か
な
り
物
足
り
な
い
、
そ
う
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ

う
か
？

世
界
を
見
渡
せ
ば
、
こ
の〈
識
字
〉
を
国
家
の
柱
と
し
よ
う

と
し
て
い
る
発
展
途
上
国
が
沢
山
あ
り
ま
す
。

沢
山
あ
る
の
で
は
な
く
、
今
日
で
は
全
て
の
国
々
が
そ
う

考
え
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
に
先
進
国
の
政
府
か

ら
、
ま
た
非
政
府
組
織
（Ｎ

Ｇ
Ｏ

）
か
ら
、〈
識
字
〉
の
振
興
の

た
め
の
援
助
が
送
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
連
で
も
、
そ
の
下
部
組
織
のU

N
E
S
C
O

やU
N
IC
E
F

で

も
こ
の〈
識
字
〉
を
、
生
存
権
の
一
つ
と
数
え
て
、「
基
本
的
な

人
権
」
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
こ
の「
基
本
的
な
人
権
」
と

は
、
あ
ら
ゆ
る
政
府
組
織
・
行
政
組
織
お
よ
び
地
方
行
政
組

織
に
、
厳
守
の
義
務
が
求
め
ら
れ
る
権
利
で
、〈
識
字
〉
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
教
育
行
政
ば
か
り
が
責
任
を
問
わ
れ
る
も
の

で
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
福
祉
や
医
療
、

そ
の
他
日
常
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
も
、
何
ら
か
の
取
り
組

み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

ｂ
．
我
が
国
の
取
り
組
み

明
治
維
新
後
の
我
が
国
は
、
欧
米
列
強
の

荒
波
を
乗
り
越
え
、
あ
わ
よ
く
ば
列
強
と
肩

を
並
べ
る
べ
く
、「
富
国
強
兵
」
を
謳
い
文
句

に
、
軍
事
・
産
業
・
教
育
に
一
国
の
力
を
注

ぎ
ま
し
た
。

取
り
分
け
教
育
は
、
他
の
二
つ
を
支
え
る

も
の
と
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
と
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち

国
民
と
は
、
国
家
を
支
え
る
資
源
で
あ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ

る
と
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
の
が
、
国
民
に
公
平
に
課
す
る
初
等

教
育
の
〝
義
務
〟
化
、「
義
務
教
育
」
の
施
行
で
し
た
。

こ
の「
義
務
教
育
」
と
い
う
語
は
、
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
か
ら

輸
入
し
た
も
の
で
、"c

o
m
p
u
lso
ry
e
d
u
c
a
tio
n
"

の
訳
語
で

す
。
こ
の"c

o
m
p
u
lso
ry
"

と
は
、「
法
的
な
強
制
力
を
以
て
行

う
」
と
い
う
意
味
で
、
兵
役
の
〝
義
務
〟
と
同
様
の
意
味
と

解
さ
れ
て
、「
義
務
教
育
」
の
用
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
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り
ま
し
た
。

こ
こ
で
理
解
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
我
が
国
で

は
、
初
等
教
育
の
〝
義
務
〟
（
強
制
）
化
、
そ
こ
で「
識
字
教

育
」
が
行
わ
れ
た
、
そ
れ
が
現
在
に
ま
で
至
っ
て
い
る
こ
と

で
、〈
識
字
〉
は
、
決
し
て
個
人
の
ニ
ー
ズ
、
個
人
的
な
発
意
に

よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

現
在
我
が
国
は
九
九
．
八
％
の
識
字
率
を
誇
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
た
数
値
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。

ｃ
．
教
育
と
国
民

明
治
に
入
っ
て
身
分
制
の
崩
壊
と
、
国
民

の
教
育
の
〝
義
務
〟
化
が
図
ら
れ
て
、
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
こ
の「
義
務
教
育
」
は
、
さ

ら
に
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
そ
の
考
え
方
は
大
き
く
変
わ
っ
て
、

主
体
が
国
家
か
ら
国
民
へ
移
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

そ
こ
で
再
度
、〈
広
辞
苑
〉
と
〈
大
辞
林
〉
か
ら
引
い
て
み
ま

す
。【

義
務
教
育
】
：
す
べ
て
の
者
が
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
教
育
。
日
本
で
は
憲
法
・

教
育
基
本
法
で
国
民
の
教
育
を
受

け
る
権
利
を
保
障
し
、
学
齢
児
童

・
生
徒
の
就
学
を
保
護
者
に
義
務

づ
け
て
い
る
。

（
「
広
辞
苑
」
岩
波
書
店
）

【
義
務
教
育
】
：
国
民
が
子
女
に
受
け
さ
せ
ね
ば
な

ら
な
い
普
通
教
育
。
日
本
国
憲
法

で
は
、
子
供
が
教
育
を
受
け
る
権

利
を
保
障
す
る
性
格
を
も
つ
。
日

本
の
現
行
学
制
で
は
、
小
学
校
六

年
、
中
学
校
三
年
の
九
年
間
が
そ

の
期
間
で
あ
り
、
無
償
と
な
っ
て

い
る
。

（
「
大
辞
林
」
三
省
堂
）

大
変
難
し
い
文
章
で
す
。〈
広
辞
苑
〉「
す
べ
て
の
者
が
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
。
」
、〈
大
辞
林
〉「
国
民
が
子
女

に
受
け
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
普
通
教
育
。
」
こ
こ
で
は
こ
の
〝

義
務
〟
の
主
体
が
、
巧
妙
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

戦
後
民
主
主
義
の
教
育
の
理
念
と
し
て
よ
く
聞
か
れ
る

も
の
に
、「
戦
後
の〈
義
務
教
育
〉
は
、
国
民
の
、
教
育
を
受
け

る
『
権
利
』
に
対
す
る
、
国
や
地
方
自
治
体
の
、
教
育
を
施

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い『
義
務
』
を
い
う
。
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
私
も
盲
学
校
で
習
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
高
名
な
両
辞
典
の
記
述
に
は
、
そ
の
よ
う



な
意
味
合
い
は
、
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
な
い
よ
う
に
見
え
ま

す
。ａ

．
の〈
識
字
〉
の
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
国
際
的
に
は〈
識

字
〉
を
施
す
の
は
行
政
の
責
任
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意

味
で
こ
の
〝
義
務
〟
を
捉
え
れ
ば
、
明
ら
か
に
国
民
の
、
教

育
を
受
け
る
〝
権
利
〟
に
対
す
る
、
国
・
地
方
自
治
体
の
、

教
育
を
施
す
〝
義
務
〟
と
理
解
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
は
定
着
し
て
い
な
い

と
考
え
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

戦
後
の
教
育
理
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
的
な
人
権

の
理
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
が
国
の「
義
務
教
育
」
は
、
施

す
〝
義
務
〟
で
は
な
く
、
受
け
さ
せ
る
、
親
に
と
っ
て
の
〝

義
務
〟
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
視
覚
障
害

者
で
あ
る
子
女
が
教
育
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
、
国
や
地
方
自
治
体
に
は
そ

れ
を
施
す
〝
義
務
〟
は
な
い
の
で
、
当
然

な
が
ら
「
人
権
」
と
捉
え
ら
れ
る〈
識
字
〉

の
教
育
で
も
、
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
と
理
解
で
き
ま
す
。

川
上
先
生
が〈
漢
点
字
〉
を
世
に
問
わ
れ
て
、
通
信
教
育

と
い
う
方
法
で
、
そ
の
普
及
に
努
め
ら
れ
ま
し
た
。

も
し
こ
の
間
に
、
国
際
的
な
〈
識
字
〉
の
理
念
に
目
覚
め
た

教
育
関
係
者
が
い
れ
ば
、
当
然
非
識
字
の
状
況
に
置
か
れ
て

い
る
視
覚
障
害
者
に
、
目
を
向
け
た
に
違
い
な
い
、
そ
の
よ
う

な
関
係
者
が
い
な
か
っ
た
の
が
、
問
題
を
今
日
に
持
ち
越
し

て
い
る
大
き
な
要
点
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

以
上
を
ま
と
め
ま
す
と
、

①
日
本
語
を
使
う
者
に
と
っ
て
、〈
漢
字
〉
を
習
得
す
る
こ

と
が
、〈
識
字
〉
を
意
味
す
る
。

②
〈
識
字
〉
は
、
国
際
的
な
理
念
と
し
て
は
、
国
家
の
支
持

基
盤
で
あ
る
と
同
時
に
、「
生
存
権
」
に
含
ま
れ
る「
基

本
的
な
人
権
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

③
我
が
国
で
は
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
、「
義
務
教
育
制

度
」
が
施
行
さ
れ
て
、〈
識
字
〉
の
進
行
が
図
ら
れ
た
。

こ
こ
で
い
う
〝
義
務
〟
と
は
、
兵
役
の
〝
義
務
〟
と
同

様
の
意
味
で
、
国
民
に
課
さ
れ
た
、
国
民
の
国
家
に
対

す
る
〝
義
務
〟
で
あ
る
。

④
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
連
を
中
心
に
、〈
識
字
〉

を
、「
基
本
的
な
人
権
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
我

が
国
に
は
、
未
だ
に
定
着
し
て
い
な
い
。

⑤
日
本
の
視
覚
障
害
者
は
、
唯
一
、
日
本
語
を
日
常
的

に
使
用
し
て
い
な
が
ら
、〈
漢
字
〉
の
習
得
の
機
会
を
、

公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
国
際
的
な
理
念
で
あ
る

〈
識
字
〉
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

（
続
く
）

－１６ －
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ご
報
告
と
ご
案
内

本
誌
・
機
関
誌
『
う
か
』
は
、
本
号
で
四
二
号
を
数
え
、

発
行
か
ら
ま
る
七
年
を
過
ご
し
ま
し
た
。
読
者
の
皆
様
、
並

び
に
執
筆
者
の
皆
様
に
は
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
四
月
発
行
予
定
の
四
三
号
か
ら
八
年
目
に
入
り
ま

す
が
、Ｔ

Ｈ
Ｎ
２
１

の
機
関
誌
と
合
体
し
て
、
装
い
を
新
た

に
し
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。

漢
点
字
講
習
会
の

ス
ク
ー
リ
ン
グ
を

行
い
ま
し
た

一
月
十
八
日
（
日
）
十
二

時
か
ら
、
四
回
目
の
ス
ク
ー

リ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

当
日
は
、
定
例
に
な
っ
て

お
り
ま
す
新
年
会
も
予
定
さ

れ
て
、
受
講
者
の
皆
様
の
他
、

多
数
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

前
回
に
引
き
続
き
、
漢
字

の〈
部
首
〉
に
つ
い
て
お
話
を
し

ま
し
た
。

漢
点
字
の
第
一
基
本
文
字

（
一
マ
ス
漢
点
字
）
の
う
ち
、
そ

の
ま
ま
の
形
で
形
声
文
字
の
パ

ー
ツ
で
あ
る
〈
部
首
〉
に
な
る

も
の
に
つ
い
て
、
前
回
お
話
致

し
ま
し
た
。

今
回
は
、
漢
点
字
の
符

号
と
し
て
は〈
部
首
〉
と
し

て
用
い
ら
れ
る
が
、
墨
字

で
は
、
既
に
形
声
文
字
で

あ
っ
た
り
会
意
文
字
で
あ

っ
た
り
し
て
、
二
つ
以
上
の

構
成
要
素
か
ら
成
っ
て
い

る
文
字
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。



－ １８ －

前
回
と
同
様
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
点
線
文
字
の
資
料

を
参
考
に
、
漢
字
の
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
掴
ん
で
い
た
だ

け
れ
ば
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
講
習
も
六
ヶ
月
を
超
え
て
、
受
講
者
の
皆
様
に

は
、〈
漢
字
〉
と
い
う
文
字
が
ど
ん
な
文
字
で
あ
る
か

を
、
体
感
し
て
い
た
だ
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま

す
。

新
年
会
を
行
い
ま
し
た

一

月

十

八

日

（
日

、
ス
ク
ー

リ
ン

グ
と
同
日
）
、
午
後

三

時

か
ら

、
例

年

の
よ

う

に

、
新

年

会
を
行
い
ま
し
た
。

ホ
テ
ル
・
キ
ャ
メ
ロ
ッ

ト
・
ジ
ャ
パ
ン
（
旧
ホ

テ

ル
・
リ

ッ
チ

）
の

地
下
・
ジ
ャ
ク
リ
ー

ン
を

会

場

に

、
賑

や

か
に
今

年

の
門

出
を
祝
い
ま
し
た
。

今
年
は
、
漢
点

字
講
習
会
の
受

講

者

の
お
二
人

が
ご
参
加
下
さ

り
、
名
古
屋
か
ら

平
瀬
徹
さ
ん
と

大
樹
会
（
漢
点
字

訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
グ
ル
ー
プ
）
の
高

嶋
裕
美
子
さ
ん
、

栃
木
県
立
盲
学

校
の
小
池
上
惇

先
生
、
そ
し
てＴ

Ｈ
Ｎ
２
１

か
ら

安
田
さ
ん
、
中
村

さ
ん
、
高
橋
さ
ん

の
お
三
方
、
東
京

か
ら
点
訳
ひ
か
り
会
の
斎
藤
さ
ん
、
緑
図
書
館
の
山
内
さ

ん
、
そ
し
て
漢
点
字
使
用
者
の
田
中
さ
ん
、
木
村
さ
ん
の
ご

参
加
を
い
た
だ
い
て
、
漢
点
字
へ
の
関
心
の
幅
の
広
が
り
を
実

感
で
き
る
会
と
な
り
ま
し
た
。

今
年
も
、
漢
点
字
の
普
及
の
一
歩
を
進
め
ら
れ
る
よ
う

努
力
す
べ
く
、
心
を
新
た
に
し
ま
し
た
。



－ １９ －

ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト２

１

（Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

）
に
つ
い
て

一
月
十
九
日
（
月
）
、
ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト２

１

（Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

）
で
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（Ｎ

Ｐ
Ｏ

）

の
認
証
を
申
請
の
た
め
に
、
都
庁
に
出
向
き
、
無
事
受
理
さ

れ
ま
し
た
。
縦
覧
・
審
査
を
経
て
、
五
月
末
に
は
、
法
人
と
し

て
ス
タ
ー
ト
で
き
る
予
定
で
す
。

そ
の
定
款
の
活
動
の
欄
に
、「
視
覚
障
害
者
の
識
字
と
漢

点
字
の
普
及
」
を
謳
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
法
人
と
し

て
定
款
に
〈
漢
点
字
〉
を
掲
げ
る
の
は
、
同
会
が
初
め
て
で

す
。・

本
会
の
機
関
誌
『
う
か
』
と
、Ｔ

Ｈ
Ｎ
２
１

の
機
関
誌

『
う
ず
レ
ポ
』
を
、
合
体
し
て
発
行
し
ま
す
。

Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

で
は
、
機
関
誌
『
う
ず
レ
ポ
』
を
発
刊
す
る
予

定
で
す
。
そ
こ
で
本
会
の
機
関
誌
『
う
か
』
と
合
体
し
て
、
漢

点
字
の
活
動
の
記
事
を
『
う
か
』
が
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の
、

そ
れ
以
外
の
活
動
の
記
事
を
『
う
ず
レ
ポ
』
が
担
当
す
る
形
を

採
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
い
読
者
層
に
訴
え
る
も

の
に
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

『
う
か
』
の
編
集
方
針
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
更
あ
り
ま
せ

ん
。

・Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

は
、
漢
点
字
の
部
門
で
は
、
事
業
の
企
画

を
立
て
る
方
面
に
力
を
注
ぎ
ま
す
。
実
動
は
、
羽
化
の
会
そ

の
他
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
負
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
さ
ら
な
る
協
力
関
係
の
構
築
が
必
須
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

横
浜
国
立
大
学
の
公
開
講
座
に

お
招
き
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

横
浜
国
大
の
村
田
忠
禧
・
中
国
語
教
授
か
ら
、
夏
に
予
定

さ
れ
て
い
る
公
開
講
座
に
、
漢
点
字
を
盛
り
込
み
た
い
と
い

う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

二
時
間
程
度
、
岡
田
に
、
漢
点
字
の
話
を
す
る
よ
う
に
と

の
お
招
き
で
す
。

羽
化
の
会
とＴ

Ｈ
Ｎ
２
１

の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
早

速
準
備
に
取
り
か
か
る
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。

ご
質
問
お
問
い
合
わ
せ
は
、

Ｅ

‐Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ

：eib
_o
k
ad
a@
y
b
b
.n
e
.jp

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
、

Ｕ
Ｒ
Ｌ

：http
:/
/
u
k
an
o
k
ai.w
e
b
.in
fo
se
e
k
.co
.jp



－ ２０ －

特定非営利活動法人
トータルヒューマンネット21定款 （その目的と活動）

第１章総則
（名 称）
第１条 この法人は、特定非営利活動法人トータルヒューマンネット21と

いう。

（事務所）
第２条 この法人は、事務所を東京都港区三田4丁目19番21号パレドー

ル高輪101号に置く。

（目 的）
第３条 この法人は、年齢や障害の有無にかかわらず、万人が自立して

健康で文化的に暮らせる共生的な社会を築くために、さまざま
な立場の人たちの協力を得て、知的障害者生活寮（グループホ
ーム）の開設と運営・管理、障害者のための就労・生活・余暇支
援事業、視覚障害者の識字のための漢点字の講習と漢点字ボ
ランティアの養成および一般に対する啓発活動等の事業を通し
て、社会全体の公益に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営

利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(4) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援

助の活動

（事業の種類）
第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に

係る事業として、次の事業を行う。
(1) 知的障害者生活寮（グループホーム）の運営事業
(2) 障害者の就労・生活・余暇支援事業
① 障害者の職場開拓と職場定着のための就労支援事業
② 知的障害者居宅介護事業
③ 身体障害者居宅介護事業
④ 児童居宅介護事業
⑤ 知的障害者生活・余暇支援事業
⑥ 身体障害者生活・余暇支援事業
⑦ 精神障害者生活・余暇支援事業

(3) 視覚障害者の識字、漢点字の普及事業
① 漢点字講習会の開催
② 文字・言語・識字および漢点字に関する講演会の開催等、一般を

対象とした啓発事業
③ 漢点字訳書の充実を図るための漢点字ボランティアの養成事業
④ 漢点字に関する研究・調査・情報の収集
⑤ 各地域で活動する漢点字ボランティアの交流および漢点字ボラン

ティアのワークショップの開催
(4) 機関誌、情報誌の発行
(5) その他目的を達成するために必要な事業 （以下略）



－ ２１ －

漢
文
の
ペ
ー
ジ

ス

ニ

對
レ

酒

〔
中
唐
〕
白
居
易

は

く

き

ょ

い

フ

ヲ
カ

蝸

牛

角

上

爭
二

何

事
一

ス

ノ

ヲ

石

火

光

中

寄
二

此

身
一

ヒ

ニ

ヒ

ニ

ラ
ク

セ
ヨ

隋
レ

富

隋
レ

貧

且

歡

樂

ル
ハ

キ
テ

ヲ

ハ

レ

不
二

開
レ

口

笑
一

是

癡

人

蝸
牛
角
上
何
事
を
か
争
う

か
ぎ
ゅ
う
か
く
じ
ょ
う

石
火
光
中
此
の
身
を
寄
す

せ
っ
か
こ
う
ち
ゅ
う

こ

富
に
隋
い
貧
に
隋
い
且
ら
く
歓
楽
せ
よ

し
た
が

し
ば

口
を
開
き
て
笑
わ
ざ
る
は
是
れ
癡
人

こ

ち

じ

ん

石
火
光
中
＝｢

石
火｣

は
火
打
ち
石
か
ら
出
る
火
。

火
打
ち
石
の
火
花
の
よ
う
に
短
い
時
間
の
中
。

且

＝
ま
ず
ま
ず
。
と
も
か
く
。

開
口
笑

＝
大
き
な
口
を
あ
け
て
思
い
き
り
笑
う
。

癡
人

＝
「
癡
」
は
痴
。
お
ろ
か
者
。

ニ

タ
リ

ヲ

京

師

得
二

家

書
一

〔
明
〕
袁
凱

え

ん

が

い

江

水

三

千

里

家

書

十

五

行

シ

行

行

無
二

別

語
一

フ

ク

レ
ト

ニ

只

道

早

還
レ

鄕

け
い
し

か
し
ょ

江
水
三
千
里

こ
う
す
い

家
書
十
五
行

か

し

ょ

行

行

別
語
無
し

ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う

べ

つ

ご

只
道
う
早
く
郷
に
還
れ
と

た
だ

い

き
ょ
う

か
え

京
師

＝
都
。
こ
こ
で
は
金
陵
（
南
京
）
を
指
す
。

江
水
三
千
里
＝
揚
子
江
の
水
路
を
へ
だ
て
る
こ
と
三
千
里
。

は
る
か
離
れ
た
故
郷
を
い
う
。

家
書
十
五
行
＝
故
郷
の
家
か
ら
の
わ
ず
か
十
五
行
の
手
紙
。

江
水
三
千
里
に
対
応
す
る
表
現
。

行
行

＝
手
紙
の
一
行
一
行
ご
と
に
。

別
語

＝
他
の
言
葉
。
早
く
故
郷
に
帰
っ
て
く
る
よ
う

に
、
と
い
う
以
外
の
言
葉
。
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對 酒
蝸 牛 角 上 爭 フ 何 事 ヲカ

石火光 中 寄 ス 此 ノ 身 ヲ

隋 ヒ 富 ニ 隋 ヒ 貧 ニ

且 ラク 歡 樂 セヨ

不 ルハ 開 キテ 口 ヲ 笑 ハ

是 レ 癡 人

京 師 得 家 書
江 水三 千 里

家書 十五 行

行行 無 シ 別 語

只 道 フ 早 ク 還 レト 郷 ニ

※「郷」の旧字「鄕」は、JIS第1第2水準外の漢字です。点字では
「郷」に変えました。

※ 遠藤哲夫『語法詳解 漢詩』（旺文社）を参照しました。

【訂正とお詫び】

「うか」４１号（１２月）漢文のページ中（ｐ．１４）、
「擎」(ささぐ・ケイ)の漢点字符号に誤りがありましたので、
訂正してお詫びいたします。

擎 （誤） → （正）



－ ２３ －

独 りとて 家 族 は家 族 亡 き 夫 の
つ ま

坐 りし 席 に 吾 は 坐 ら ず

森 淑 子

作者は独り暮しなのでしょう。ご主人を亡くされ、子供達はもう巣立っ
て行ってしまい、考えようによっては気まぐれに自由に暮す事もできるの
です。けれどもそんな風に暮す事はしない作者です。できない訳ではない
のです。作者は家族というものの大切さをしっかり知っているのです。
ひとりひとりだった男女が出会い、子を成し、子を育てあげ、その時間

の中で築いた家族をしっかり胸に守っています。下句の一見理知的にすぎ
るような表現の中に作者の覚悟と亡き夫を思う気持ちがよく出ています。

気 ま ぐ れに ど こかに 遊 び にゆきしよな

ゆきてかへらぬ 亡 母 に 買 う 餅
は は

角 宮 悦 子

人が生きていた証のひとつは、その人が亡くなった後も思い出してくれ
る人が居ることなのではないでしょうか。理屈を越えて、亡くなった母上
は作者の身近に常に在るのです。「今日はお天気が良くて」等と言いなが
ら急にどこかへ遊びに行ってしまったような母、この世とあの世との境い
はいつも不思議で、ふと亡き母上の好きだった餅を作者は買ってしまうの
です。
花びら餅、さくら餅、芋餅、何故かやさしい食べものが浮かびます。
遊びにの次に続くひらがな「ゆきしよなゆきてかへらぬ」に作者の人柄

のかさが出ている一首です。

編集後記 《表紙絵 岡 稲子》
．．．．

*羽化の会・会員様へ。編集のサポートをして下さる方を募集します。
ご報告とご案内のとおり、4月号より「うか」「うずレポ」の合体版を発行する予定

です。2004年度は羽化の会の又新たな一歩を踏み出す節目の年となるでしょ
う。機関紙は私達の活動をより多くの方に知って頂く大切な一つと思います。
発行が遅れる事態は出来ないと考えます。お願いがあります。作業手順を把

握している方を後、1～3名募集したいと思います。興味のある方はご一報を！
車椅子社交ダンス普及会・理事長様、写真使用を快諾して頂きありがとうございました。

次回の発行は４月15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。



－ Ⅰ －

漢点字 講習用 テキスト

初 級 編 第１回（全１０回）

横浜漢点字羽化の会 ２００３年６月１５日

第 １ 回 （続き）

２ 基本文字 （２）

第一基本文字 （４）
〈第一基本文字（一マス漢点字）〉の最後です。

（４２） 耳 ジ みみ

身体のミミを象った文字です。部首では〈耳偏〉として、耳に関わる

こと、ものを聞くことを表します。

「 」「 東風」「 鼻科」「 問」

（４３） 車 シャ くるま

荷車を象った文字です。多く〈車偏〉として、運送、交通、軍事など

の意味を表します。

「 両」「 」「 」「荷 」「 押し 」

（４４） 門 モン かど

建物や敷地の正面にある出入り口、開閉できる扉の付いたモンを象っ

た文字です。部首では〈門構え〉として、何かの入り口、境界の出入り

を監視する場所の意味などを表します。

「正 」「裏 」「赤 」「関 」「登竜 」「 口」「 付け」

（４５） 病 ビョウ ヘイ や‐む やまい

人の生にとって避けて通れないのが病気です。病気と闘いながら一生

を送ると言っても過言ではありません。この字は、墨字では「病垂」

に「丙」の形ですが、人が病気にかかって、身体が硬くなって、床に横

たわっている姿を表していると言われます。〈病垂〉は、病気や病魔を

意味します。漢点字では「 」の形でその〈病垂〉を表します。

「 気」「 魔」「成 」「生活習慣 」「 み衰える」「恋の 」



－ Ⅱ－

（４６） 行 コウ ギョウ アン ゆ‐く おこな‐う

道の交差し行き交う形を象った文字です。道の交わったところ

には、人の行き交いも活発になって、市が立ち、町が発達します。

「行」の字には、そのような意味が含まれて、活発な運動を表し

ます。部首では〈行人偏〉として、〈行構え〉として、広く人の行

動や社会のたたずまいの意味を表します。漢点字でも、「 」の

形で、〈行人偏〉〈行構え〉を表します。

「 為」「 動 」「 政」「 を する」「 灯」

「 脚」「 いを慎む」「 知れず」

（４７） 店 テン みせ たな

一戸を構えて商品を商う家です。墨字では、「广垂れ」の下

に「占」の形で、屋根と壁を持った建物で商いをすることを意味し

ます。漢点字では、「 」の形で、〈广垂れ〉を表します。

「 舗」「 主」「 員」「 先」「 賃」

（４８） 月 ゲツ ガツ つき

夜、空に上って地上を照らすお月様です。その三日月を象ってい

ます。夜を照らす淡い光、約一ヶ月で満ち欠けを繰り返します。

その意味で、天体としての月ばかりでなく、時間の単位としても、

大きな意味を持っています。

「 （睦 ）、 （如 ）、 （卯 ）」

「満 」「 日 」「 」

（４９） 肉 ニク

身体を作っているニク、食物でもあるニクを象った文字です。

部首では〈肉月〉として、身体や食物に関わる意味を表します。

漢点字でも「 」の形で、〈肉月〉を表します。

「 体」「 親」「筋 」「骨 」「弱 強 」

（５０） 分 ブン フン ブ わ‐ける

わ‐かる わ‐かつ

墨字では「八頭」の下に「刀」の形で、刀で肉を切り分ける様子

を象っています。「フン」と読んで、時間や角度の単位を、「ブ」

と読んで、貨幣や長さや重さの単位を表し、そしてものを分ける

こと、ものごとをよく分けて理解することなどを表しています。

漢点字では「 」の形で、〈八頭〉や三角の屋根を表します。

「 離」「 解」「 」「 の 」「 等 」

「 時 」「 別」「 かりました」



－ Ⅲ －

（５１） 日 ジツ ニチ ひ

太陽・おひさまを象った文字です。日の出没を一日として、時間の単位

を表します。部首になって、ひかり、暖かさ、自然の恵みを表す文字を作

ります。水と大地とこの太陽が、太古から人々の生の拠り所だったので

した。それは、現在も変わりありません。

「 光」「 」「 」「 」「休 」「 曜 」

「 の 」

（５２） 性 セイ ショウ さが

墨字では「立心偏」に「生」の形で、ものの性質や性格を表す文字です。

〈立心偏〉は「心」の字形が変化したもので、心の状態や動きを表す部首

です。また、男女の「セイ」も表します。漢点字では「 」を、〈立

心偏〉として用います。

「 質」「 格」「 別」「 」「男 」「個 」

（５３） 心 シン こころ

胸の奥にある心臓を象った文字です。ものの真ん中、ものの本質という

意味を持っています。部首では多く〈下心〉として、心に秘めること、思

うことを表します。漢点字では「 」の形で表されます。

「 臓」「中 」「熱 」「 理 」「 許ない」「 掛け」

（５４） 口 コウ ク くち

人のクチを象った文字です。人の口ばかりでなく、あらゆるものの入り

口・出口、開いた部分を表します。部首としては、大変多く使われてい

ます。

「 」「銀 座」「 述」「入り 」「出 」「 」

（５５） 囲 イ かこ‐う かこ‐む かこみ

墨字では「井」の字を四角く囲った形です。周囲を囲って守ることを意

味します。周りの四角い枠は〈国構え〉と呼ばれます。漢点字では「 」

の形で、〈国構え〉を表します。

「周 」「範 」「板 い」「 い込む」



－ Ⅳ －

（５６） 十 ジュウ とお

（漢数字の項、参照）

（５７） 止 シ と‐める と‐まる

とど‐める とど‐まる や‐む や‐める

足を止める形を象った文字です。動いていたものがとまる・と

めるという意味があります。

「停 」「防 」「 血剤」「 堤」「 め 」「 め」

近似文字 （５）

（１） 必 ヒツ かなら‐ず

「心 」の近似文字です。墨字では「心」の字に、右上から左下

へ線が斜めに交差した形です。

「 然 」「 死」「 着」「 ずしも…ない」

（２） 才 サイ わず‐かに

「十 」の近似文字です。「十」の字に、右上から左下へ斜めに

線が入ります。持ち前のの意味があります。年齢を数えるサイにも

用いられます。

「 能」「天 」「秀 」「 覚」「英 教育」

（３） 正 セイ ショウ

ただ‐しい まさ‐に

「止 」の近似文字です。例外的に「 」の形を採りました。

漢点字の創案者の川上先生は、「正」の五つの画を漢点字で表した

かったとおっしゃっておられました。墨字では「止」の上に「一」

を乗せた形をしています。真っ直ぐな線に向かって足を止める、真

っ直ぐに向き合う、正面から向き合うという意味があります。

「 」「 直」「 」「 形」「 の と負の 」



－ Ⅴ －

 
   

（１） 中 炎にかかった。
（２） 福 というのを知っていますか。
（３） で電気を起こす。
（４） 自転 を押す。
（５） 押し を探す。
（６） 大きな 柱の がある。
（７） 前町はここだ。
（８） 松はお にたてる。
（９） 小さい頃は 弱でした。
（１０）自分の疾 歴を書く。
（１１）少々気に む。
（１２）恋の を、以前は恋煩いといった。
（１３）暗夜 路という小説がある。
（１４）旅 者が き交う 場。
（１５）社内 事で忙しい。
（１６） 灯に を入れる。
（１７）断固、 は きます。
（１８） いを しくする。
（１９）閉 の多い通りは淋しい。
（２０）朝早くから を開く。
（２１） 賃を届ける。
（２２）半 は半円の です。
（２３）ここに生年 を書きます。
（２４）小 って何ですか？
（２５） 夜の晩に で歩く。
（２６）牛 は好きですか。
（２７）果物の果 にもいろいろある。
（２８） 業をすると速いですよ。
（２９） 別ざかりの っていくつぐらいをさす？
（３０） の勝負でした。
（３１）約束通り 割ずつ けましょう。

読みの問題 （５）



－Ⅵ －

（３１） わんとすることは かったよ。
（３２）昼夜 かたず働く。
（３３） の の出は初 の出。
（３４）諸君、 夜努 せよ。
（３５） 、暮れて道遠し。
（３６） は、 善説を信じる。
（３７） が表れた。
（３８）これは 間の だなあ。
（３９）もう 身ともに疲れた。
（４０）親 を推し量る。
（４１） 角泡を飛ばして話す。
（４２）お経のような 調でした。
（４３） を大きく開けて、歌ってごらんアイアイアイ。
（４４） 士の胸 を測る。
（４５）建物の を う。
（４６）池の周りを む。
（４７） みを破る。
（４８） 中 、間違いない。
（４９） 色と いますが…。
（５０）今 に きます。
（５１）上から中 の命令が来た。
（５２）ありの を める。
（５３）古時計が まる。
（５４）雨が んで虹が出た。
（５５） むを得ないでしょう。
（５６）今後は悪いことを めます。
（５７） 勝間違いなし。
（５８） 要に迫られて、つい…。
（５９）これを ず読むこと。
（６０） 色兼備とはあの人のことです。
（６１） は還暦です。
（６２） 義は勝つ、という歌がはやった。
（６３）これこそ 銘 物です。
（６４）名前は、 しく呼んでください。
（６５） にその通りです。
（６６）会社の規則を す。



－Ⅶ －

 
   

（１） すべてを、ぎゅうじっているおとこ。
（２） さいきん、みみなりがしてこまります。
（３） すいしゃのおとは、なつかしい。
（４） くるましゃかいがこわいのです。
（５） もんがいふしゅつのかいがです。
（６） わらうかどにはふくきたる。
（７） きゅうびょうにんがでた。
（８） ひさしく、むすめがやんでおります。
（９） こころのやまいは、げんだいびょうです。
（１０）きゅうこうれっしゃがしゅっぱつした。
（１１）だいみょうぎょうれつがとおる。
（１２）「ゆくひ」とかく、あんかはむかしの

だんぼうきぐです。
（１３）これから、しけんをおこないます。
（１４）ぎんこうのしてんめいを、おしえてください。
（１５）うちのみせにもよってよ。
（１６）たなこといえば、こもどうぜん。
（１７）げつようびに、げっしゃをもらった。
（１８）さんがつにはそつぎょうします。
（１９）あのつきに、はじめていったひとびとは？
（２０）にくしょくどうぶつは、はがつよい。
（２１）いんかんと、しゅにくはペアでつかう。
（２２）かぶんのごしゅうぎをいただきました。
（２３）でまえは、ごふんまえにでました。
（２４）それじゃあ、わたしのほうがぶがわるいよ。
（２５）きかなくとも、もうこたえはわかる。
（２６）かれらがたもとをわかつのは、ひつぜんです。
（２７）さいじつぐらいは、やすもうよ。
（２８）にっかんしんぶんだけ、とっている。
（２９）にちようひんをかう。
（３０）ひのひかりがこいしい。
（３１）あなたはてんせいの、びせいですねえ。

書き取り問題 （５）



－ Ⅷ －

（３２）わたしは、くろうしょうなんです。
（３３）これは、にんげんのかなしさです。
（３４）ところで、ほんしんはどこにあるの？
（３５）ほとけごころで、てだすけしましょう。
（３６）あの、かこうちかくにアザラシ

が…。
（３７）くちでつたえたり、おしえたり

するのが、くでん。
（３８）くちはっちょう、てはっちょう

のひと。
（３９）これは、あまくちのおさけです。
（４０）わたしのしゅびはんいはどこまでだ。
（４１）コンクリでいえをかこう。
（４２）かごめかごめと、こどもをかこむ。
（４３）かいたイラストを、かこみでくくる。
（４４）ついに、じゅうがつになった。
（４５）とおは、きゅうよりひとつおおいかずです。
（４６）しっかりせいしして、まちなさい。
（４７）けんかをとめにはいる。
（４８）やむにやまれずしてしまったので

すよ。
（４９）もうあらそいはやめましょう。
（５０）だいがくのひっしゅうかもくは、

どれですか？
（５１）あなたはかならずかえってきます。
（５２）かれは、たさいですね。
（５３）にじゅうよんさいでけっこんしたい。
（５４）じぶんのかいた、ぶんしょうの

こうせいをする。
（５５）しょうごのじほうがきこえた。
（５６）きみのしたことはただしい。
（５７）あれは、まさにききいっぱつで

したよ。
（５８）あやまりをただすことはだいじなことだ。


