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漢
点
字
の
散
歩

（
一
）

岡
田

健
嗣

一

辞
書
を
引
く

漢
点
字
で
表
さ
れ
た
「
漢
字
源
」

本
会
の
ス
タ
ー
ト
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
横
浜
国
立
大
学
教

育
人
間
科
学
部
教
授
・
村
田
忠
禧
先
生
は
、
一
九
九
六
年
春
、

「
漢
字
源
」
（
藤
堂
明
保
編
、
学
習
研
究
社
）
の
漢
点
字
版
を
完

成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に
し
た
と
き
私
は
、
こ
の

よ
う
な
資
料
が
、
誰
も
が
利
用
で
き
る
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
れ
ば

よ
い
が
と
、
極
め
て
軽
く
、
極
め
て
当
然
と
思
っ
た
の
で
し
た
。

村
田
先
生
に
は
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
し

た
の
で
、
早
速
お
電
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
か
ら
思

え
ば
何
と
乱
暴
な
振
る
舞
い
に
及
ん
だ
も
の
か
と
、
苦
笑
さ
れ
ま

す
。先

生
は
私
の
希
望
に
耳
を
傾
け
て
下
さ
り
、
こ
の
よ
う
な
辞
書

を
受
け
入
れ
て
下
さ
る
公
共
の
図
書
館
が
あ
る
こ
と
、
漢
点
字
書

の
製
作
が
で
き
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
条
件
が
整
う
の
な
ら
、
原

本
の
出
版
元
で
あ
る
（
株
）
学
習
研
究
社
様
に
、
同
書
の
パ
ソ
コ

ン
用
の
デ
ー
タ
を
無
償
で
提
供
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
ご
相
談
下

さ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

「
漢
字
源
」
と
い
え
ば
、
学
生
に
と
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
漢
和

辞
典
で
す
。
と
り
わ
け
漢
文
の
読
解
の
初
心
者
に
と
っ
て
大
き
な

力
と
な
る
辞
書
で
す
。
こ
う
い
う
辞
書
が
欲
し
い
！
と
思
っ
て

は
み
た
も
の
の
、
も
し
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
漢
点
字
版
の
「
漢

字
源
」
が
出
現
し
た
と
し
て
、
本
当
に
私
に
使
い
こ
な
せ
る
の

だ
ろ
う
か
？
こ
ん
な
不
安
が
脳
裏
を
過
ぎ
ら
な
か
っ
た
と
言
え

ば
嘘
に
な
り
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
視
覚
障
害
者
の
文
字
で
あ
る
〈
点
字
〉
に

は
、
川
上
泰
一
先
生
が
〈
漢
点
字
〉
を
発
表
さ
れ
る
ま
で
、

〈
漢
字
〉
の
体
系
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
教
育
界
で
は
、

「
点
字
は
カ
ナ
で
充
分
、
漢
字
を
点
字
で
表
す
な
ど
無
理
の
極

み
」
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
点
字
で
出
版
さ
れ
て
い
る
辞

書
類
に
も
〈
漢
字
〉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
し
、
何
か
の
工
夫
で
〈
漢
字
〉
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
学
生
に
と
っ
て
国
語
辞
典
と
漢
和
辞

典
は
座
右
に
置
く
べ
き
辞
書
で
す
が
、
前
者
は
カ
ナ
だ
け
で
表

さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
全
く
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
当
時
、
漢
点
字
は
習
得
で
き
た
も
の
の
、
辞
書
を
引
い

て
言
葉
の
意
味
や
使
わ
れ
方
を
調
べ
る
と
い
う
経
験
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
〈
漢
点
字
〉
の
お
陰
で
「
漢
点
字
仮
名
交
り
」

の
文
章
に
多
少
接
す
る
機
会
も
増
え
て
い
ま
し
た
が
、
文
字
や

言
葉
を
自
ら
調
べ
る
な
ど
、
思
い
も
寄
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
村

田
先
生
の
お
仕
事
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
、
漢
点
字
で
表
さ
れ

た
辞
書
の
よ
う
な
資
料
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
、
誠

に
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
の
如
く
に
、
初
め
て
気
付
か
さ
れ
た
の
で

し
た
。
村
田
先
生
の
暖
か
い
お
言
葉
に
何
と
か
お
応
え
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
の
出
発
点
に
な

っ
た
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

漢
点
字
版
の
「
漢
字
源
」
を
図
書
館
に
所
蔵
し
て
い
た
だ
く
、

こ
れ
は
最
も
大
き
な
課
題
で
し
た
。

こ
の
課
題
も
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
と
、
横
浜
市
議
会
議
員
の

大
滝
正
雄
先
生
の
ご
理
解
と
ご
尽
力
で
、
視
覚
障
害
者
の
文
字
文

化
に
一
歩
を
印
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
受
け
入
れ
態
勢

を
整
え
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
、
図
書
館
と
本
会
と
の
間

に
、
翌
一
九
九
七
年
春
に
納
本
す
る
と
い
う
お
約
束
を
取
り
交
わ

し
ま
し
た
。

大
部
の
漢
点
字
書
を
、
一
年
未
満
と
い
う
短
期
間
に
完
成
で
き

る
か
と
い
う
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
本
会
と
し
て
は
、
極
め
て
ド

ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
勢
作
り
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
木
下

和
久
さ
ん
を
中
心
に
、
参
集
間
も
な
い
会
員
が
、
点
字
プ
リ
ン
タ

ー
で
の
打
ち
出
し
か
ら
製
本
に
至
る
ス
キ
ル
を
、
全
く
初
歩
か
ら

作
り
上
げ
る
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
機
会
で
も
な
け
れ
ば
経
験
で

き
な
い
、
未
曾
有
の
作
業
に
挑
戦
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

本
会
に
と
っ
て
、
無
形
の
財
産
と
し
て
現
在
も
生
き
て
い
ま
す
。

〈
漢
点
字
〉
の
テ
キ
ス
ト
作
り

二
〇
〇
三
年
度
か
ら
本
会
で
は
、
横
浜
市
健
康
福
祉
局
の
ご
後

援
を
い
た
だ
い
て
、
〈
漢
点
字
〉
の
学
習
会
を
始
め
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

〈
漢
点
字
〉
の
学
習
は
、
そ
れ
ま
で
は
日
本
漢
点
字
協
会
の
発

行
し
て
い
る
、
川
上
泰
一
先
生
が
ご
執
筆
に
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
を

使
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
手
に
入
り
難
く
な
っ
て
来
て
い
た
こ
と

と
、
一
緒
に
学
ん
で
行
く
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
発
想
も
求
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
私
自
ら
筆
を
執
る
覚
悟
を
決
め
て
、
失

敗
や
間
違
い
も
私
に
起
因
す
る
こ
と
と
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ

キ
ス
ト
作
り
に
着
手
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
し
た
。

当
然
と
言
え
ば
当
然
で
す
が
、
〈
漢
字
〉
と
い
う
文
字
が
、
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
難
敵
で
あ
っ
た
か
、
川
上
先
生
の
ご
苦
労
・
ご
苦

心
に
、
今
更
な
が
ら
頭
の
下
が
る
思
い
で
す
。

川
上
先
生
の
お
考
え
は
〈
漢
字
〉
を
、
基
本
的
な
文
字
と
、
そ

れ
ら
を
構
成
要
素
と
し
て
組
み
合
わ
さ
れ
た
複
合
的
な
文
字
と
捉

え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
形
と
意
味
と
読
み
の
関
連
を
〈
漢
点

字
〉
に
生
か
そ
う
と
い
う
も
の
で
、
〈
漢
字
〉
に
関
し
て
の
豊
富

な
知
識
の
裏
付
け
な
し
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う

こ
と
を
悟
ら
さ
れ
る
に
は
、
さ
ほ
ど
の
時
日
を
要
し
ま
せ
ん
で
し

た
。し

か
し
私
が
〈
漢
点
字
〉
の
テ
キ
ス
ト
に
挑
戦
し
よ
う
と
無
謀

に
も
決
意
し
た
の
も
、
点
字
の
世
界
に
〈
漢
字
〉
に
関
す
る
辞
書

が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
ま
し
た
。
〈
漢
点
字
〉
を
使
用
す

る
こ
と
で
、
形
・
音
・
義
を
備
え
た
〈
漢
字
〉
を
、
そ
の
ま
ま
そ

っ
く
り
、
晴
眼
者
の
皆
さ
ん
が
行
っ
て
い
る
よ
う
に
と
ま
で
は
行

か
な
い
に
し
て
も
、
独
力
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
信

で
き
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
構
成
は
、
①
基
本
文
字
と
複
合
文
字
の
区

別
、
②
見
出
し
語
と
そ
の
漢
点
字
符
号
、
③
基
本
文
字
で
あ
れ
ば

－ ２ －



そ
の
形
の
説
明
、
複
合
文
字
で
あ
れ
ば
構
成
要
素
で
あ
る
基
本
文

字
と
の
、
形
と
読
み
と
意
味
の
関
連
、
⑤
音
読
訓
読
と
文
字
の
意

味
と
の
関
連
、
⑥
用
例
と
そ
の
意
味
と
用
い
方
、
⑦
漢
点
字
符
号

の
由
来
と
そ
の
解
釈
と
し
ま
し
た
が
、
ど
れ
を
取
っ
て
も
一
朝
一

夕
に
は
参
り
ま
せ
ん
。

現
在
本
会
で
は
「
漢
字
源
」
に
加
え
て
、
白
川
静
先
生
が
編
集

さ
れ
た
「
常
用
字
解
」
と
「
人
名
字
解
」
（
平
凡
社
）
の
漢
点
字

訳
に
着
手
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
完
成
す
れ
ば
、
複
数
の
辞

書
を
引
く
と
い
う
、
一
般
で
は
当
然
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
視

覚
障
害
者
に
初
め
て
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
比
較
的
小
規
模
な
辞
書
を
独
力
で
引
い
た
上
で
、
図
書
館
等
の

ご
協
力
を
得
て
更
に
詳
細
を
調
べ
る
と
い
う
、
極
め
て
ノ
ー
マ
ル

な
環
境
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
〈
漢
点
字
〉
で
表
さ
れ
た
辞
書
で

〈
漢
字
〉
を
調
べ
る
と
い
う
、
思
え
ば
つ
い
先
日
ま
で
は
夢
の
ま

た
夢
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
現
在
で
は
当
然
と
さ
れ
て
い
る
現
実
、

不
思
議
と
言
え
ば
こ
れ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
は
な
い
、
実
に
こ
の

よ
う
に
し
て
、
テ
キ
ス
ト
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
だ
ま
だ
〈
漢
点
字
〉
へ
の
関
心
は
十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
以
上
申
し
上
げ
た
こ
と
が
現
実
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
ご
存
じ
に
な
れ
ば
、
何
れ
多
く
の
視
覚
障
害
者
に
、
〈
漢
点

字
〉
は
社
会
参
加
に
欠
か
せ
な
い
文
字
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
浸

透
し
て
行
く
こ
と
を
、
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
。

（
続
く
）

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離(

五
八)

み
ど
り
学
級
へ
の
サ
ー
ビ
ス(

七)

み
ど
り
学
級
で
の
公
開
授
業(

三)

山
内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

今
回
の
公
開
授
業
指
導
案
に
は
、
学
校
全
体
の
研
究
主
題
と

し
て
「
ふ
れ
よ
う

考
え
よ
う

伝
え
よ
う
～
読
書
活
動
を
通

し
て
～
」
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
み
ど
り
学
級
で
は
、
生
活
単

元
「
お
話
し
を
楽
し
も
う
『
三
び
き
の
や
ぎ
の
が
ら
が
ら
ど

ん
』
」
が
活
動
名
で
、
活
動
の
目
標
は
「
緑
図
書
館
の
方
々
と

の
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
、
お
話
し
を
楽
し
む
と
と
も
に
、
い
ろ

い
ろ
な
本
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
」
と
「
読
書
活
動
に
参
加

し
、
本
の
世
界
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
」
の
二
つ
、
取
り

組
み
の
経
過
は
五
時
間
で
構
成
さ
れ
、
一
時
間
目
は
国
語
関
連

で
「
『
三
び
き
の
や
ぎ
の
が
ら
が
ら
ど
ん
』
（
活
動
の
導
入
）

読
み
語
り
・
歌
の
練
習
、
二
時
間
目
と
三
時
間
目
は
図
工
関
連

で
「
や
ぎ
の
お
面
を
作
ろ
う
！
や
ぎ
の
お
面
作
り
、
背
景
作

り
」
、
同
じ
く
三
時
間
目
は
音
楽
関
連
で
「
本
に
出
て
く
る
音

（
擬
音
語
）
を
さ
が
そ
う
！
本
の
中
に
出
て
く
る
音
と
似
て
い

る
音
の
す
る
楽
器
を
さ
が
し
、
活
動
を
楽
し
む
」
、
四
時
間
目

は
生
活
単
元
関
連
で
「
緑
図
書
館
の
方
々
と
の
劇
遊
び
一
『
三

び
き
の
や
ぎ
の
が
ら
が
ら
ど
ん
』
」
本
番
の
五
時
間
目
が
「
ブ

－ ３ －



ッ
ク
ト
ー
ク
〈
テ
ー
マ
「
か
い
じ
ゅ
う
」
〉
緑
図
書
館
の
方
々

と
の
劇
遊
び
二
『
三
び
き
の
や
ぎ
の
が
ら
が
ら
ど
ん
』
」
と
な

っ
て
い
た
。
二
月
一
四
日
の
公
開
授
業
の
日
に
向
け
て
、
二
月

九
日
が
ち
ょ
う
ど
第
二
木
曜
日
の
み
ど
り
学
級
の
訪
問
日
に
当

た
る
の
で
、
こ
の
日
を
四
時
間
目
の
劇
遊
び
の
『
三
び
き
の
や

ぎ
の
が
ら
が
ら
ど
ん
』
の
予
行
練
習
に
当
て
た
。
こ
の
日
は
我

々
緑
図
書
館
の
職
員
三
人
が
い
つ
も
通
り
一
冊
ず
つ
絵
本
の
読

み
語
り
を
行
っ
た
あ
と
劇
の
練
習
を
行
っ
た
。
役
割
分
担
は
、

や
ぎ
を
六
人
の
子
ど
も
た
ち
が
、
ト
ロ
ル
を
担
任
の
Ｔ
先
生
が

演
じ
、
緑
図
書
館
職
員
の
担
当
は
音
楽
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
日
は
ま
ず
、
私
が
子
ど
も
た
ち
に
『
三
び
き
ん
の

や

ぎ

の

が

ら

が

ら

ど

ん
』
の
本
を
読
ん
だ
。

そ
の
後
で
私
が
作
曲
し

た
「
三
び
き
の
や
ぎ
の

が
ら
が
ら
ど
ん
の
歌
」

を
私
の
ピ
ア
ノ
に
合
わ

せ
て
歌
っ
た
。
こ
の
歌

は
図
書
館
で
人
形
劇
を

行
っ
た
際
に
作
詞
作
曲

し
た
も
の
で
、
単
純
で

た
い
し
た
曲
で
は
な
い

の
だ
が
、
自
分
の
作
っ

写真１ がらがらどんの絵本を読む

た
曲
を
子
ど
も
た
ち
が
、

大
き
な
声
で
歌
っ
て
く
れ

る
の
を
聞
い
て
少
々
感
激

し
た
。
歌
詞
は

ち
い
さ
い
や
ぎ
の

が

ら
が
ら
ど
ん

ち
ゅ
う
く
ら
い
や
ぎ
の

が
ら
が
ら
ど
ん

お
お
き
い
や
ぎ
の

が

ら
が
ら
ど
ん

ト
ロ
ル
の
は
し
を
わ
た

り

く
さ
を
た
べ
に
い
こ
う

み
ん
な
で
い
こ
う

が
ら
が
ら
ど
ん

ふ
と
り
に
い
こ
う

が
ら
が
ら
ど
ん

さ
ん
び
き
の

が
ら
が
ら
ど
ん

と
い
う
も
の
で
、
最
終
フ
レ
ー
ズ
「
さ
ん
び
き
の

が
ら
が

ら
ど
ん
」
の
前
に
は
四
分
休
符
が
あ
り
、
一
テ
ン
ポ
置
い
て
か

ら
「
さ
ん
び
き
」
と
入
る
よ
う
に
作
曲
し
た
の
だ
が
、
子
ど
も

た
ち
が
歌
い
に
く
い
と
の
こ
と
で
、
黒
板
の
前
の
模
造
紙
に
大

き
く
書
か
れ
た
歌
詞
は
「
さ
ん
び
き
や
ぎ
の

が
ら
が
ら
ど

ん
」
と
休
符
な
し
の
歌
詞
に
変
更
さ
れ
て
い
た
。

さ
て
、
そ
の
後
の
劇
あ
そ
び
で
は
六
人
の
子
ど
も
た
ち
が
高

写真２ 歌の練習
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学
年
と
低
学
年
の
男
女
ペ
ア

で
二
人
ず
つ
組
み
、
そ
れ
ぞ

れ
三
匹
の
や
ぎ
に
な
り
、
大

き
な
積
み
木
で
つ
く
っ
た
橋

を
渡
っ
て
い
く
。
橋
の
先
に

大
き
な
パ
ネ
ル
が
二
つ
並
べ

ら
れ
、
そ
の
パ
ネ
ル
の
間
に

Ｔ
先
生
の
ト
ロ
ル
が
い
て
問

答
を
す
る
。
原
作
で
は
、
も

っ
と
大
き
い
や
ぎ
が
次
に
や

っ
て
く
る
と
言
っ
て
、
小
さ

い
や
ぎ
も
中
く
ら
い
の

や
ぎ
も
橋
を
渡
っ
て
し

ま
う
の
だ
が
、
こ
の
劇

で
は
、
小
さ
い
や
ぎ
も

中
く
ら
い
の
や
ぎ
も
橋

を
渡
れ
ず
に
戻
っ
て
き

て
し
ま
い
、
大
き
い
や

ぎ
が
渡
る
と
き
に
三
匹

が
力
を
合
わ
せ
て
ト
ロ

ル
を
や
っ
つ
け
る
と
い

う

筋

に

変

え

て

あ

っ

た
。
ト
ロ
ル
を
や
っ
つ

写真３ 積み木の橋を渡る

写真４ 橋を渡れずに戻ってくる

け
た
後
に
も
う
一
度
み
ん
な

で
「
三
び
き
の
や
ぎ
の
が
ら

が
ら
ど
ん
」
の
歌
を
唄
っ
て

幕
と
な
っ
た
。

こ
の
日
は
丁
度
、
先
の
高

木
敏
子
さ
ん
が
学
校
を
訪

れ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
『
課
外

授
業
よ
う
こ
そ
先
輩
』
の
収

録
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
授
業
の
開
始
と
終
了
の

ベ
ル
は
鳴
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
て
、
い
つ
も
の
倍
の
十
時
近
く
ま
で
練
習
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
『
課
外
授
業
よ
う
こ
そ
先
輩
』
は
二
〇
〇
六
年
四
月

八
日
に
「
私
た
ち
の
町
で
戦

争
が
あ
っ
た
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
放
映
さ
れ
た
。
高
木

さ
ん
は
二
月
一
四
日
の
公
開

授
業
当
日
に
も
、
開
校
九
五

周
年
を
記
念
し
て
『
ガ
ラ
ス

の
う
さ
ぎ
と
私
』
と
い
う
講

演
を
公
開
授
業
と
研
究
発
表

の
後
の
午
後
三
時
か
ら
行
っ

た
。

写真５ トロルを粉砕する

写真６ おしまいの歌の練習
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酔
夢
亭
読
書
日
記(

第

回)

21
酔

夢

亭

某
月
某
日
。

斎
藤
美
奈
子
「
趣
味
は
読
書
。
」
を
読
む
。
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

の
本
を
新
刊
本
で
買
っ
て
読
む
の
は
な
ん
と
な
く
抵
抗
が
あ

る
。
「
売
れ
て
い
る
」
っ
て
だ
け
で
な
ん
と
な
く
付
和
雷
同
し

て
読
む
の
は
、
忙
し
い
知
性
人
と
し
て
は
取
る
べ
き
読
書
の
態

度
で
は
な
い
、
な
ど
と
つ
ぶ
や
く
。
そ
れ
に
ブ
ッ
ク
オ
フ
な
ど

で
待
っ
て
い
れ
ば
、
多
少
流
行
遅
れ
に
は
な
る
け
れ
ど
、
１
０

５
円
で
流
れ
て
く
る
わ
け
だ
し
ね
。
し
か
し
触
り
だ
け
で
も
知

っ
て
お
き
た
い
、
話
の
た
ね
に
し
た
い
、
そ
ん
な
無
精
な
人
の

代
わ
り
に
斎
藤
さ
ん
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
読
ん
で
く
れ
た
。
名

付
け
て
「
読
書
代
行
業
」
。

読
ん
で
く
れ
た
本
は
、
た
と
え
ば
、
「
大
河
の
一
滴
」
（
五

木
寛
之
）
、
「
頭
が
い
い
人
、
悪
い
人
の
話
し
方
」
（
樋
口
裕

一
）
、
「
鉄
道
員
（
ぽ
っ
ぽ
や
）
」
（
浅
田
次
郎
）
、
「
プ
ラ

ト
ニ
ッ
ク
・
セ
ッ
ク
ス
」
（
飯
島
愛
）
、

等
々
の
５
０
冊
ほ
ど
。
意
外
だ
っ
た
の
は
、
江
藤
淳
の
「
妻
と

私
」
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
死
ぬ
こ

と
に
よ
っ
て
も
「
作
家
は
行
動
す
る
」
。

読
ん
で
も
ら
っ
た
け
れ
ど
、
本
は
や
っ
ぱ
り
自
分
で
読
ま
な

く
て
は
つ
ま
ら
な
い
、
と
い
う
向
き
は
や
っ
ぱ
り
自
分
で
読
む

に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。

続
け
て
斎
藤
さ
ん
の
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
論
」
。
女
の
子
に
は

出
世
の
道
が
二
つ
あ
る
わ
け
で
、
ひ
と
つ
は
男
の
子
と
同
じ
よ

う
に
立
派
な
職
業
人
に
な
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
こ
れ
は
男

の
子
と
は
違
っ
て
立
派
な
家
庭
人
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
女

の
子
は
日
本
の
近
代
化
の
１
０
０
年
、
こ
の
二
つ
の
出
世
観
の

間
で
揺
れ
動
い
て
き
た
、
と
い
う
。
「
進
歩
史
観
や
抑
圧
史
観

は
、
歴
史
を
正
義
の
味
方
の
目
で
み
る
視
点
」
だ
か
ら
、
そ
ん

な
視
点
は
廃
し
て
、
「
リ
ッ
チ
な
暮
ら
し
が
し
た
い
、
き
れ
い

な
お
洋
服
が
着
た
い
と
い
う
目
先
の
願
望
か
ら
、
社
会
の
中
で

正
当
に
評
価
さ
れ
た
い
、
人
生
の
成
功
者
と
呼
ば
れ
た
い
と
い

う
大
き
な
望
み
ま
で
、
人
々
の
欲
望
が
渦
巻
く
と
こ
ろ
に
歴
史

は
で
き
る
」
と
い
う
「
欲
望
史
観
」
か
ら
女
の
子
の
近
代
史
を

再
構
成
し
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

平
成
、
昭
和
の
コ
ギ
ャ
ル
（
女
子
高
生
）
や
ギ
ャ
ル
（
女
子

大
生
）
が
世
の
大
人
に
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
た
よ
う
に
、
明
治
の

女
学
生
も
同
じ
よ
う
な
目
に
遭
っ
て
い
た
ら
し
い
。
い
わ
く
、

「
女
学
生
は
亡
国
的
だ
！
」
、
「
女
学
生
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は

な
ん
だ
」
、
「
言
語
は
花
柳
界
の
賤
し
き
輩
の
用
う
る
言
語
、

又
流
行
の
履
物
と
か
衣
服
の
色
と
か
い
う
に
至
り
て
も
、
価
さ
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え
高
け
れ
ば
よ
き
も
の
と
心
得
、
不
釣
り
合
の
も
の
を
用
い
」

た
り
し
て
な
ん
た
る
こ
と
か
、
と
説
教
さ
れ
る
わ
け
だ
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
女
の
子
は
男
の
子
よ
り
打
た
れ
強
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
打
た
れ
も
し
な
い
、
悩
み
も
し
な
か
っ
た
男

の
子
は
、
何
よ
り
思
考
停
止
的
に
す
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
、
や
け

に
元
気
が
な
い
も
の
ね
。
男
の
子
の
な
れ
の
果
て
の
中
高
年
の

だ
ら
し
な
さ
加
減
に
は
我
な
が
ら
い
や
に
な
る
。

某
月
某
日
。

福
沢
諭
吉
は
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
、
と
浅
羽
通
明
「
ア

ナ
ー
キ
ズ
ム
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
福
沢
は
、
理
想
の
政
治

体
制
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
「
そ
れ
は
無
政
府
だ
、
政
府
や
法
律

の
あ
る
の
は
悪
い
こ
と
だ
」
、
と
無
政
府
主
義
を
説
い
た
、
と

い
う
。
幕
藩
体
制
の
崩
壊
と
維
新
政
府
の
樹
立
を
目
の
当
た
り

に
見
て
い
る
福
沢
に
と
っ
て
政
府
に
対
す
る
幻
想
な
ど
余
り
無

か
っ
た
に
違
い
な
い
。

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、
「
現
実
と
い
う
体
制
」
を
疑

う
た
め
の
強
力
な
武
器
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
人
は
国
家
と
い

う
も
の
に
属
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
何
の
疑
い
を
も
持
た

な
い
時
代
、
こ
れ
は
長
い
歴
史
の
中
で
た
ま
た
ま
遭
遇
し
て
い

る
幸
福
な
時
期
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
あ
る
時
相
手
の
ア
ラ
が
な
に
か
の
拍
子
に
み
え
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
ア
ラ
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
、
も
は
や

我
慢
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
よ
う
。
男
と
女
で
あ
れ
ば
、
多
少

の
こ
じ
れ
は
あ
っ
て
も
別
れ
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。
住
ん
で
い
る

地
域
が
イ
ヤ
に
な
れ
ば
ど
こ
か
へ
引
っ
越
し
て
し
ま
え
ば
良
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
自
体
が
イ
ヤ
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
ら
ど
う
す
る
か
。

か
つ
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
基
づ
く
革
命
幻
想
が
あ
っ
た

か
ら
ま
だ
そ
う
し
た
イ
ヤ
に
な
っ
た
人
間
に
も
救
い
の
道
が
あ

っ
た
が
、
共
産
主
義
は
資
本
主
義
に
完
全
に
負
け
て
し
ま
っ

た
。
か
と
い
っ
て
勝
利
を
得
た
資
本
主
義
が
、
最
大
多
数
の
最

大
幸
福
を
実
現
し
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
の
も
確
か
で

あ
る
。
そ
れ
は
現
実
に
こ
こ
に
生
き
て
い
る
私
達
が
充
分
承
知

の
は
ず
だ
。

一
家
で
ボ
ー
ト
に
乗
り
込
み
、
海
の
外
に
逃
げ
出
す
ほ
ど
の

絶
望
は
な
い
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
希
望
に
満
ち
た
国
で
あ
る
よ

う
に
も
思
え
な
い
。

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
視
点
、
た
と
え
ば
、
ア
ナ
ル
コ
キ
ャ
ピ

タ
リ
ズ
ム
、
な
ど
か
ら
現
実
を
捉
え

な
お
し
て
考
え
た
り
す
る
の
も
時
に

は
思
考
の
訓
練
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。

以
下
次
号
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見
果
て
ぬ
夢
を
（
五
）

山

本

優

子

六

修

行
（
承
前
）

孝
之
進
は
久
留
米
で
の
仕
事
を
切
り
上
げ
、
故
郷
に
戻
っ

た
。健

康
そ
の
も
の
で
頭
脳
明
晰
な
孝
之
進
の
目
が
見
え
な
く
な

っ
た
と
い
う
う
わ
さ
は
す
ぐ
広
が
っ
た
。

「
前
世
で
何
〈
な
ん
〉
か
あ
っ
た
と
か
」

「
尚
一
（
し
ょ
い
っ
）
が
西
郷
（
せ
ご
）
さ
あ
を
裏
切
っ
た

と
が
、
息
子
い
た
た
っ
ち
ょ
い
（
た
た
っ
て
い
る
）
」

な
ど
と
、
言
う
人
た
ち
が
い
た
。

母
千
代
は
、
毅
然
と
し
て
い
た
。

「
コ
ウ
ど
ん
、
お
ま
や
、
難
〈
む
っ
か
〉
し
道
〈
み
〉
つ
切

い
開
い
て
行
っ
が
な
い
。
見
え
で
ん
出
来
〈
で
く
〉
い
仕
事

〈
し
ご
っ
〉
が
あ
い
。
い
っ
し
ょ
い
気
張
ろ
（
お
前
は
、
難
し

い
道
を
切
り
開
い
て
い
け
る
。
見
え
な
く
て
も
で
き
る
仕
事
が

あ
る
。
い
っ
し
ょ
に
が
ん
ば
ろ
う
）
」

孝
之
進
は
、
母
の
気
持
ち
の
切
り
替
え
が
早
い
こ
と
に
驚
い

た
。
自
分
自
身
は
ま
だ
、
ど
こ
か
に
よ
い
治
療
法
が
あ
り
、
治

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
夢
の
中
に
桜
島
の

雄
姿
や
春
の
菜
の
花
畑
の
鮮
や
か
な
黄
色
が
出
て
き
て
「
見
え

た
！
」
と
叫
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
孝
之
進
の
想
い
に
周

囲
は
気
づ
か
な
い
ら
し
く
、
親
切
に
も
見
え
な
い
人
間
が
生
き

て
い
く
た
め
の
方
法
を
調
べ
て
き
て
は
孝
之
進
に
教
え
よ
う
と

し
た
。

特
に
森
山
叔
父
は
、
方
々
に
聞
き
ま
わ
り
、
鍼
や
按
摩
と
い

う
盲
人
に
適
し
た
仕
事
を
身
に
つ
け
る
し
か
な
い
、
と
確
信

し
、
「
鍼
按
術
」
を
学
べ
と
熱
心
に
孝
之
進
に
説
い
た
。
孝
之

進
も
焼
酎
を
販
売
す
る
仕
事
は
こ
の
先
無
理
だ
と
覚
悟
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
た
し
、
母
に
心
配
を
か
け
な
い
た
め
に
も

働
く
道
を
早
く
探
さ
な
く
て
は
と
考
え
始
め
て
い
た
。
孝
之
進

は
そ
の
勧
め
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。

生
ま
れ
た
時
か
ら
の
孝
之
進
を
知
っ
て
い
る
人
た
ち
に
囲
ま

れ
て
鍼
灸
按
摩
の
修
行
を
す
る
の
は
辛
い
に
違
い
な
い
と
森
山

は
考
え
、
別
の
地
域
で
よ
い
鍼
医
が
い
な
い
か
と
探
し
た
。
す

る
と
、
知
り
合
い
が
、
久
留
米
に
住
む
、
腕
が
よ
く
面
倒
見
も

い
い
と
評
判
の
高
田
と
い
う
鍼
医
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
近
く

に
孝
之
進
の
眼
疾
の
状
態
を
見
て
く
れ
た
医
者
も
い
る
。
孝
之

進
は
、
久
留
米
で
鍼
按
術
の
修
行
を
す
る
決
心
を
し
た
。

高
田
か
ら
準
備
す
る
よ
う
に
と
送
ら
れ
て
き
た
「
年
期
証

文
」
と
い
う
も
の
を
母
に
読
ん
で
も
ら
い
、
必
要
事
項
を
自
分

で
筆
を
持
っ
て
書
い
て
い
っ
た
。
書
い
た
も
の
を
自
分
で
確
か

め
ら
れ
な
い
の
で
、
人
に
読
め
る
よ
う
に
書
け
て
い
る
か
、
い
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ち
い
ち
母
に
確
か
め
て
も
ら
い
な
が
ら
の
作
業
に
も
慣
れ
て
き

て
い
た
。
も
う
、
一
人
で
は
読
み
書
き
が
で
き
な
い
、
社
会
と

交
渉
す
る
の
に
誰
か
の
目
を
借
り
な
く
て
は
な
ら
な
い
悔
し
さ

や
心
痛
を
押
し
殺
し
な
が
ら
書
く
。
鍼
按
師
に
弟
子
入
り
す
る

こ
と
で
、
見
え
な
い
な
り
に
よ
い
生
き
方
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
、
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
年
期
期
間
は
一
応
三
年
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
期
間
内
に
師
匠
に
損
害
を
か
け
た
場
合
な
ど
に

つ
い
て
の
賠
償
規
定
が
こ
と
細
か
に
書
か
れ
て
い
た
が
、
師
匠

側
の
義
務
や
責
任
に
つ
い
て
は
何
も
な
い
。
ず
い
ぶ
ん
一
方
的

な
証
書
だ
と
孝
之
進
は
思
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
世

界
で
は
ひ
と
ま
ず
理
不
尽
な
こ
と
も
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
だ
と
考
え
た
。

一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
年
）
の
暮
れ
、
い
よ
い
よ
久
留

米
に
移
っ
た
。
手
を
引
い
て
き
て
く
れ
た
母
千
代
は
故
郷
に
戻

り
、
孝
之
進
は
高
田
の
家
に
住
み
込
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
高

田
の
家
を
初
め
て
訪
れ
た
。
全
盲
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
高
田
夫

妻
が
、
見
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
相
手
に
全
く
感
じ
さ
せ

な
い
雰
囲
気
な
の
に
孝
之
進
は
内
心
驚
い
た
。
高
田
は
、
気
さ

く
に
話
し
な
が
ら
、
孝
之
進
の
肩
を
揉
ま
せ
て
く
れ
と
言
っ

て
、
揉
み
始
め
た
。
肩
こ
り
の
治
療
を
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
な

ど
無
か
っ
た
孝
之
進
だ
。

「
俺
い
が
体
格
調
ぶ
い
つ
も
い
じ
ゃ
ろ
（
お
れ
の
体
格
を
調

べ
る
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
）
」

と
、
緊
張
し
て
い
た
。
が
、
肩
を
揉
ん
で
も
ら
う
の
は
気
持

ち
よ
か
っ
た
。
高
田
か
ら
入
門
し
て
か
ら
の
話
や
治
療
の
話
な

ど
を
聴
い
て
い
る
う
ち
に
気
持
ち
も
ほ
ぐ
れ
て
き
て
、
だ
ん
だ

ん
こ
れ
か
ら
の
生
活
が
楽
し
み
に
な
っ
て
き
た
。
高
田
の
方
も

礼
儀
正
し
く
身
体
も
頑
強
そ
う
な
孝
之
進
の
こ
と
を
い
っ
ぺ
ん

に
気
に
入
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。

翌
日
か
ら
孝
之
進
は
、
高
田
の
住
み
込
み
弟
子
と
な
っ
た
。

そ
の
家
の
生
活
は
だ
い
た
い
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
。
朝
は
、
十

時
か
ら
十
一
時
ご
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
起
き
る
。
十
二
時
前
後
に
朝

食
を
摂
る
。
そ
れ
か
ら
兄
弟
子
あ
る
い
は
高
田
か
ら
の
講
義
を

聴
く
。
正
座
し
て
、
語
ら
れ
る
こ
と
を
集
中
し
て
聴
き
、
頭
に

叩
き
込
む
の
で
あ
る
。
解
剖
学
の
こ
と
な
ど
、
初
め
て
耳
に
す

る
専
門
用
語
、
医
学
用
語
は
わ
か
り
に
く
か
っ
た
。
教
科
書
な

ど
無
い
の
で
、
聴
い
た
こ
と
を
、
即
、
ま
る
覚
え
し
て
い
く
し

か
な
い
。
話
す
方
も
聴
く
方
も
こ
う
い
う
勉
強
方
法
が
当
た
り

前
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
孝
之
進
は
、
が
む
し
ゃ
ら
に

覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
覚
え
た
。
講
義
の
あ
と
、
兄

弟
子
た
ち
は
「
昼
吹
き
」
と
い
っ
て
、
「
流
し
」
に
出
る
。
笛

を
吹
き
な
が
ら
歩
き
、
按
摩
を
頼
ん
で
く
れ
る
客
を
探
す
の
で

あ
る
。
入
門
し
た
ば
か
り
の
孝
之
進
も
兄
弟
子
の
風
呂
敷
包
み

を
抱
え
て
つ
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
雪
の
舞
う
手
先

が
凍
る
よ
う
な
日
で
あ
ろ
う
と
、
寒
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
そ
う
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な
日
で
あ
ろ
う
と
、
呼
ん
で
く
れ
る
人
に
出
会
う
ま
で
は
、
四

時
間
ほ
ど
歩
き
続
け
る
ほ
か
な
い
。
幸
い
客
を
見
つ
け
る
と
、

兄
弟
子
が
治
療
を
す
る
横
に
座
っ
て
技
術
を
覚
え
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。

帰
っ
て
昼
食
（
夕
食
）
を
摂
り
、
午
後
六
時
ご
ろ
か
ら
は
ま

た
夜
の
「
流
し
」
に
入
る
。
決
め
ら
れ
た
夜
中
の
十
二
時
ま
で

歩
き
回
っ
て
も
、
全
く
声
の
か
か
ら
な
い
夜
も
あ
っ
た
。
重
た

い
足
を
引
き
ず
る
よ
う
に
し
て
帰
宅
す
る
。
「
あ
ぶ
れ
按
摩
の

笛
哀
れ
…
…
」
な
ど
と
、
弟
子
た
ち
は
浪
曲
の
文
句
を
つ
ぶ
や

い
て
い
た
。
十
二
時
す
ぎ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
夜
食
の
ぬ
る
い
茶
漬

け
を
か
き
こ
み
、
冷
た
い
せ
ん
べ
い
布
団
に
潜
り
込
む
。
孝
之

進
は
自
分
が
士
族
の
出
身
で
あ
り
、
東
京
で
書
生
生
活
を
送
っ

た
こ
と
、
日
清
戦
争
で
活
躍
し
た
こ
と
な
ど
一
切
口
に
だ
さ

ず
、
身
を
低
く
し
て
仕
え
た
。

そ
ん
な
孝
之
進
に
高
田
は
特
別
に
目
を
か
け
て
、
教
え
た
。

そ
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
孝
之
進
は
短
期
間
で
知
識
を
習
得
し
た

だ
け
で
な
く
技
術
の
上
達
も
早
く
、
仲
間
た
ち
か
ら
嫉
妬
さ
れ

る
ほ
ど
だ
っ
た
。
孝
之
進
は
、
陰
湿
な
陰
口
や
い
や
が
ら
せ
を

気
に
か
け
な
い
こ
と
に
し
た
。
心
許
し
て
語
り
あ
え
る
者
が
い

な
い
中
、
今
後
の
進
む
べ
き
道
に
つ
い
て
一
人
想
い
め
ぐ
ら
す

毎
日
だ
っ
た
。

二
年
あ
ま
り
の
年
月
が
過
ぎ
た
こ
ろ
に
は
、
孝
之
進
の
知
識

と
技
術
は
弟
子
た
ち
の
中
で
誰
に
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
も
の
に

な
っ
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
鍼
按
医
と
な
り
、
故
郷
で
開
業
す
れ

ば
生
活
は
安
定
し
、
母
を
ほ
っ
と
さ
せ
て
や
れ
る
だ
ろ
う
と
、

孝
之
進
に
は
わ
か
っ
て
い
た
。
が
、
胸
に
も
や
も
や
す
る
も
の

を
払
い
の
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
生
活
を
共
に
し
て
い
る
盲

人
仲
間
た
ち
を
知
る
う
ち
に
積
も
り
積
も
っ
て
い
っ
た
哀
し
み

の
せ
い
だ
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る

家
庭
か
ら
来
て
い
た
。
学
問
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
ば

か
り
に
見
識
が
狭
く
、
卑
屈
に
な
っ
て
い
る
者
が
多
い
。
夜
ご

と
に
笛
を
吹
い
て
歩
き
回
り
、
客
の
肩
を
揉
ま
せ
て
も
ら
い
な

が
ら
、
ほ
か
の
客
の
悪
口
や
孝
之
進
が
聞
く
に
堪
え
な
い
話
題

を
繰
り
返
す
。
毎
日
虚
し
い
話
を
耳
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
耐

え
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
も
幼
い
う
ち
か
ら
世
で
生
き

て
い
く
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
学
問
の
機
会
が
与

え
ら
れ
て
い
た
ら
、
人
生
は
違
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
孝
之
進
は

痛
切
に
思
っ
た
。
悶
々
と
考
え
を
巡
ら
し
て
い
る
う
ち
に
、
年

期
期
間
が
終
わ
る
三
年
目
が
近
づ
い
て
き
た
。
孝
之
進
の
う
ち

に
は
盲
人
教
育
へ
の
想
い
が
抑
え
が
た
い
ほ
ど
に
膨
ら
ん
で
い

た
。
つ
い
に
あ
る
日
、
孝
之
進
は
、
高
田
の
前
に
姿
勢
を
正
し

て
言
っ
た
。

「
先
生
は
、
わ
た
し
が
良
い
鍼
医
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て

手
取
り
足
取
り
教
え
て
き
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
鍼
灸
按
摩
の
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仕
事
は
誇
る
べ
き
立
派
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
、
確
信
し
ま
し

た
。
が
、
わ
た
し
は
盲
人
も
学
問
を
身
に
つ
け
、
見
え
る
者
と

対
等
に
生
き
て
い
け
る
時
代
を
切
り
拓
く
べ
き
と
も
考
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
幻
を
実
現
で
き
る
場
所
を
探

し
た
く
思
い
ま
す
」

高
田
は
、
驚
き
を
隠
さ
な
か
っ
た
。

「
盲
人
が
そ
ん
な
大
そ
れ
た
夢
を
言
う
た
と
こ
ろ
で
誰
も
相

手
に
せ
ん
ば
い
。
こ
こ
に
残
り
な
さ
い
。
一
緒
に
仕
事
を
し
て

い
こ
う
。
先
々
は
跡
取
り
に
と
さ
え
考
え
て
き
た
の
だ
」

高
田
は
説
得
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
孝
之
進
の
決
心
が
固

い
の
を
知
る
と
、
と
う
と
う
言
っ
た
。

「
よ
ろ
し
い
。
お
前
の
よ
う
な
器
の
者
は
、
わ
し
み
た
い
に

こ
の
場
所
で
小
さ
く
無
難
に
一
生
を
過
ご
す
わ
け
に
い
か
ん
の

だ
ろ
う
。
お
前
に
だ
か
ら
で
き
る
仕
事
を
見
つ
け
て
い
き
な
さ

い
」孝

之
進
は
、
師
匠
に
対
し
て
感
謝
と
詫
び
を
繰
り
返
し
た
。

荷
物
を
ま
と
め
、
そ
の
も
と
を
去
っ
た
。

七

増

江

一
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
年
）
二
十
九
歳
に
な
っ
た
孝
之

進
は
、
盲
教
育
を
始
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
地
を
求
め
、
母
に

手
を
ひ
か
れ
て
の
旅
に
出
た
。
孝
之
進
が
流
し
按
摩
を
し
て
母

と
二
人
何
と
か
食
い
つ
な
ぎ
な
が
ら
の
旅
だ
っ
た
。
九
州
の
あ

ち
こ
ち
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
一
月
、
二
月
と
過
ぎ
、

思
っ
た
以
上
に
旅
は
長
く
な
っ
て
き
た
。
寒
さ
が
厳
し
く
な
っ

て
き
た
こ
ろ
久
留
米
に
ま
た
や
っ
て
き
た
孝
之
進
と
千
代
を
、

今
村
虹
助
一
家
が
泊
め
て
く
れ
た
。
肩
身
の
せ
ま
い
思
い
だ
っ

た
が
、
母
を
な
る
べ
く
暖
か
い
所
で
休
ま
せ
た
か
っ
た
の
で
孝

之
進
は
虹
助
た
ち
の
厚
意
を
感
謝
し
て
受
け
入
れ
た
。

夜
、
虹
助
は
、
孝
之
進
に
身
体
を
揉
ま
せ
な
が
ら
、
今
後
何

を
し
て
い
き
た
い
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
尋
ね
て
き
た
。
虹
助

は
、
度
量
の
大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
、
一
緒
に
い
る
者
が
何
で
も

話
し
て
し
ま
い
た
く
な
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
た
。
孝

之
進
は
正
直
に
盲
人
教
育
に
取
り
組
み
た
い
と
い
う
夢
を
語
っ

た
。
ふ
す
ま
を
隔
て
た
隣
の
部
屋
で
、
増
江
が
耳
を
そ
ば
だ
て

て
孝
之
進
が
語
る
こ
と
に
聴
き
入
っ
て
い
た
と
知
っ
た
の
は
、

後
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

虹
助
夫
妻
へ
の
按
摩
が
済
み
、
母
と
い
っ
し
ょ
に
廊
下
を
歩

い
て
い
く
と
、
増
江
が
向
こ
う
か
ら
声
を
か
け
て
き
た
。

「
コ
ウ
さ
ん
、
見
え
な
く
な
っ
て
本
が
読
め
ん
で
も
、
字
は

書
け
る
で
し
ょ
う
。
書
き
続
け
な
さ
ら
ん
の
。
で
な
い
と
、
書

け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
は
い
、
こ
れ
使
っ
て
く
だ
さ

い
」増

江
は
ず
っ
し
り
と
重
た
い
風
呂
敷
包
み
を
孝
之
進
に
押
し

つ
け
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
つ
づ
く
）
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漢
点
字
訳
書
の
ご
紹
介

（
奥
付
よ
り
）

論

語

ろ

ん

ご

１
９
６
３
年
７
月

日

第
１
刷
発
行

16

１
９
９
６
年
４
月
５
日

第

刷
発
行

55

訳
注
者

金
谷

治(
か
な
や
お
さ
む)

発
行
者

安
江
良
介

発
行
所

株
式
会
社
岩
波
書
店

（
編
者
は
し
が
き
よ
り
）

は
し
が
き

『
論
語
』
は
孔
子
を
中
心
と
す
る
言
行
録
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
『
大
学
』
『
中
庸
』
『
孟
子
』
と
な
ら
ぶ
「
四
書
」
の
筆

頭
と
し
て
、
中
国
は
も
と
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
血
肉
と

な
り
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
も
形
成
し
た
、
古
典
の
な
か
の
古
典
で

あ
る
。
『
論
語
』
と
い
う
名
ま
え
は
、
孔
子
の
名
と
と
も
に
、

世
界
的
に
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
だ
け

に
、
そ
の
名
を
聞
い
た
と
き
、
過
去
の
東
洋
社
会
を
さ
さ
え
て

き
た
儒
教
の
経
典
と
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
古
く
さ
い
道
徳
主
義
を

連
想
す
る
人
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
嫌
悪
の
情
を
と
も
な

今
年
度
は
、
「
論
語
」
を
漢
点
字
訳
し
て
、
横
浜
市
中
央
図

書
館
に
納
入
致
し
ま
し
た
。
以
下
に
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

い
な
が
ら
、
冷
い
非
人
間
的
な
聖
人
孔
子
の
姿
を
思
い
浮
か
べ

る
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
人
の
お
お
む
ね

は
、
い
わ
ゆ
る
食
わ
ず
嫌
い
で
あ
る
。
こ
の
訳
書
は
、
ま
ず
何

よ
り
も
そ
う
し
た
人
々
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す

る
。確

か
に
古
い
の
で
あ
る
。
二
千
年
以
上
も
前
の
も
の
と
い
え

ば
、
古
く
さ
い
の
は
む
し
ろ
当
然
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ

れ
で
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
も
古
い
も
の
が
、
現
代
ま
で
の
長
い

間
を
多
く
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

理
由
を
、
単
に
過
去
の
政
治
や
社
会
の
あ
り
方
だ
け
で
か
た
づ

け
て
し
ま
う
の
は
、
余
り
に
も
単
純
で
あ
る
。
『
論
語
』
の
内

容
そ
の
も
の
に
、
い
つ
ま
で
も
人
々
の
共
感
を
よ
び
、
新
し
い

歴
史
の
進
展
を
う
な
が
す
よ
う
な
、
そ
う
し
た
不
滅
の
古
典
と

し
て
の
価
値
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

二
十
篇
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
が
断
片
的
と
い
っ
て
も
よ
い

よ
う
な
短
い
こ
と
ば
の
集
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
配
列

の
順
序
に
も
格
別
の
意
味
の
な
い
の
が
一
般
で
あ
る
。
と
か
為い

政
と
か
い
う
篇
名
で
さ
え
も
、
篇
の
内
容
の
ま
と
ま
っ
た
意
味

せ
いを

示
す
も
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
篇
の
初
め
の
二
字
を
と
っ
た

に
す
ぎ
な
い
。
こ
ん
な
例
は
、
恐
ら
く
他
の
ど
の
国
の
古
典
に

も
見
出
し
が
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
ば
ら
ば
ら
の
内

容
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
い
そ
が
し
い
読
者
は
気
ま
ま
な
拾
い
読
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み
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
自
分
の
体
験
に
照
し
て
玩
味
し

て
い
け
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
は
っ
と
し
て
興
奮
を
覚
え
る
よ
う

な
何
章
か
に
出
く
わ
す
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
い
く
ら

か
の
暇
を
得
て
落
ち
つ
い
た
通
読
を
し
て
い
く
な
ら
、
不
思
議

ひ
ま

な
こ
と
に
、
そ
の
と
り
と
め
な
い
ば
ら
ば
ら
な
中
か
ら
、
孔
子

の
人
間
像
が
次
第
に
鮮
明
に
浮
き
上
っ
て
く
る
。
孔
子
を
と
り

ま
く
門
人
た
ち
の
あ
り
さ
ま
が
生
き
生
き
と
躍
動
し
て
く
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
か
も
し
出
さ
れ
る
一
種
の
人
間
的
な
魅
力

が
、
つ
い
に
は
わ
れ
わ
れ
の
心
を
し
っ
か
り
と
捉
え
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
道
徳
が
中
心
で
あ

る
。
た
だ
そ
の
道
徳
は
、
「
人
と
し
て
の
生
き
方
」
と
い
い
な

お
し
た
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
よ
う
に
、
極
め
て
現
実
的
人
間

的
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
日
常
的
な
生
活
や
身
近

い
政
治
の
問
題
に
つ
い
て
配
慮
の
ゆ
き
と
ど
い
た
古
典
は
、
全

く
珍
ら
し
い
で
あ
ろ
う
。
窮
屈
な
道
徳
主
義
を
予
想
し
た
読
者

は
、
こ
の
書
物
の
楽
天
的
な
明
る
さ
に
う
た
れ
、
と
り
わ
け
て

宗
教
的
神
秘
的
な
性
格
の
少
な
い
こ
と
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。

「
老
人
に
は
安
心
さ
れ
、
友
だ
ち
に
は
信
ぜ
ら
れ
、
若
も
の
に

は
し
た
わ
れ
た
い
。
」
と
い
う
、
日
常
生
活
で
の
平
安
が
孔
子

の
望
み
で
あ
っ
た
。
非
人
間
的
な
聖
人
孔
子
を
予
想
し
た
読
者

は
、
こ
の
書
物
の
中
で
、
じ
ょ
う
だ
ん
を
言
っ
た
り
、
自
分
の

過
失
を
指
摘
さ
れ
て
感
謝
し
た
り
し
て
い
る
孔
子
を
見
出
し

て
、
と
ま
ど
う
で
あ
ろ
う
。
孔
子
は
親
し
み
深
く
、
も
の
や
わ

ら
か
な
態
度
で
、
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
恐
ら
く
は
簡
古
な
す
ぐ
れ
た
文
章
の
力
に
よ
る
と
こ

ろ
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
孔
子
が
強
調
し
た
仁
の
徳

は
、
肉
親
の
間
で
の
自
然
な
愛
情
か
ら
発
し
た
、
一
種
の
調
和

的
な
情
感
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
道
徳
の
基
礎
は
何
よ

り
も
ま
ず
人
間
自
身
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
『
論
語
』
は
何
に
も

ま
し
て
人
間
的
な
書
物
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
た
く
ま
し
い
ま
で
の
人
間
肯
定
の
精
神
こ
そ
、
い
つ
の
世
に

も
、
ま
た
ど
こ
で
で
も
、
い
か
に
強
調
さ
れ
て
も
し
す
ぎ
る
こ

と
の
な
い
『
論
語
』
の
真
価
で
あ
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

『
論
語
』
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分

か
ら
な
い
。
孔
子
の
没
（
Ｂ
Ｃ
四
七
九
）
後
、
そ
の
門
人
た
ち

の
間
で
次
第
に
記
録
が
蓄
え
ら
れ
整
理
さ
れ
て
種
々
の
ま
と
ま

り
で
伝
え
ら
れ
、
や
が
て
あ
る
時
期
に
集
大
成
さ
れ
た
も
の

で
、
そ
の
時
期
は
恐
ら
く
漢
の
初
め
ご
ろ
（
Ｂ
Ｃ
二
世
紀
）
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
武
内
義
雄
博
士
の
『
論
語
之
研
究
』
、
津
田

左
右
吉
博
士
の
『
論
語
と
孔
子
の
思
想
』
の
両
書
は
、
こ
の
問

題
を
追
求
し
て
精
密
を
極
め
て
い
る
。
（
ち
な
み
に
、
両
書
は

近
年
で
の
論
語
研
究
の
白
眉
で
あ
る
。
）

さ
て
、
編
纂
さ
れ
た
『
論
語
』
に
は
、
長
い
年
月
の
間
に
お
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び
た
だ
し
い
数
の
注
釈
書
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
中
の
特
に
代
表

的
な
も
の
は
、
魏
の
何
晏
の
「
集
解
」
と
南
宋
の
朱
熹
の
「
集

ぎ

か

あ

ん

し
つ
か
い

し

ゆ

き

し
つ

注

」
と
で
あ
る
。
前
者
は
漢
・
魏
の
諸
注
解
を
集
め
て
何
晏

ち
ゆ
う

自
身
の
見
解
を
も
加
え
た
も
の
で
古
注
と
よ
ば
れ
、
後
者
は
北

宋
学
者
の
解
釈
を
綜
合
し
て
一
家
の
説
を
立
て
た
も
の
で
新
注

と
よ
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
古
注
系
統
の
詳
解
に
は
宋
の
邢
昞
の

け
い
へ
い

「
疏
」
、

梁

の
皇
侃
の
「
義
疏
」
、
清
の

劉

宝
楠
の
「
正

そ

り
よ
う

お
う
が
ん

り
ゆ
う
ほ
う
な
ん

義
」
、
潘
維
城
の
「
古
注
集
箋
」
な
ど
が
あ
り
、
新
注
を
敷
衍

は
ん
い
じ
よ
う

し
た
も
の
で
は
宋
の
金
履

祥

の
「
考
証
」
、
清
の
簡
朝
亮
の

し
よ
う

「
述
疏
」
な
ど
が
あ
る
。
わ
が
国
の
も
の
で
は
、
新
注
と
古
注

と
を
取
捨
折
衷
し
て
一
家
を
な
し
た
伊
藤
仁
斎
、
荻
生
徂
徠
、

安
井
息
軒
、
東
条
一
堂
の
も
の
な
ど
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

こ
の
文
庫
本
は
、
原
文
と
読
み
下
し
と
現
代
語
訳
と
を
合
わ

せ
の
せ
て
、
対
照
し
て
読
め
る
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の
で
、
広

い
読
者
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
最
も
便
利
な
体
裁
と
最

も
す
ぐ
れ
た
内
容
と
を
備
え
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
。
そ
の
た

め
に
、
原
文
で
は
最
も
正
確
な
テ
ク
ス
ト
を
提
供
す
る
こ
と
、

読
み
下
し
で
は
江
戸
時
代
か
ら
一
般
に
行
な
わ
れ
て
き
た
典
型

的
な
読
み
方
を
伝
え
る
こ
と
、
現
代
語
訳
で
は
諸
説
を
参
照
し

て
正
確
な
も
と
の
意
味
に
迫
る
と
と
も
に
、
分
か
り
や
す
い
本

当
の
意
味
で
の
翻
訳
と
し
て
成
功
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
。

ま
ず
原
文
で
あ
る
が
、
武
内
博
士
の
研
究
に
よ
る
と
、
『
論

語
』
の
異
本
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。
一
つ
は
唐

の
開
成
石
経
に
由
来
す
る
も
の
で
、
中
国
の
版
本
は
多
く
こ
れ

に
属
し
、
い
ま
一
つ
は
わ
が
奈
良
・
平
安
の
こ
ろ
遣
唐
使
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
古
本
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、
日
本
の
古

写
本
は
み
な
こ
の
系
統
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
系
統
は
、

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
隋
・
唐
間
の
陸
徳
明
が
『
経
典
釈
文
』

で
本
文
に
採
用
し
た
テ
ク
ス
ト
が
前
者
に
近
く
、
そ
の
注
記
に

採
用
し
た
異
本
が
後
者
に
似
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

博
士
は
わ
が
清
原
家
の
証
本
を
底
本
と
し
、
そ
れ
を
開
成
石
経

と
対
校
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
岩
波
文
庫
の
旧
版
『
論
語
』
の

原
文
を
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
新
版
の
原
文
も
ま
た
、
博
士
の
諒

解
の
も
と
に
、
原
則
と
し
て
そ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

テ
ク
ス
ト
の
重
要
な
異
同
を
明
ら
か
に
し
た
最
も
正
確
な
原
文

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
読
み
下
し
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
最
も
ひ
ろ
く
行
な

わ
れ
て
明
治
以
後
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
訓
点
は
、
そ
の
中
期

か
ら
出
た
後
藤
芝
山
の
後
藤
点
と
初
期
の
林
羅
山
の
道
春
点
と

で
あ
る
。
後
藤
点
で
は
、
分
か
り
や
す
い
日
本
語
と
し
て
の
読

み
方
を
し
よ
う
と
苦
心
し
た
あ
と
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い

が
、
全
体
に
読
み
す
ぎ
た
感
じ
が
強
く
、
古
い
読
み
方
の
名
ご

り
を
と
ど
め
て
い
る
道
春
点
と
比
べ
て
、
一
長
一
短
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
で
は
初
期
の
も
の
で
文
之
点
、
闇
斎
点
、
末
期
で
一

ぶ

ん

し

あ
ん
さ
い
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斎
点
な
ど
も
有
名
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
れ
ら
は
朱
子
の
新

注
に
も
と
づ
い
た
訓
点
で
あ
る
。
新
注
が
入
っ
て
く
る
ま
で
に

は
、
古
注
に
も
と
づ
い
た
王
朝
以
来
の
博
士
家
の
伝
統
的
な
読

み
方
が
あ
っ
た
。
嘉
永
元
年
に
清
原
家
の
証
本
を
模
刻
し
た
北

野
学
堂
本
は
、
「
本
文
ニ
ヲ
コ
ト
点
ア
ル
ヲ
仮
名
ニ
移
シ
テ
イ

サ
サ
カ
モ
私
意
ヲ
容
レ
テ
改
メ
ザ
ル
者
也
。
」
と
い
う
よ
う

に
、
よ
く
そ
の
面
目
を
伝
え
て
お
り
、
慶
応
の
日
尾
点
以
後
の

訓
点
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
後
藤

点
と
道
春
点
と
を
主
と
し
な
が
ら
諸
点
を
参
照
し
、
重
要
な
異

読
は
注
と
し
て
保
存
す
る
よ
う
に
し
た
。

さ
て
、
最
後
に
現
代
語
訳
で
あ
る
が
、
新
注
の
解
釈
に
従
っ

た
倉
石
武
四
郎
博
士
の
も
の
が
こ
れ
ま
で
の
中
で
翻
訳
と
い
え

る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
原
文
と
読
み
下
し
と
を
の

せ
て
、
そ
れ
に
語
釈
や
通
釈
を
加
え
た
類
の
も
の
は
極
め
て
多

い
が
、
い
ず
れ
も
解
説
と
か
講
釈
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
翻
訳

で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
『
論
語
』
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
中
国
の
古
典
に
は
ま
だ
安
定
し
た
翻
訳
の
ス
タ
イ

ル
と
い
う
も
の
が
で
き
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
『
論

語
』
の
よ
う
な
原
文
の
簡
単
な
も
の
で
は
、
文
章
だ
け
を
追
っ

て
訳
し
て
み
て
も
、
も
ち
ろ
ん
十
分
に
は
意
味
の
と
り
に
く
い

所
が
出
て
く
る
。
い
き
お
い
解
説
め
い
て
く
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
は
原
文
の
調
子
は
全
く
く
ず
れ
て
し
ま
う
。
だ
れ

に
で
も
分
か
る
よ
う
な
翻
訳
と
い
う
目
標
か
ら
し
て
、
こ
の
点

に
困
難
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
分
か
り
や
す
く
す
る
と
い
う
こ

と
に
も
、
現
代
的
に
は
っ
き
り
さ
せ
過
ぎ
て
却
っ
て
原
文
の
含

蓄
あ
る
味
わ
い
を
破
る
と
い
う
恐
れ
も
あ
っ
た
。
補
な
い
を
最

小
限
に
し
、
必
要
な
説
明
を
注
に
ま
わ
し
て
、
で
き
る
だ
け
原

文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
そ
こ
な
わ
な
い
よ
う
に
と
腐
心
し
た
が
、

訳
文
に
は
な
お
未
熟
な
と
こ
ろ
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
博
雅
の
教

正
を
期
待
し
た
い
。

中
扉
の
孔
子
像
（
（
孔
子
像
絵
は
省
略
）
）
は
明
の
万
暦
版

「
聖
蹟
図
」
（
東
北
大
学
蔵
）
か
ら
と
っ
た
。
後
に
従
う
の
は

顔
回
で
あ
る
。
孔
子
の
肖
像
に
は
善
い
も
の
が
少
な
い
が
、
こ

れ
な
ど
は
伝
来
の
正
し
さ
を
思
わ
せ
る
す
ぐ
れ
た
風
貌
で
、
出

色
の
も
の
だ
と
思
う
。
こ
こ
に
掲
げ
て
広
く
紹
介
で
き
る
こ
と

は
筆
者
の
喜
び
で
あ
る
。

な
お
、
恩
師
武
内
博
士
の
旧
版
か
ら
は
、
原
文
の
ほ
か
で
も

少
な
か
ら
ぬ
教
導
を
受
け
た
。
ま
た
倉
石
博
士
の
訳
書
と
吉
川

幸
次
郎
博
士
の
訳
解
書
と
か
ら
は
、
特
に
現
代
語
の
訳
文
の
た

め
に
多
く
の
示
教
を
得
た
。
こ
こ
に
合
わ
せ
し
る
し
て
深
甚
の

謝
意
を
さ
さ
げ
る
。

昭
和
三
十
七
年
十
月

東
北
大
学
中
国
哲
学
研
究
室
に
て

金
谷

治
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（
本
文
よ
り
）

子
の
曰
ま
わ
く
、
学
び
て
時
に
こ
れ
を
習
う
、
亦
た

説

ば

し

の
た

ま

よ
ろ
こ

し
か
ら
ず
や
。
朋
あ
り
、
遠
方
よ
り
来
た
る
、

亦
た
楽
し
か

と
も

ら
ず
や
。
人
知
ら
ず
し
て
慍
み
ず
、
亦
た
君
子
な
ら
ず
や
。

う
ら

く

ん

し

先
生
が
い
わ
れ
た
、
「
学
ん
で
は
適
当
な
時
期
に
お
さ
ら
い

す
る
、
い
か
に
も
心
嬉
し
い
こ
と
だ
ね
。
〔
そ
の
た
び
に
理
解

が
深
ま
っ
て
向
上
し
て
い
く
の
だ
か
ら
。
〕

だ
れ
か
友
だ
ち

が
遠
い
所
か
ら
も
た
ず
ね
て
来
る
、
い
か
に
も
楽
し
い
こ
と
だ

ね
。
〔
同
じ
道
に
つ
い
て
語
り
あ
え
る
か
ら
。
〕

人
が
分
か

っ
て
く
れ
な
く
と
も
気
に
か
け
な
い
、
い
か
に
も
君
子
だ
ね
。

く

ん

し

〔
凡
人
に
は
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
。
〕
」

子
の

曰

わ
く
、
巧
言
令
色
、
鮮
な
し
仁
。

の
た
ま

こ
う
げ
ん
れ
い
し
よ
く

す
く

先
生
が
い
わ
れ
た
、
「
こ
と
ば
上
手
の
顔
よ
し
で
は
、
ほ
と

じ
よ
う
ず

ん
ど
無
い
も
の
だ
よ
、
仁
の
徳
は
。
」

子
の

曰

わ
く
、
君
子
、
重
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
威
あ
ら
ず
。

の
た
ま

く

ん

し

い

学
べ
ば
則
ち
固
な
ら
ず
。
忠
信
を
主
と
し
、
己
れ
に
如
か
ざ
る

こ

お
の

し

者
を
友
と
す
る
こ
と
無
か
れ
。

過

て
ば
則
ち
改
む
る
に

憚

る

あ
や
ま

は
ば
か

こ
と
（
な
）
か
れ
。

先
生
が
い
わ
れ
た
、
「
君
子
は
お
も
お
も
し
く
な
け
れ
ば
威

く

ん

し

い

厳
が
な
い
。
学
問
す
れ
ば
頑
固
で
な
く
な
る
。
〔
ま
ご
こ
ろ
の

げ
ん

が

ん

こ

徳
で
あ
る
〕
忠
と
信
と
を
第
一
に
し
て
、
自
分
よ
り
劣
っ
た
も

の
を
友
だ
ち
に
は
す
る
な
。
あ
や
ま
ち
が
あ
れ
ば
、
ぐ
ず
ぐ
ず

せ
ず
に
改
め
よ
。
」

孔
子
の
曰
わ
く
、
君
子
に
侍
す
る
に
三
愆
あ
り
。
言
未
だ
こ

じ

け
ん

げ
ん

れ
に
及
ば
ず
し
て
言
う
、
こ
れ
を
躁
と
謂
う
。
言
こ
れ
に
及
び

そ
う

て
言
わ
ざ
る
、
こ
れ
を
隠
と
謂
う
。
未
だ
顔
色
を
見
ず
し
て
言

う
、
こ
れ
を
瞽
と
謂
う
。

こ

孔
子
が
い
わ
れ
た
、
「
君
子
の
お
そ
ば
に
い
て
、
三
種
の
あ

や
ま
ち
が
あ
る
。
ま
だ
言
う
べ
き
で
な
い
の
に
言
う
の
は
〝
が

さ
つ
〟
と
い
い
、
言
う
べ
き
な
の
に
言
わ
な
い
の
は
隠
す
と
い

い
、
〔
君
子
の
〕
顔
つ
き
も
見
な
い
で
話
す
の
を
〝
め
く
ら
〟

と
い
う
。
」

孔
子
の
曰
わ
く
、
善
を
見
て
は
及
ば
ざ
る
が
如
く
し
、
不
善

を
見
て
は
湯
を
探
る
が
如
く
す
。
吾
れ
其
の
人
を
見
る
、
吾
れ

さ
ぐ

其
の
語
を
聞
く
。
隠
居
し
て
以
て
其
の
志
し
を
求
め
、
義
を
行

な
い
て
以
て
其
の
道
を
達
す
。
吾
れ
其
の
語
を
聞
く
、
未
だ
其

の
人
を
見
ず
。

孔
子
が
い
わ
れ
た
、
「
よ
い
こ
と
を
見
れ
ば
と
て
も
追
い
つ

け
な
い
よ
う
に
〔
そ
れ
に
向
か
っ
て
努
力
〕
し
、
よ
く
な
い
こ

と
を
見
れ
ば
熱
湯
に
手
を
入
れ
た
よ
う
に
〔
急
い
で
離
脱
〕
す

る
。
わ
た
し
は
そ
う
い
う
人
を
見
た
。
わ
た
し
は
そ
う
し
た
こ

と
ば
も
聞
い
た
。
世
間
か
ら
ひ
き
こ
も
っ
て
そ
の
志
し
を
つ
ら

せ

け

ん

ぬ
こ
う
と
し
、
正
義
を
行
な
っ
て
そ
の
道
を
通
そ
う
と
す
る
。
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わ
た
し
は
そ
う
し
た
こ
と
ば
は
聞
い
た
。
だ
が
、
そ
う
い
う
人

は
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
。
」

孔
子
の
曰
わ
く
、
益
者
ゃ
三
友
、
損
者
三
友
。
直
き
を
友
と

え
き
し
や

し
、

諒

を
友
と
し
、
多
聞
を
友
と
す
る
は
、
益
な
り
。
便
辟

ま
こ
と

べ
ん
ぺ
き

を
友
と
し
、
善
柔
を
友
と
し
、
便
佞
を
友
と
す
る
は
、
損
な

べ
ん
ね
い

り
。孔

子
が
い
わ
れ
た
、
「
有
益
な
友
だ
ち
が
三
種
、
有
害
な
友

だ
ち
が
三
種
。
正
直
な
人
を
友
だ
ち
に
し
、
誠
心
の
人
を
友
だ

ち
に
し
、
も
の
知
り
を
友
だ
ち
に
す
る
の
は
、
有
益
だ
。
体
裁

て
い
さ
い

ぶ
っ
た
の
を
友
だ
ち
に
し
、
う
わ
べ
だ
け
の
へ
つ
ら
い
も
の
を

友
だ
ち
に
し
、
口
だ
け
た
っ
し
ゃ
な
の
を
友
だ
ち
に
す
る
の

は
、
害
だ
。
」

孔
子
の

曰

わ
く
、
命
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
君
子
た
る
こ

の
た
ま

め
い

と
無
き
な
り
。
礼
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
立
つ
こ
と
無
き
な

り
。
言
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
人
を
知
る
こ
と
無
き
な
り
。

孔
子
が
い
わ
れ
た
、
「
天
命
が
分
か
ら
な
い
よ
う
で
は
君
子

と
は
い
え
な
い
。
〔
心
が
落
ち
つ
か
な
い
で
、
利
害
に
動
か
さ

れ
る
。
〕

礼
が
分
か
ら
な
い
よ
う
で
は
立
っ
て
い
け
な
い
。

〔
動
作
が
で
た
ら
め
に
な
る
。
〕

こ
と
ば
が
分
か
ら
な
い
よ

う
で
は
人
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
〔
う
か
う
か
と
だ
ま
さ

れ
る
。
〕
」

「
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
」

第

、

回
例
会
報
告
並
び
に

17

18

第
１
、
２
回
「
学
習
会
報
告
」
と
わ
た
く
し
ご
と

木
村

多
恵
子

第

回
例
会
、
２
０
０
７
年
４
月

日
（
水
、
夜
）

17

11：

～

：

18

30

20

30

い
よ
い
よ
こ
の
４
月

日
か
ら
「
漢
点
字
」
を
何
と
か
、
視

21

覚
障
害
者
の
方
々
に
広
め
よ
う
と
計
画
し
た
、
「
視
覚
障
害
者

の
た
め
の
〈
漢
点
字
〉
学
習
会
」
の
第
一
回
が
始
ま
る
。
そ
の

た
め
の
、
最
終
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
。

一
番
気
に
な
る
の
は
、
初
め
て
お
会
い
す
る
人
と
の
待
ち
合

わ
せ
が
ス
ム
ー
ズ
に
ゆ
く
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
受
講
者
が
、
か
な
り
一
人
歩
き
に
慣
れ
て
い
ら
れ
る
の
で
、

き
っ
と
心
配
し
な
く
て
よ
い
と
思
う
。
と
は
い
え
、
会
員
の
サ

ポ
ー
タ
ー
も
そ
れ
な
り
に
緊
張
し
て
お
ら
れ
る
と
思
う
。

次
の
準
備
事
項
は
、
レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
と
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使

っ
て
、
漢
字
を
書
い
て
い
た
だ
く
の
だ
が
、
文
字
の
大
き
さ
、

筆
圧
の
入
れ
加
減
な
ど
、
実
際
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
。
筆
圧

の
加
減
さ
え
慣
れ
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
も
ま
る
で
心
配
す
る
こ

と
は
な
い
と
思
う
。
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岡
田
さ
ん
が
作
っ
て
下
さ
っ
た
「
漢
点
字
テ
キ
ス
ト
第
１

巻
」
の
墨
字
版
４
０
冊
を
、
会
員
が
コ
ピ
ー
し
て
製
本
も
し
て

く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

新
し
い
漢
点
字
が
出
現
し
、
そ
れ
を
字
式
で
ど
う
言
い
表
す

か
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
岡
田
さ
ん
か
ら
説
明
し
て
い
た
だ
い

た
。放

送
大
学
の
入
学
願
書
の
手
続
き
に
も
会
員
の
お
一
人
が
連

れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
り
、
以
後
の
面
倒
な
書
類
、
そ
の
他
の
こ

と
も
、
ひ
き
続
い
て
見
て
く
だ
さ
る
と
言
う
。
テ
キ
ス
ト
も
、

ち
ゃ
く
ち
ゃ
く
と
入
力
が
進
み
、
校
正
も
順
次
行
わ
れ
、
後
は

木
村
が
頑
張
っ
て
？
楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

会
員
の
皆
様
に
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
」
に
入
会
し
て
い
た

だ
い
た
。
「
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
」
の
活
動
中
の
ア
ク
シ
デ

ン
ト
に
つ
い
て
の
保
険
で
あ
る
。
と
く
に
、
視
覚
障
害
者
と
の

行
動
の
中
で
、
こ
ち
ら
が
気
を
つ
け
て
い
て
も
、
何
が
起
き
る

か
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
手
続
き
も
会
員
の
お
一
人

が
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

お
部
屋
を
お
借
り
す
る
た
め
の
予
約
、
そ
の
他
、
皆
様
が
快

く
、
積
極
的
に
手
伝
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
、
ま
す
ま
す
こ
の
会

が
楽
し
い
。

楽
し
い
と
言
え
ば
、
三
月

日
の
親
睦
会
の
会
食
は
皆
「
食

10

べ
る
こ
と
飲
む
こ
と
」
そ
し
て
お
し
ゃ
べ
り
に
、
は
じ
め
て
専

念
し
、
満
足
し
た
。

第
１
回
「
学
習
会
」

２
０
０
７
年
４
月

日
（
土
、
夜
）

：

～

：

21

18

30

20

30

お
約
束
の
受
講
者
の
皆
様
は
無
事
参
集
し
、
さ
ら
に
見
学
者

が
お
二
人
も
き
て
く
だ
さ
り
、
会
員
の
皆
様
も
ほ
ど
よ
い
人
数

の
方
が
出
席
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

い
つ
も
の
自
己
紹
介
と
、
こ
れ
ま
で
の
漢
点
字
と
の
関
わ
り

は
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
簡
単
に
話
し
て
い
た
だ
い
た
。

受
講
者
に
は
、
点
字
と
墨
字
の
「
漢
点
字
テ
キ
ス
ト
」
を
、

羽
化
の
会
員
と
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
方
に
は
墨
字
の
テ
キ
ス
ト

を
お
配
り
し
た
。

岡
田
さ
ん
が
、
漢
字
と
漢
点
字
と
の
成
り
立
ち
を
大
筋
で
話

し
、
漢
点
字
交
じ
り
の
文
章
は
、
「
マ
ス
開
け
」
を
ど
う
す
る

か
な
ど
の
面
倒
は
要
ら
な
い
が
、
少
し
記
号
類
に
慣
れ
て
い
た

だ
く
こ
と
、
助
詞
の
「
は
」
「
へ
」
の
使
い
方
、
カ
タ
カ
ナ
記

号
な
ど
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
漢
数
字
の
一
～
九
、
〇
、

十
、
廿
、
百
、
千
、
万
、
兆
、
の

文
字
を
説
明
し
た
。

16

「
学
習
会
」
の
記
録
を
取
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
羽
化
の
会

員
に
お
願
い
し
た
。
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
り
、
頼
も
し

い
。「

羽
化

号
」
が
出
来
上
が
り
、
わ
た
し
の
手
元
に
届
い
た

61

の
で
、
少
し
で
も
早
く
、
と
本
日
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
羽
化
の

会
員
に
は
お
配
り
し
た
。
後
は
５
月
の
例
会
の
と
き
に
お
渡
し
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す
る
。

受
講
者
に
は
、
既
に
岡
田
さ
ん
が
、
「
テ
ー
プ
版
羽
化
」
の

号
か
ら
、
聞
い
て
い
た
だ
く
よ
う
、
「
横
浜
漢
点
字
羽
化
の

60会
」
の
係
の
方
に
頼
ん
で
く
だ
さ
り
、
「
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

第

回
例
会
、
２
０
０
７
年
５
月
９
日
（
水
、
昼
）

18

：

～

：

13

30

15

30

ま
ず
、
「
漢
点
字
学
習
会
」
の
ご
協
力
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

滑
り
出
し
が
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
は
わ
た
し
だ
け
で

は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

本
日
、
一
人
の
会
員
の
方
が
、
「
漢
字
」
に
ま
つ
わ
る
小
さ

な
本
を
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
。
優
し
い
文
字
に
も
ル
ビ
が
付
い

て
い
る
の
で
、
「
学
習
」
が
少
し
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
個
人
的

に
、
漢
点
字
学
習
と
平
行
し
て
、
「
読
み
物
」
と
し
て
お
配
り

し
た
ら
よ
さ
そ
う
な
気
が
し
た
。
早
速
有
志
で
入
力
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
、
も
う
準
備
も
さ
れ
、
原
稿
も
配
布
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。

木
村
は
放
送
大
学
の
「
中
間
リ
ポ
ー
ト
」
を
、
指
定
期
日
内

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
も
、
会
員
の
方
の
ご
協
力

無
く
し
て
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
に
使
う
用
紙
は
、
カ
ス
テ
ラ
を
包
ん
で
い

る
素
材
と
似
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
、
あ
る
程
度
ま
と
め
て
買

え
ば
安
く
な
ら
な
い
か
。
一
度
た
め
し
て
は
ど
う
か
。
そ
の
話

を
機
に
、
漢
字
を
表
現
す
る
素
材
の
あ
れ
こ
れ
に
つ
い
て
意
見

が
出
さ
れ
た
。
ハ
ッ
ポ
ー
イ
ン
ク
を
使
え
ば
、
同
じ
も
の
が
沢

山
で
き
る
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
何
枚
も
重
ね
て
点
字
版
で
書
い
た

こ
と
が
あ
る
、
な
ど
。
そ
し
て
、
ハ
ッ
ポ
ー
イ
ン
ク
の
も
の
が

ど
れ
ほ
ど
使
い
や
す
い
か
、
効
果
は
ど
う
か
、
素
材
の
価
格
な

ど
も
考
慮
し
て
や
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う
会
員
さ
ん
が
現
れ

た
。こ

の
会
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
、
複
雑
な
文
字
を
ど
ん
な
言
葉

を
使
っ
て
表
現
し
た
ら
、
視
覚
障
害
者
が
、
漢
字
の
形
を
理
解

で
き
る
か
、
に
つ
い
て
、
岡
田
さ
ん
が
工
夫
さ
れ
た
方
法
を
解

説
し
た
。

こ
の
日
は
予
定
時
間
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
が
、
皆
様
か
ら
は

不
平
は
出
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
皆
様
お
忙
し
い
中
を
来
て

く
だ
さ
る
の
で
、
時
間
超
過
は
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
っ
て
い
る
。
皆
様
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

第
２
回
「
学
習
会
」
、
２
０
０
７
年
５
月

日
（
土
）

19

：

～

：

、
第
一
会
議
室

18

30

20

30

お
一
人
が
急
病
で
欠
席
さ
れ
た
が
、
羽
化
の
会
員
も
、
受
講

者
も
少
し
和
ん
で
き
た
よ
う
に
思
え
る
。
質
問
も
出
た
し
、
こ

の
漢
字
は
ど
ん
な
と
き
に
使
う
か
な
ど
、
活
発
な
声
も
出
た
。
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レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
の
登
場
。
会
員
さ
ん
た
ち
が
、
岡
田
さ
ん

か
ら
、
指
定
さ
れ
た
文
字
を
書
く
段
に
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、

ケ
イ
タ
イ
電
話
の
辞
書
機
能
を
使
っ
て
、
確
認
し
、
如
何
に
間

違
え
ず
に
書
く
か
、
と
誠
実
に
対
処
な
さ
る
こ
と
、
ま
た
、
即

座
に
ケ
イ
タ
イ
が
出
る
若
い
機
転
も
ほ
ほ
え
ま
し
く
感
じ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
白
川
静
先
生
の
「
常
用
字
解
」
を
持
参
し
て
い

ら
れ
る
方
も
お
り
、
文
字
の
細
か
い
意
味
や
変
化
な
ど
も
読
み

上
げ
て
く
だ
さ
る
。
こ
の
硬
軟
合
わ
せ
て
の
学
習
会
は
楽
し

い
。た

と
え
ば
、
レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
で
、
「
兆
」
と
「
元
」
を
書

い
て
い
た
だ
く
。
「
兆
、
の
文
字
に
は
、
２
本
、
縦
に
あ
る
線

が
途
中
か
ら
曲
が
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
〈
ひ
と
あ

し
〉
と
い
い
ま
す
。
ま
る
で
一
歩
踏
み
出
し
て
い
る
よ
う
で
し

ょ
う
。
こ
の
縦
の
曲
が
っ
た
線
が
、
元
の
中
に
も
、
長
さ
が
違

う
横
線
２
本
の
下
に
も
あ
る
で
し
ょ
う
、
漢
点
字
で
は
、

〈
元
〉
は
〈
兆
〉
の
近
似
文
字
と
し
て
い
ま
す
。
」

岡
田
さ
ん
は
も
っ
と
的
確
に
説
明
し
て
い
る
が
、
わ
た
し
が

書
く
と
、
か
え
っ
て
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
ん
な
と
こ

ろ
で
、
学
習
内
容
に
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
で
書
い
た
文
字

廿
、
革
、
漢
、
千
、
万
、
一
、
亜
、
亞
、
三
、
参
、
九

丸
、
兆
、
元
、
億
、
意
、
目
、
見
、
目
の
形
、

＊

予

告

６
月
の
例
会(

第

回)

２
０
０
７
年
６
月

日(

水
、
昼)

19

13

：

～

：

、
７
階
第
二
会
議
室

13

30

15

30

第
３
回
「
視
覚
障
害
者
の
た
め
の
〈
漢
点
字
〉
学
習
会
」

（
通
称
〈
学
習
会
〉
）

６
月

日
（
土
、
夜
）
、

：

～

：

16

18

30

20

30

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ

７
階

第
一
会
議
室

７
月
の
例
会(

第

回)

２
０
０
７
年
７
月

日(

水
、
夜)

20

11

：

～

：

、
７
階

第
一
会
議
室

18

30

20

30

第
４
回
学
習
会

７
月

日(

土
、
夜)

21

：

～

：

、
７
階

第
一
会
議
室

18

30

20

30

わ
た
く
し
ご
と

少
学
４
、
５
年
の
、
今
に
も
雪
が
降
り
出
し
そ
う
な
、
ど
ん

よ
り
と
し
た
日
曜
日
の
昼
下
が
り
の
こ
と
、
二
人
の
大
人
の
話

を
、
聞
く
と
も
な
く
聞
い
て
い
た
。
話
し
手
は
、
一
方
的
に
一

人
で
あ
っ
た
。

「
今
ね
え
、
こ
ん
な
寒
空
が
一
層
身
に
し
み
て
、
心
ま
で
冷

え
冷
え
と
し
て
、
お
な
か
の
中
ま
で
寒
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
だ

け
ど
止
め
ら
れ
な
く
て
、
と
う
と
う
最
後
ま
で
読
ん
で
し
ま
っ

た
わ
。

－ ２０ －



平
家
物
語
。
平
家
が
敗
れ
て
二
位
の
尼
に
抱
か
れ
て
、
安
徳

帝
が
壇
ノ
浦
で
入
水
し
て
、
平
家
の
武
将
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ

帝
を
追
っ
て
入
水
し
た
り
、
源
氏
と
戦
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
の

は
、
ま
あ
歴
史
の
一
齣
と
し
て
習
っ
て
き
た
か
ら
、
そ
れ
は
事

実
と
し
て
読
ん
だ
の
で
す
が
、
わ
た
し
が
堪
え
た
の
は
、
残
さ

れ
た
そ
の
後
の
女
性
た
ち
の
行
く
末
で
す
。
た
と
え
ば
、
平
清

盛
の
長
男
重
盛
の
二
番
目
の
息
子
資
盛
、
そ
う
、
平
清
盛
か
ら

す
け
も
り

見
る
と
孫
に
当
た
る
の
で
す
け
ど
、
そ
の
資
盛
の
恋
人
に
建
礼

門
院
右
京
大
夫
と
い
う
女
性
が
い
ま
し
て
ね
。
こ
の
建
礼
門
院

右
京
大
夫
と
い
う
の
は
、
建
礼
門
院
の
と
こ
ろ
に
仕
え
て
い

る
、
右
京
大
夫
と
い
う
、
当
時
の
役
職
名
で
、
昔
は
女
の
人
に

は
よ
ほ
ど
身
分
が
高
く
な
い
と
名
前
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い

の
で
す
。
そ
れ
で
、
建
礼
門
院
右
京
大
夫
と
い
う
と
、
誰
も

が
、
あ
の
人
だ
と
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の

右
京
大
夫
が
仕
え
た
女
主
人
、
建
礼
門
院
徳
子
と
い
う
人
は
、

さ
っ
き
話
し
た
、
二
位
の
尼
に
抱
か
れ
て
入
水
し
た
安
徳
天
皇

の
生
母
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
建
礼
門
院
徳
子
は
、
平
清
盛
の

娘
な
の
で
す
。
今
を
と
き
め
く
清
盛
の
娘
で
、
天
皇
の
母
の
お

屋
敷
に
仕
え
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
右
京
大
夫
が
美
し
く
、
賢

い
、
才
女
だ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
女
性

は
資
盛
の
正
妻
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
誰
も
が
認
め
る
恋
人

で
し
た
。
こ
の
資
盛
が
生
き
な
が
ら
え
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
恋
す
る
人
の
こ
と
で
す
か
ら
、
一
日
も
長
く
生
き
て

い
て
欲
し
い
、
と
願
っ
て
い
ま
し
た
が
、
入
水
し
た
と
い
う
知

ら
せ
を
受
け
る
と
、
彼
女
は
泣
き
暮
ら
し
た
の
で
す
。
け
れ
ど

も
、
彼
女
は
と
う
と
う
、
あ
る
決
心
を
し
ま
し
た
。
泣
い
て
ば

か
り
い
て
は
な
ん
に
も
な
ら
な
い
、
資
盛
の
た
め
に
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
。
そ
う
、
恋
人
の
菩
提
を
弔
お
う
。
た
だ
尼
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
な
く
、
何
か
あ
る
。
そ
し
て
、
右
京
大
夫
は
、

こ
れ
ま
で
に
資
盛
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
を
全
部
漉
き
直
し
て
、

薄
様
に
し
て
、
そ
の
紙
に
写
経
を
す
る
の
で
す
。
写
経
と
い
う

の
は
、
難
し
い
お
経
を
一
字
一
字
書
き
写
す
こ
と
で
す
。
あ
な

た
た
ち
も
、
点
字
で
写
し
書
き
を
す
る
わ
ね
、
あ
れ
と
同
じ
で

す
。
」

最
初
は
、
自
分
の
世
界
に
浸
っ
て
話
し
て
い
た
彼
女
は
、
わ

た
し
が
話
し
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
か
ら

は
、
話
し
ぶ
り
も
丁
寧
に
な
り
、
「
正
妻
で
は
な
い
け
れ
ど
」

と
言
っ
て
か
ら
、
「
本
当
の
奥
さ
ん
で
は
な
い
け
れ
ど
、
昔
、

こ
の
時
代
は
正
式
の
奥
さ
ん
の
他
に
、
恋
人
が
い
る
の
は
普
通

で
、
ど
ん
な
す
ば
ら
し
い
人
が
、
恋
人
に
な
っ
て
い
る
か
で
、

そ
の
人
の
評
価
が
決
ま
る
の
で
す
。
今
と
は
考
え
方
が
違
い
、

大
切
に
さ
れ
る
恋
人
ほ
ど
、
ほ
と
ん
ど
奥
さ
ん
と
同
じ
よ
う
な

生
活
を
し
て
い
ま
し
た
し
、
周
り
の
人
た
ち
も
そ
の
こ
と
を
非

難
な
ど
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
通
い
婚
と
い
っ
て
、
正
式
に
結

－ ２１ －



婚
し
て
も
今
と
は
違
い
、
男
の
人
が
、
女
の
人
の
家
に
通
う
の

で
、
恋
人
が
一
人
や
二
人
い
て
も
問
題
は
な
か
っ
た
の
で

す
。
」
と
か
、
紙
漉
の
方
法
は
と
く
に
丁
寧
に
、
ま
た
出
家
し

て
尼
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
写
経
と
は
な
に
か
、
な

ど
、
大
人
に
は
説
明
の
必
要
が
な
い
よ
う
な
こ
と
ま
で
話
し
て

く
れ
た
。

彼
女
は
こ
う
も
言
っ
た
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
と
は
違
う

け
れ
ど
、
わ
た
し
は
、
や
は
り
田
舎
の
古
い
家
で
育
っ
た
せ
い

か
、
こ
ん
な
仏
教
的
な
表
し
方
も
理
解
で
き
る
し
、
い
い
な
あ

と
も
思
う
。
尼
に
な
ら
な
い
生
き
方
、
し
か
も
写
経
ま
で
し
な

が
ら
、
そ
の
後
、
後
鳥
羽
天
皇
の
そ
ば
近
く
仕
え
て
い
る
の
で

す
。
当
時
と
し
て
は
現
代
的
な
生
き
方
、
も
し
か
し
た
ら
、
世

間
の
古
い
人
た
ち
か
ら
は
非
難
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
で

す
。
」

今
考
え
る
と
、
か
な
り
長
い
時
間
だ
っ
た
と
思
う
が
、
全
て

初
め
て
聞
く
こ
と
ば
か
り
で
、
し
か
も
ち
っ
と
も
飽
き
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
話
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
よ
り
「
夕
食
で
す
」
の
知
ら
せ
で
中
断
さ
せ
ら
れ
た
の

だ
か
ら
、
残
念
で
な
ら
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
子
供
の
こ
と

と
て
、
次
の
機
会
を
ね
ら
っ
て
続
き
を
せ
が
む
に
は
、
な
ん
と

な
く
大
人
の
話
を
盗
み
聞
き
し
た
よ
う
な
後
ろ
め
た
さ
も
あ

り
、
さ
ら
に
、
大
人
の
世
界
に
立
ち
入
り
す
ぎ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
、
と
い
う
ど
こ
と
な
い
気
恥
ず
か
し
さ
も
あ
っ
て
、
そ

れ
以
上
踏
み
越
せ
な
か
っ
た
。

愛
し
い
ひ
と
か
ら
の
文
柄
を
全
部
水
に
溶
か
し
、
漉
き
直

す
。
紅
梅
、
薄
紅
、
う
す
桃
色
、
桜
色
、
萌
葱
色
、
梔
色
、
薄

も

え
ぎ
い
ろ

青
、
朽
ち
葉
色
。
相
手
へ
の
心
の
深
さ
に
合
わ
せ
て
、
紙
の
質

と
色
を
選
び
、
季
節
に
合
わ
せ
て
梅
や
撫
子
、
萩
や
紅
葉
の
一

枝
を
添
え
て
、
届
け
ら
れ
た
も
の
が
、
そ
の
人
の
手
（
筆
）
の

跡
も
す
べ
て
、
彼
女
の
涙
と
と
も
に
薄
墨
色
に
漉
き
あ
げ
ら
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
嘆
美
な
世
界
を
教
え
て
く
れ
た
彼
女
に
は
、
も
う
何
十

年
と
会
っ
て
い
な
い
し
、
何
処
に
い
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
。

あ
の
「
語
り
」
は
教
え
で
も
導
き
で
も
、
ま
し
て
押
し
つ
け
で

は
な
か
っ
た
。
素
直
な
彼
女
の
情
熱
の
発
露
で
あ
っ
た
。
だ
か

ら
こ
そ
今
わ
た
し
は
、
日
本
の
古
典
の
世
界
に
魅
せ
ら
れ
て
い

る
の
だ
と
思
う
。
本
の
中
で
し
か
味
わ
え
な
い
こ
の
世
界
を
さ

ま
よ
い
歩
き
な
が
ら
、
楽
し
ん
だ
り
、
嘆
い
た
り
、
人
と
人
と

の
複
雑
さ
に
驚
か
さ
れ
な
が
ら
、
彼
女
の
痕
跡
の
大
き
さ
と
、

不
可
思
議
さ
を
思
い
、
何
よ
り
彼
女
に
逢
っ
て
感
謝
の
思
い
を

伝
え
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
多
分
、
わ
た
し
が
あ
の
数
時
間
を

心
の
種
に
育
て
て
い
る
と
は
気
づ
い
て
い
な
い
と
思
う
。
そ
れ

だ
け
に
、
何
と
か
訪
ね
当
て
て
、
彼
女
の
情
熱
に
は
及
ば
な
い

け
れ
ど
語
り
合
い
た
い
、
い
い
え
、
も
っ
と
深
め
て
い
る
彼
女

の
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。２

０
０
７
年
６
月
３
日

－ ２２ －



 

漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

項
羽
と
劉
邦
は
、
い
ず
れ
も
無
名
の
頃
、
秦
の
始

皇
帝
の
行
列
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の

両
者
の
言
葉
が
『
史
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

彼
取
り
て
代
は
る
可
き
な
り巻

七
・
項
羽
本
紀

ノ

ビ

ニ

秦

始

皇

帝

游
二

會

稽
一

、

ル

ヲ

ニ

ル

渡
二

浙

江
一

。
梁

與
レ

籍

倶

觀
。

ハ
ク

キ

リ
テ

ハ
ル

ト

籍

曰
、｢

彼

可
二

取

而

代
一

也
。｣

ヒ
テ

ノ

ヲ

ハ
ク

カ
レ

ス
ル

,

梁

掩
二

其

口
一

曰
、｢

毋
二

妄

言
一

、

セ
ラ
レ
ン
ト

ツ
テ

レ
ヲ

ト
ス

ヲ

族

矣
。
」
梁

以
レ

此

奇
レ

籍
。

大
丈
夫
當
に
此
く
の
如
く
な
る
べ
き
な
り

ま
さ

巻
八
・
漢
高
祖
本
紀

テ

シ

ニ

ニ
シ
テ

ヲ

高

祖

常

繇
二

咸

陽
一

、
縱
レ

觀
、

ル

ノ

ヲ

ト
シ
テ

シ
テ

觀
二

秦

皇

帝
一

。
喟

然

太

息

ハ
ク

ニ

ク
ナ
ル

曰
、｢

嗟

乎
、
大

丈

夫

當
レ

如
レ

ク
ノ

ト

キ

此

也
。
」

秦
の
始
皇
帝
会
稽
に
游
び
、
浙
江
を
渡
る
。

梁

籍
と
倶
に

し
ん

し

こ
う
て
い

か
い
け
い

あ
そ

せ
っ
こ
う

わ
た

り
ょ
う
せ
き

と
も

観
る
。
籍
曰
わ
く
、
「
彼
取
り
て
代
わ
る
可
き
な
り
」
と
。

み

せ
き

い

か
れ

と

か

べ

梁

其
の
口
を
掩
い
て
曰
わ
く
、
「
妄
言
す
る
毋
か
れ
、
族
せ

り
ょ
う

そ

く
ち

お
お

い

も
う
げ
ん

な

ぞ
く

ら
れ
ん
」
と
。

梁

此
れ
を
以
っ
て
籍
を
奇
と
す
。

り
ょ
う

こ

も

せ
き

き

游
會
稽
＝
前
二
一
〇
年
、
始
皇
帝
は
会
稽
山
に
登
り
、

か
い
け
い

禹(

伝
説
上
の
夏
の
聖
王)

を
祭
り
、
碑
を
建
て
た
。

う

か

梁
＝
項
籍(

項
羽)

の
お
じ
。

毋
＝｢

(

な)

カ
レ｣

と
読

ん
で
禁
止
の
語
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

族
＝
一
族
皆
殺
し
に
な
る
。
矣
＝
文
末
に
付
け
て
断
定

や
推
定
の
語
気
を
あ
ら
わ
す
。
訓
読
し
な
い
場
合
が
多

い
が
、
文
脈
に
よ
り
「
…
せ
ん
」
「
…
な
ら
ん
」
な
ど

と
読
む
。
奇
＝
た
だ
も
の
で
な
い
。

高
祖
常
て
咸
陽
に
繇
し
、
観
を

縦

に
し
て
、
秦
の
皇
帝

こ

う

そ

か
つ

か
ん
よ
う

よ
う

か
ん

ほ
し
い
ま
ま

し
ん

こ
う
て
い

を
観
る
。
喟
然
と
し
て
太
息
し
て
曰
わ
く
、
「
嗟
乎
、

み

き

ぜ

ん

た
い
そ
く

い

あ

あ

大
丈
夫
当
に
此
く
の
如
く
な
る
べ
き
な
り
」
と
。

だ
い
じ
ょ
う
ふ
ま
さ

か

ご
と

繇(

よ
う)

＝
夫
役
。
土
木
事
業
な
ど
に
徴
用
さ
れ
て
働

く
こ
と
。
縱
觀
＝
縦
は
、
ほ
し
い
ま
ま
。
自
由
勝
手
に

見
て
ま
わ
る
。
喟
然(

き
ぜ
ん)

＝
た
め
息
を
つ
く
さ

ま
。
大
丈
夫(

だ
い
じ
ょ
う
ふ)

＝
立
派
な
男
子
。

當
＝
再
読
文
字
で
、｢

(

ま
さ)

ニ
…(

べ)

シ｣

と
読
む
。

【
参
照
図
書
】
新
開
高
明
『
語
法
詳
解

史
記
』(

旺
文
社)

－ ２３ －



－ ２４ －

秦 ノ 始 皇 帝 游 ビ 會 稽

ニ 、 渡 ル 浙 江 ヲ 。 梁 與

籍 倶 ニ 觀 ル 。 籍 曰 ハク 、 「 彼

可 キ 取 リテ 而 @1代 ハル 也 」 ト 。

梁 掩 ヒテ 其 ノ 口 ヲ 曰 ハク 、

「 毋 カレ 妄 言 スル 、 族 セラレン

矣 」 ト 。 梁 以 ツテ 此 レヲ 奇 トス

籍 ヲ 。

高 祖 常 テ 繇 シ 咸 陽 ニ 、

縱 ニシテ 觀 ヲ 、 觀 ル 秦 ノ

皇 帝 ヲ 。 喟 然 トシテ 太 息 シテ 曰

ハク 、 「 嗟 乎 、 大 丈 夫 キ 當 ニ

如 クナル 此 クノ 也 」 ト 。

～ 肉月／ 缶 ＋系 よう

※ (繇 よう）は、JIS第１・第２水準に

ない漢字です。段落の後にその点字符号と、
墨字の形の説明（字式）、よみを入れます。 秦の始皇帝



（横－１） －２５－

漢点字講習用テキスト

初級編 第三回（全十回）

２ 基本文字 （２）

２． 第一基本文字 （２）

〈第一基本文字（一マス漢点字）〉の続きを勉強しましょう。

（１３） 金 キン コン かね

黄金の意、まばゆく光っている形です。カネと訓読する場合は、おか

ねを意味します。また、最も大切なものの意にも用いられます。部首と

しては、金属の名前や、金属に関係する文字を表します。

「 色」「黄 」「 星」「 科玉条」「 は天下の回りもの」

（１４） 木 モク ボク き こ

植物の木を象った文字です。部首として、木の名前、木を素材とした

ものを表します。

「樹 」「 材」「 星」「肋 」「並 道」「 場」「添え 」「 挽き」

（１５） 草 ソウ くさ

草の根と茎と葉を表した文字です。墨字では草冠の下に早の形ですが、

漢点字では「 」の形で〈草冠〉に用いられます。意味は、草、花、

草を素材とした作物などを表します。

「 原」「 根 皮」「 書体」「民 」

（１６） 犬 ケン いぬ

犬の姿を象った文字です。部首では、〈獣偏〉として、主に肉食動物を

表します。漢点字でも同様に、〈獣偏〉に用います。

「忠 」「盲導 」「 も歩けば棒に当たる」

（１７） 子 シ ス こ ね

身体の割に頭の大きな赤ちゃんを象った字です。音はシとともにスと

本稿は点字符号の引用が多いため、見やすさを考慮して横書きで表

示しています。



－２６－ （横－２）

読むことも多くあります。十二支のネズミの意味もあります。部首とし

て沢山の文字に含まれます。

「 孫」「利 」「椅 」「扇 」「 供」「親 」「 」

（１８） 都 ト ツ みやこ

国の中心の都市です。この文字に含まれる部首は〈おおざと〉ですが、

漢点字では、「 」（こざと）、「 」（おおざと）と、二つの働きをし

ます。

「京 」「東京 」「 合」「 の西北」

（１９） 市 シ いち

ものを売り買いするために人の寄り集まる所です。各地にあるバザー

ルや金融商品を取引するマーケットも含まれます。現在では行政区画の

〈市〉の意味が強くなっています。

「 場」「 」「横浜 」「 場」「蚤の 」

（２０） 発 ハツ はな‐つ た‐つ

ものごとを始めるという意味です。漢点字では「 」、〈はつがしら〉

に用います。

「出 」「 」「 送」「 育」「 車」

（２１） 食 ショク た‐べる く‐う

食物を口に入れてたべることです。部首では、〈食偏〉として用いられ

ます。

「 事」「外 」「 動物」「 べ物」「 い」

（２２） 馬 バ メ マ うま

動物のウマです。たてがみを靡かせて走る姿を象った文字です。部首

では、〈馬偏〉として、交通や騎馬・軍事に関わる文字を作ります。

「荷 車」「競 」「駿 」「絵 」「 」「 方」「縞 」

（２３） 田 デン た

綺麗に区画されたたんぼです。古く中国では、はたけの意味にも使わ

れました。部首として多くの文字に含まれます。〈田づくり〉では、農業

に関わる意味を表しますが、必ずしも〈田〉の意味を表すとは限りませ

ん。

「水 」「 地」「 畑」「稲 」



（横－３） －２７－

（２４） 竹 チク たけ

植物のタケです。タケの枝が茂っている形を表しています。部首では、

〈竹冠〉として、タケの名前や、とりわけタケを素材とした作物、多く

は農具の名前に含まれます。

「 の友」「 林」「 の 」「 」

（２５） 土 ド ト つち

土を盛った形を象った文字です。もとは神を祀ったヤシロの意でした

が、後に、生産の大本であるツチ、土地の意味になりました。それから、

領土、国土の意味にも使われます。部首としても多くの文字に含まれま

す。

「 地」「国 」「 星」「 器」「焦 」「 塊」「 工事」「 いじり」

（２６） 手 シュ て た

人の手を象った文字です。手で何かをするという意味で、「…をする人」

という意味にも使われます。部首では主に〈手偏〉として、動作をした

り、働きかけたりの意味を表します。

「選 」「運転 」「 断」「 術」「 紙」「相 」「 向ける」「 折る」

（２７） 戸 コ と へ

家の戸口を象った文字です。家、戸口、扉、家の数の単位を表します。

部首では、〈戸冠〉あるいは〈戸垂〉となります。

「 籍」「 別訪問」「 建て」「 口」「井 」「 惑い」

「 」

（２８） 人 ジン ニン ひと

ヒトの姿を象った文字です。部首では、多く〈人偏〉として、ヒトに

関わること全般の意味を表します。

「 類」「 間」「日 」「 気」「 」「 出」

（２９） 仁 ジン ニ ひと

墨字では人偏に漢数字の二の形で、人が互いに認め合い、助け合って

いることを表した文字です。漢点字では、二つ目の〈人偏〉として用い

られます。

「 王」「 徳」「 術」「 義礼智信」「巧 令色鮮矣 」

（３０） 水 スイ みず

ミズの流れる形を象った文字です。部首では〈さんずい〉として、ミ



－２８－ （横－４）

ズに関わる意味を表します。

「 流」「 泳」「 星」「 道」「 」「 」「 鉢」

（３１） 氷 ヒョウ ヒ こおり こお‐る

水が冷えて固まったもの、「こおり」を象った文字です。墨字の部首

では〈にすい〉として用いられますが、漢点字では、二つ目の〈さん

ずい〉として、また〈にすい〉として用いられます。

「 結」「 点」「 河」「 山」「 柱」「 」

（３２） 力 リキ リョク ちから

腕にチカラを入れた形を象った文字です。一所懸命やる、力を込め

て努力するという意味があります。

「入 」「動 」「 電」「 点」「 」

（３３） 示 ジ シ しめ‐す

神様へ捧げ物をする祭壇を象った文字です。部首では〈示偏〉とし

て、神事や祭祀に関わる意味を表します。

「指 」「提 」「教 」「掲 板」

（３４） 私 シ わたくし

ワタクシ一人の、個人の、身勝手な、という意味を含んだ文字です。

「公」の対語の意味合いを強く含んでいます。漢点字では「 」の

形で、〈ノ木偏〉として用いられます。

「 事」「 」「 」「 案」「公 の別」「 事」

（３５） 走 ソウ はし‐る

足を早く運んで走る姿を象った文字です。部首では〈そうにょう〉

として用いられます。

「奔 」「逃 」「競 」「滑 」「小 り」

（３６） 進 シン すす‐む

墨字では、「しんにょう」に「隹（ふるとり）」の形で、先へすすむ

という意味を表しています。部首の〈しんにょう〉は、「すすむ」とい

う動きを表しています。漢点字でも、「 」の形で、〈しんにょう〉

として用いられます。

「 歩」「 化論」「出 行」「行 」「前へ め」



（横－５） －２９－

（３７） 火 カ ひ

火がめらめらと燃えている様子を象った文字です。部首では〈火偏〉

として、火や熱や煮炊きに関わる意味を表します。また、文字の下のと

ころに四つの点を配置した〈烈火〉として、火であぶる形、火を点ける

形を表します。漢点字でも「 」で〈火偏〉を、「 」で〈烈火〉を

表します。

「 星」「 災」「消 」「点 」「着 」「 電」「 の 」

「 の用心」

（３８） 女 ジョ ニョウ おんな め

女性の柔らかな姿を象った文字です。部首では、多く〈女偏〉として

女性、やさしさ、柔らかさなどの意味を表します。

「 性」「 大 」「男 」「 」「 房」「 の 」

（３９） 玉 ギョク たま

きれいに磨いた堅い大理石を象った文字と言われています。また、価

値の高いもの、「ギョク」と読んで接頭語として、相手への尊敬語とした

りします。「タマ」と読んで、「まるいもの」「まるく光る宝物」の意味に

も用いられます。

「 座」「宝 」「珠 」「 」「 に瑕」

（４０） 方 ホウ かた

左右に真っ直ぐ伸びる形を象った文字です。「ホウ」と読んで、方向、

方法、四角い形の意味を表し、「カタ」と読んで、相手や第三者を婉曲に

呼ぶなどの意味に用いられます。

「 法」「 向」「 角」「 」「 」「 位」「漢 」「処 箋」

「…様 」

（４１） 石 セキ シャク コク いし

大きな石を象った文字です。部首としては、硬いもの、壊れないもの、

不毛なものの意味を表します。「コク」と読んだ場合は、重さや容積の単

位に用いられます。

「 材」「岩 」「 仏」「 流」「磁 」「禄高 」「 蹴り」

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥



－３０－ （横－６）

近似文字

（１） 未 ミ いま‐だ ひつじ

「木 」の〈近似文字〉です。漢文訓読で、「いまだ…ず」と読まれる

文字です。また、十二支のヒツジの意味もあります。墨字では「木」の

横棒の上に、短い横棒を加えた形です。

「 熟」「 成年」「 完成」

（２） 末 マツ すえ

「木 」の〈近似文字〉です。ものの終わりの方の意味があります。

墨字では「木」の横棒の下に短い横棒を加えた形です。

「月 」「 期 」「 摘花」

（３） 本 ホン もと

「木 」の〈近似文字〉です。「木」の根本に小さな横棒を交差させた

形です。木の根の意味で、ものごとの根本、本質を表しています。また、

書物の意味でも用いられます。

「 質」「根 」「日 」「日の 」「 屋」

（４） 由 ユ ユウ ユイ よし

「田 」の〈近似文字〉です。くびの細いツボの形を表しています。

「自 」「理 」「 縁」「 緒」「…との 」

（５） 曲 キョク ま‐がる ま‐げる

「田 」の〈近似文字〉です。「由」の縦棒が二本になった形です。ま

がる・まげるの意味から、音楽の曲想の意味になります。

「湾 」「 線」「楽 」「 阿世」「 げ物」

「へそ がり」

（６） 永 エイ ヨウ なが‐い

「氷」の近似文字です。水が曲がりくねって細く長々と流れる様子を

象った文字です。時間的にながいことを表します。

「 久」「 続」「 遠」

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥



Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： eib_okada@ybb.ne.jp

横浜漢点字羽化の会 ＵＲＬ：http://ukanokai.web.infoseek.co.jp

《表紙絵 岡 稲子》 次回の発行は8月15日です。
※本誌(活字版･テープ版･ディスク版)の無断転載は固くお断りします。

編
集
後
記

▼
東
京
で
も
「
視
覚
障
害
者

の
た
め
の
〈
漢
点
字
〉
学
習
会
」
が
始
ま
り
ま
し

た
。
視
覚
障
害
者
の
方
に
漢
点
字
を
習
っ
て
い
た

だ
く
に
は
、
墨
字
の
漢
字
そ
の
も
の
の
形
を
理
解

し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
必
要
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
お
手
伝
い
の
方
に
レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
で
大
き

な
漢
字
を
書
い
て
も
ら
っ
て
指
で
た
ど
り
、
漢
字

の
形
を
理
解
し
て
も
ら
い
ま
す
。
▼
し
か
し
、
こ

れ
は
実
際
の
漢
字
の
形
を
知
っ
て
、
漢
点
字
の
構

造
を
理
解
し
、
覚
え
る
た
め
の
補
助
手
段
と
な
る

も
の
で
、
視
覚
障
害
者
が
直
接
、
漢
字
を
書
い
た

り
読
ん
だ
り
す
る
の
は
漢
点
字
に
よ
る
し
か
方
法

が
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
も
っ
と
多
く
の
方
に
認

め
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

(

木

下)

ご
報
告
と
ご
案
内

一

賛
助
会
費
ご
納
入
へ
の
御
礼

以
下
は
、
昨
年
度
に
賛
助
会
費
を
ご
納
入
い
た
だ
き
ま
し
た

皆
様
の
ご
芳
名
で
す
。
本
会
の
活
動
へ
の
ご
支
援
と
、
深
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
順
不
同
）

村
田
忠
禧
様(

横
浜
国
大
教
授)

大
滝
正
雄
様(

横
浜
市
議

会
議
員)

関
口
常
正
様

田
崎
吾
郎
様

梶
浦
千
郁
様

佐
川
隆
正
様

松
村
敏
弘
様

飯
田
み
さ
様

二

横
浜
市
中
央
図
書
館
へ
の
納
入
書

今
年
度
の
横
浜
市
中
央
図
書
館
へ
の
納
入
書
と
し
て
、
『
論

語
』(

岩
波
文
庫)

を
完
成
し
、
既
に
五
月
末
に
納
め
ま
し
た
。

体
裁
は
、
本
文
に
ご
紹
介
し
た
も
の
に
、
「
白
文
」
と
「
注

記
」
が
加
わ
り
ま
す
。
漢
点
字
書
は
、
六
分
冊
で
す
。

漢
点
字
使
用
者
の
皆
様
に
は
、
是
非
ご
精
読
い
た
だ
き
た
い

と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

三

『
神
さ
ま
が
く
れ
た
漢
字
た
ち
』

東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
で
は
、
漢
点
字
を
学
ん
で
い
る
方
々

向
け
に
、
一
冊
の
本
の
漢
点
字
訳
に
着
手
し
ま
し
た
。
中
高
生

向
け
、
総
ル
ビ
で
す
の
で
、
大
人
に
も
読
み
易
く
、
分
か
り
易

い
本
で
す
。

書

名
：
神
さ
ま
が
く
れ
た
漢
字
た
ち

著

者
：
山
本
史
也

監
修
者
：
白
川
静

編

者
：
特
定
非
営
利
活
動
法
人
・
文
字
文
化

研
究
所

発
行
所
：
株
式
会
社
・
理
論
社
、
二
〇
〇
四
年

十
一
月
一
九
日
・
初
版
第
一
刷
発
行
、
二
〇

〇
五
年
四
月
二
十
日
・
初
版
第
四
刷
発
行

白
川
静
先
生
の
漢
字
理
解
が
、
易
し
く
説
か
れ

て
い
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。

－ ３１ －


