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漢
点
字
の
散
歩

（
三
）

岡
田

健
嗣

三

ど
う
し
て
？

な
で
思
い
つ
く
限
り
の
季
語
を
書
き
出
す
こ
と
か
ら
俳
句
作

り
は
始
ま
っ
た
。
花
火
、
浴
衣
、
か
き
氷
、
夏
祭
り
…
。

「
昔
は
古
い
浴
衣
の
生
地
を
お
し
め
に
し
て
い
た
ね
え
」
。

思
い
出
話
に
花
を
咲
か
せ
つ
つ
、
鉛
筆
を
手
に
頭
を
ひ
ね

る
。浴

衣
着
て
よ
そ
よ
そ
し
き
は
若
い
腰

か
き
氷
昔
を
思
う
星
の
下

「
み
な
さ
ん
快
調
で
す
よ
」
と
岡
田
さ
ん
の
声
が
教
室
に

響
く
。
「
次
々
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
お
も
し
ろ
い
」

と
女
性
た
ち
は
語
っ
た
。

長
じ
て
学
び
取
っ
た
言
葉
だ
し
、
な
に
よ
り
俳
句
を
始
め

て
日
は
浅
い
。
で
も
、
句
を
詠
む
こ
と
そ
れ
自
体
が
楽
し
く

て
し
ょ
う
が
な
い
。
そ
ん
な
表
情
に
見
え
た
。

２
０
０
３
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
国
連
識
字
の

年
」
の
、

10

今
年
は
中
間
年
で
あ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
の
推
計
（

年
）
で

07

は
、
読
み
書
き
で
き
な
い
大
人
が
世
界
に
７
億
８
１
０
０
万

人
、
学
校
に
通
え
な
い
児
童
は
約
７
７
０
０
万
人
い
る
と
い

う
。せ

め
て
日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
、
こ
う
し
た
現
実
と
学
ぶ

こ
と
の
喜
び
を
知
っ
て
ほ
し
い
。
識
字
教
室
の
活
気
に
触
れ

て
、
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
。

（
読
売
新
聞

２
０
０
７
年
８
月

日
付
夕
刊
「
夕
景
時

27

評
」
よ
り
）

－ １ －

識
字
教
室
の
俳
句
作
り

読
売
新
聞
大
阪
本
社
編
集
委
員

橋
本
誠
司

俳
句
作
り
を
し
て
い
る
識
字
教
室
が
あ
る
。
そ
の
響
き
に

引
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
大
阪
府
南
端
の
岬
町
を
訪
ね

た
。識

字
教
室
は
毎
週
木
曜
日
の
夕
方
に
開
か
れ
る
。
そ
の
う

ち
第
３
木
曜
が
俳
句
の
日
だ
。

文
字
を
書
き
写
す
だ
け
で
な
く
、
月
に
１
回
は
俳
句
で
自

己
表
現
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
そ
う
呼
び
か
け
て
、
町
教
委
の

岡
田
耕
治
教
育
部
長
（

）
が
昨
年
６
月
に
始
め
た
。

52

生
徒
は

歳
代
、

歳
代
の
女
性
が
多
い
。
学
校
に
行
く

60

70

よ
り
家
の
用
事
が
先
。
幼
い
弟
や
妹
の
面
倒
を
見
る
の
が
大

事
。
そ
ん
な
理
由
か
ら
、
鉛
筆
を
持
っ
た
だ
け
で
し
か
ら
れ

る
よ
う
な
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
た
人
た
ち
で
あ
る
。

そ
の
日
、
教
室
に
や
っ
て
き
た
の
は
５
人
だ
っ
た
。
み
ん



こ
の
記
事
は
、
本
会
会
員
の
木
下
さ
ん
が
入
力
し
て
下
さ
っ

た
も
の
で
あ
る
。
あ
え
て
全
文
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

木
下
さ
ん
は
、
「
漢
点
字
の
普
及
活
動
も
識
字
運
動
と
考
え

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
活
動
と
も
共
通
項
が
見
出
だ
せ
る
の
で

は
」
と
い
う
お
考
え
で
、
フ
ァ
イ
ル
を
送
っ
て
下
さ
っ
た
。

一
般
の
健
常
者
に
も
、
文
字
を
習
得
で
き
な
い
ま
ま
大
人
に

な
っ
た
人
が
大
勢
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
よ
く
耳
に
す
る
。
つ
い

最
近
、
夫
を
送
っ
た
老
婦
人
が
、
夜
間
中
学
へ
通
い
始
め
て
、

二
度
目
の
人
生
を
生
き
生
き
満
喫
し
て
お
ら
れ
る
姿
が
、
テ
レ

ビ
で
放
映
さ
れ
た
。
若
い
人
（
多
く
は
学
齢
に
十
分
勉
強
で
き

な
か
っ
た
大
人
）
に
交
じ
っ
て
、
ま
た
昼
間
の
中
学
生
に
交
じ

っ
て
、
体
育
祭
に
参
加
な
さ
っ
て
、
ご
自
身
の
で
き
る
限
り
を

発
散
さ
れ
て
お
ら
れ
た
。
将
に
童
心
に
還
る
こ
と
の
許
さ
れ
た

幸
福
を
、
テ
レ
ビ
の
視
聴
者
に
ま
で
分
け
て
下
さ
っ
た
の
で
あ

る
。授

業
の
風
景
も
、
英
語
や
数
学
と
い
う
、
実
際
は
必
ず
し
も

容
易
で
な
い
教
科
に
挑
戦
す
る
楽
し
さ
を
、
感
じ
さ
せ
て
下
さ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
報
道
は
、
私
の
幼
少
時
か
ら
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

を
通
し
て
、
よ
く
見
聞
き
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
「
文
字
を

知
る
」
と
い
う
こ
と
が
如
何
に
そ
の
人
の
一
生
に
関
わ
る
こ
と

か
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
人
生
を
豊
か
に
過
ご
す
の
に
大
き
な
力

を
及
ぼ
す
か
を
、
そ
の
よ
う
な
報
道
で
は
繰
り
返
し
訴
え
て
い

た
。我

が
国
の
識
字
率
は
九
九
・
八
％
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
岬
町
で
俳
句
の
会
に
集
う
て
お
ら
れ
る
方
々
は
、
「
非

識
字
者
」
に
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
だ
。
と
い
う
の
も
、

識
字
率
は
決
し
て
「
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る
人
」
の
数
か

ら
割
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
初
等
教
育

修
了
者
」
の
数
か
ら
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
家
庭
の
事
情

そ
の
他
で
小
学
校
に
在
学
し
て
い
て
も
ま
と
も
に
通
っ
て
い
な

か
っ
た
人
も
、
卒
業
す
れ
ば
「
初
等
教
育
終
了
」
と
見
な
さ
れ

る
、
そ
し
て
「
識
字
者
」
の
内
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
本
来
六
年
か
け
て
養
わ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
読

み
書
き
や
計
算
の
力
を
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
社
会
の
浪
に
も
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。

私
が
盲
学
校
の
初
等
科
に
在
学
し
た
の
は
、
昭
和
三
〇
年
代

で
あ
る
。
私
は
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
で
あ
る
が
、
戦
後
の
混

乱
期
の
一
端
は
知
っ
て
い
る
。
横
浜
の
野
毛
に
は
闇
市
の
名
残

が
あ
っ
た
し
、
横
浜
の
広
い
地
域
が
、
米
軍
に
接
収
さ
れ
て
い

た
。
現
在
根
岸
の
森
林
公
園
と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い

る
、
元
・
根
岸
競
馬
場
で
も
、
ア
メ
リ
カ
人
が
フ
ェ
ン
ス
の
向

こ
う
で
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
を
振
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
頃
、
現
在
と
異
な
っ
て
学
校
に
通
え
な
い
事
情
を
抱

え
て
い
て
も
珍
し
く
な
い
頃

勿
論
直
後
か
ら
始
ま
る
高
度
経

－ ２ －



済
成
長
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
情
況
は
雲
散
す
る
の
だ
が

、
勉

強
し
た
く
と
も
で
き
な
い
人
た
ち
は
、
小
学
校
の
修
了
証
書
を

も
ら
い
、
中
学
校
へ
入
学
し
、
卒
業
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

私
が
盲
学
校
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
、
視
覚
障
害
者

（
当
時
は
「
盲
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
に
も
義
務
教
育
が
施

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
勿
論
学
齢
に
達
し
た
子
ど
も
に
は
、

盲
学
校
へ
通
う
よ
う
、
役
所
か
ら
指
導
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
学

校
と
縁
の
な
か
っ
た
人
た
ち
に
も
、
適
当
な
学
年
に
編
入
さ
れ

る
よ
う
取
り
計
ら
わ
れ
た
。
そ
う
し
て
盲
学
校
の
小
学
部
の
教

室
に
は
、
ど
の
ク
ラ
ス
に
も
、
学
齢
の
生
徒
に
交
じ
っ
て
、
年

配
の
生
徒
が
沢
山
入
っ
て
来
た
。
か
な
り
の
年
齢
に
達
し
て
い

る
人
た
ち
は
、
五
・
六
年
生
に
編
入
さ
れ
て
、
直
ぐ
に
初
等
教

育
を
終
え
て
い
っ
た
。

･
･
･
･
･
･
･
･

し
か
し
、
な
ん
で
だ
ろ
う
？
？

幼
少
期
、
学
業
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
人
た
ち
、
確
か
に
「
子

ど
も
の
こ
ろ
勉
強
で
き
て
い
れ
ば
…
」
と
い
う
思
い
は
強
い
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
既
に
人
生
の
終
着
点
が
見
え
よ
う
と
し
て
い

て
も
、
何
か
を
や
り
た
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
し

か
も
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
教
育
関
係
者
が
手
を
差
し
伸

べ
て
い
る
。

振
り
返
っ
て
視
覚
障
害
者
は
と
言
え
ば
、
触
読
用
の
文
字
で

あ
る
〈
点
字
〉
に
は
、
〈
漢
字
〉
が
な
か
っ
た
。
日
本
語
を
、

普
通
の
文
字
（
〈
墨
字
〉
と
呼
ぶ
）
と
同
じ
よ
う
に
表
記
で
き

る
文
字
が
な
か
っ
た
。
な
か
っ
た
と
き
は
「
仕
方
が
な
い
」
と

言
っ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
。

だ
が
一
九
六
九
年
に
故
・
川
上
泰
一
先
生
が
〈
漢
点
字
〉
を

発
表
さ
れ
て
、
「
文
字
が
な
い
」
情
況
は
変
化
し
た
。
「
文
字

が
な
い
」
情
況
は
変
化
し
た
が
、
な
ぜ
か
習
得
し
、
学
習
や
研

究
、
職
業
に
生
か
そ
う
と
す
る
人
は
、
極
め
て
少
数
に
留
ま
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
教
育
関
係
者
の
積
極
的
な
関
与
も
極
め
て
少

な
い
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？

本
会
の
活
動
の
始
め
は
、
ま
ず
我
が
国
の
文
化
に
触
れ
る
資

料
を
作
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
。
我
が
国
の
文

化
？
私
は
色
々
考
え
た
。
恐
ら
く
冒
頭
の
記
事
の
よ
う
な
識
字

活
動
を
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
か
ら
聞
き
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
、
視
覚
障
害
者
が
短
歌
や
俳
句
を
嗜
む
姿
を
思
い
出
し
た
。

漢
点
字
に
す
る
な
ら
短
歌
や
俳
句
の
資
料
か
ら
始
め
る
の
が
よ

い
と
思
い
つ
い
て
、
朝
日
新
聞
の
「
朝
日
歌
壇
、
俳
壇
」
の
漢

点
字
訳
に
着
手
し
た
。
私
自
身
は
短
歌
や
俳
句
を
や
っ
て
み
よ

う
と
い
う
勇
気
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
こ
の
活
動
の
中

か
ら
、
漢
点
字
使
用
者
で
、
短
歌
・
俳
句
に
造
詣
の
深
い
人
が

現
れ
て
、
漢
点
字
に
よ
る
短
歌
・
俳
句
の
教
室
の
よ
う
な
も
の

－ ３ －



が
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
と
夢
想
も
し
た
。
漢
点
字
を
よ
く
知

り
、
短
歌
・
俳
句
に
も
通
じ
た
人
が
、
漢
点
字
を
使
っ
て
の

「
座
」
の
よ
う
な
も
の
を
企
画
し
て
は
く
れ
な
い
も
の
か
、
そ

ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
程
な
く
そ
の
夢
想
も
「
夢
だ
っ
た
」
と
気
付
か
さ
れ

た
。
よ
く
考
え
れ
ば
無
理
も
な
い
。
視
覚
障
害
者
誰
し
も
が
、

文
字
を
学
ぶ
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
短
歌
や
俳
句
の
指

導
の
で
き
る
ほ
ど
の
力
を
養
う
機
会
が
な
か
っ
た
。
一
緒
に
漢

点
字
で
短
歌
・
俳
句
運
動
を
起
こ
そ
う
、
と
ま
で
は
行
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
の
識
字
運
動
で
あ
れ
ば
誰
か
が
音
頭
を
取
る
に
し
て

も
、
教
育
関
係
者
が
そ
の
経
験
を
生
か
し
て
指
導
に
当
た
る
の

で
あ
る
。
ま
た
町
に
は
、
一
芸
に
秀
で
た
人
が
溢
れ
て
い
る
。

視
覚
障
害
者
に
も
そ
う
い
う
人
が
い
る
は
ず
だ
、
と
考
え
た
。

そ
れ
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
今
も
思
う
。
し
か
し
そ
れ
ま

で
の
経
験
だ
け
で
は
、
漢
点
字
を
使
用
し
て
の
指
導
は
、
叶
わ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
漢
点
字
の
力
を
付
け
る
、
と
い
う
基
本

的
な
姿
勢
に
つ
ま
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
漢
点
字
を
学
ん
で
い

な
が
ら
、
漢
点
字
を
使
お
う
と
い
う
気
運
が
萎
ん
で
行
く
の

を
、
そ
の
と
き
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
し
て
漢
点
字
使
用
者
の
多
く
、
盲
学
校
の
先
生
か
ら
も
、

漢
点
字
を
使
っ
て
学
習
や
研
究
を
進
め
よ
う
と
い
う
声
を
聞
く

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
歳
代
後
半
ま
で
漢
字
を
知
ら
な
か
っ
た
私
が
、
漢
字
の

知
識
を
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
社
会
生
活
で
は
、

言
葉
の
使
用
が
そ
の
帰
趨
に
関
わ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
社
交
場
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

も
必
要
だ
し
、
そ
う
い
う
も
の
は
習
慣
づ
け
る
こ
と
で
身
に
付

く
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
メ
ッ
キ
は
直
ぐ
に
剥
げ
る
。
テ
ク
ニ

ッ
ク
で
は
な
い
、
何
か
も
っ
と
根
っ
こ
を
持
た
な
け
れ
ば
、
そ

う
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

社
会
生
活
と
は
直
接
繋
が
ら
な
い
が
、
漢
字
の
知
識
へ
の
要

求
の
具
体
的
な
切
っ
掛
け
と
な
れ
ば
、
幾
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
中
で
も
そ
の
ま
ま
で
は
全
く
の
お
手
上
げ
の
こ
と
が

あ
っ
た
。

点
字
使
用
者
な
ら
誰
も
が
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
英

語
の
勉
強
に
、
点
字
の
〈
略
字
〉
の
習
得
が
、
案
外
大
き
な
味

方
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
略
字
〉
は
、
英
語
の
綴
り
の
法
則

を
う
ま
く
利
用
し
た
も
の
で
、
フ
ル
ス
ペ
リ
ン
グ
で
は
リ
ズ
ミ

カ
ル
な
読
み
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
略
字
を
使
用
し
た
文
章

で
は
、
普
通
の
速
度
で
音
読
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
英

語
の
力
も
自
動
的
に
ア
ッ
プ
し
た
よ
う
に
感
じ
た
の
も
、
錯
覚

で
は
な
い
と
思
う
。
英
米
の
点
訳
書
は
、
こ
の
〈
略
字
〉
を
使

用
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
っ
て
、
「
触
読
」
を
配
慮
し
て
の

こ
と
と
謳
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
英
語
学
習
の
経
験
か
ら
、
学
生
時
代
に
勉
強
し
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た
ド
イ
ツ
語
の
点
字
も
同
じ
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
か
、
ド
イ

ツ
語
も
点
字
を
勉
強
す
れ
ば
、
結
構
読
め
る
よ
う
に
な
る
の

か
、
や
っ
て
み
よ
う
と
考
え
た
。

し
か
し
ド
イ
ツ
語
の
点
字
の
解
説
書
は
、
我
が
国
に
は
な

い
。
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
勢
い
自
ら
翻
訳
し
よ
う
な
ど
と
い

う
気
を
起
こ
し
た
。

し
か
し
ま
た
も
や
大
き
な
暗
礁
を
目
の
前
に
し
た
。
他
で
も

な
い
、
国
語
の
力
不
足
で
、
思
う
よ
う
な
訳
語
が
出
て
来
な

い
。
訳
語
ば
か
り
で
な
く
、
ド
イ
ツ
語
の
表
現
を
日
本
語
の
表

現
に
置
き
換
え
る
力
が
な
い
。
さ
ら
に
ド
イ
ツ
語
の
基
本
構
造

の
知
識
が
な
い
。
原
本
を
読
み
と
る
力
が
な
い
。

例
え
ば
音
節
と
い
う
概
念
、
欧
米
の
言
語
で
は
基
本
構
造
と

な
っ
て
い
る
。
が
日
本
語
で
は
、
外
国
語
と
比
較
す
る
時
以
外

に
は
、
あ
ま
り
前
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
に
は
、

二
重
母
音
を
一
音
節
と
見
る
か
、
二
音
節
と
見
る
か
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
常
識
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
は

十
分
つ
ま
ず
き
の
石
に
な
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
テ
キ
ス
ト
の
読
み
込
み
不
足
で
あ
る
。
取
り

も
直
さ
ず
「
国
語
力
」
の
不
足
で
あ
る
。
「
隗
よ
り
始
め

よ
」
、
「
国
語
力
」
を
鍛
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
「
国
語
力
」
と
言
え
ば
〈
漢
字
〉
の
力
だ
。

折
良
く
漢
点
字
の
通
信
教
育
の
募
集
記
事
に
出
会
っ
た
。

（
続
く
）

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離(

六
〇)

山
内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

人

名

と

漢

字

『
あ
け
の
ほ
し
』
と
い
う
点
字
雑
誌
が
あ
る
。
発
行
・
印
刷

は
、
社
会
福
祉
法
人
ぶ
ど
う
の
木
、
ロ
ゴ
ス
点
字
図
書
館
で
、

毎
月
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
八
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
こ
の
雑
誌
は
、

点
字
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、
墨
字
版
・
テ
キ
ス
ト
版
な
ど
は
刊
行

さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
を
読

む
た
め
に
は
点
字
が
読
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
か
目
で
点

字
を
読
む
か
、
点
字
を
読
め
る
人
に
読
ん
で
も
ら
う
し
か
こ
の

雑
誌
を
読
む
方
法
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
昨
年
の
五
月
か
ら
今
年

の
六
月
ま
で
、
こ
の
雑
誌
に
原
稿
を
書
か
せ
て
頂
い
た
。
基
本

的
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
に
お
け
る
漢
字
と
い
う
よ
う
な

内
容
の
エ
ッ
セ
ー
を
二
千
字
程
度
で
一
年
間
と
い
う
依
頼
だ
っ

た
が
、
途
中
全
国
図
書
館
大
会
の
報
告
な
ど
も
含
め
、
結
局
一

四
回
の
連
載
に
な
っ
た
。
内
容
的
に
は
こ
の
連
載
で
書
い
て
き

た
よ
う
な
こ
と
が
中
心
だ
が
、
今
回
か
ら
数
回
に
わ
た
っ
て

『
あ
け
の
ほ
し
』
に
掲
載
し
た
原
稿
を
発
行
者
の
許
可
を
も
ら

っ
て
転
載
し
た
い
。
今
回
は
二
〇
〇
六
年
七
月
号
に
書
い
た

「
人
名
と
漢
字
」
を
掲
載
す
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
功
名
が
辻
」
の
主
人
公
の
名
が
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「
や
ま
の
う
ち

か
ず
と
よ
」
で
は
な
く
「
や
ま
う
ち

か
ず

と
よ
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
あ
れ
っ
と
思
っ
た
方
が
多
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
に
よ
る
と
山
内

家
（
や
ま
う
ち
け
）
で
は
、
本
家
が
「
や
ま
う
ち
」
、
分
家
を

「
や
ま
の
う
ち
」
と
呼
ん
で
い
た
そ
う
で
、
名
前
も
「
か
ず
と

よ
」
で
は
な
く
「
か
つ
と
よ
」
と
読
み
、
正
し
く
は
「
や
ま
う

ち

か
つ
と
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
ら
し
い
。
作
家
の
水
上

勉
（
み
ず
か
み

つ
と
む
）
も
、
か
な
り
の
間
マ
ス
コ
ミ
な
ど

で
「
み
な
か
み

つ
と
む
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
図
書
館
の
目

録
な
ど
で
も
「
み
な
か
み

つ
と
む
」
で
通
っ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
あ
る
新
聞
の
コ
ラ
ム
に
「
最
近
作
家
の
み
な
か
み

つ

と
む
さ
ん
が
、
み
ず
か
み

つ
と
む
と
改
名
し
た
そ
う
で
す
」

と
書
か
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
本
人
は
「
わ
た
し
は
生
ま
れ
て

こ
の
か
た
、
自
分
の
こ
と
を
「
み
な
か
み

つ
と
む
」
と
名
乗

っ
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
抗
議
文
を
送
っ
た

そ
う
だ
。
戸
籍
に
は
読
み
方
ま
で
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ

う
し
た
問
題
が
時
々
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

読
み
は
と
も
か
く
、
現
在
日
本
で
は
子
ど
も
の
名
前
に
付
け

る
こ
と
の
で
き
る
漢
字
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
に
ど
ん

な
名
前
を
付
け
る
か
と
い
う
時
、
姓
名
判
断
の
本
や
漢
和
辞
典

を
何
度
も
ひ
も
と
い
た
人
は
多
い
と
思
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

役
所
の
窓
口
に
出
生
届
を
出
し
に
行
っ
た
ら
、
漢
字
の
問
題
で

受
理
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
意
外
に
多
い
よ
う
だ
。

昭
和
二
二
年
に
公
布
さ
れ
た
戸
籍
法
第
五
〇
条
に
は
「
子
の
名

に
は
、
常
用
平
易
な
文
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と

あ
り
、
第
二
項
に
「
常
用
平
易
な
文
字
の
範
囲
は
、
法
務
省
令

で
こ
れ
を
定
め
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
常
用
平
易
な

文
字
の
範
囲
と
は
、
「
戸
籍
法
施
行
規
則
」
第
六
〇
条
で
、
い

わ
ゆ
る
常
用
漢
字
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
漢
字
（
い
わ
ゆ
る
人

名
用
漢
字
）
、
変
体
仮
名
を
除
く
片
仮
名
又
は
平
仮
名
と
示
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
オ
バ
ケ
の
Ｑ
太
郎
に
あ
や
か
っ
て
「
Ｑ
太

郎
」
、
俳
優
の
名
を
真
似
て
「
Ｂ
作
」
と
い
う
名
前
の
出
生
届

け
を
出
し
て
も
受
理
さ
れ
な
い
。

二
年
前
の
平
成
一
六
年
九
月
二
七
日
に
、
こ
の
「
戸
籍
法
施

行
規
則
」
が
改
正
さ
れ
、
人
名
用
漢
字
が
一
挙
に
四
八
八
字
も

追
加
さ
れ
た
。
こ
の
追
加
に
よ
っ
て
人
名
に
使
え
る
漢
字
の
数

は
合
計
二
九
二
八
字
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
仮
名
だ
け
の
名
前

も
あ
る
わ
け
だ
が
、
明
治
安
田
生
命
が
毎
年
実
施
し
て
い
る
名

前
ラ
ン
キ
ン
グ
二
〇
〇
五
年
を
見
る
と
、
男
子
で
は
百
位
以
内

に
仮
名
だ
け
の
名
前
は
な
く
、
女
子
で
は
二
位
「
さ
く
ら
」
、

十
八
位
「
こ
こ
ろ
」
、
三
二
位
「
ひ
な
た
」
、
四
五
位
「
ひ
か

り
」
、
五
五
位
「
も
も
」
、
七
二
位
「
ほ
の
か
」
の
六
つ
だ
け

で
、
あ
と
は
漢
字
の
名
前
と
な
っ
て
お
り
、
い
ま
だ
に
ほ
と
ん

ど
の
名
前
が
漢
字
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
明
治
安
田
生
命
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

る
名
前
ラ
ン
キ
ン
グ
に
は
、
大
正
元
年
か
ら
昨
年
ま
で
の
実
に

九
〇
年
余
り
の
各
年
の
男
女
別
名
前
の
ベ
ス
ト
テ
ン
が
載
っ
て

い
て
大
変
興
味
深
い
。
例
え
ば
大
正
年
間
の
男
子
の
名
前
ベ
ス

ト
テ
ン
を
見
る
と
、
な
ぜ
か
「
太
郎
」
「
次
郎
」
で
は
な
く
、

常
に
「
三
郎
」
と
い
う
名
前
が
上
位
に
位
置
し
て
い
た
り
、
昭
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和
に
な
っ
た
と
た
ん
に
、
昭
和
の
昭
に
漢
数
字
の
一
、
二
、
三

が
付
く
昭
一
、
昭
二
、
昭
三
が
現
れ
る
。
ま
た
第
二
次
世
界
大

戦
に
突
入
し
て
い
く
昭
和
一
四
年
か
ら
一
六
年
ま
で
は
「
勇
」

（
勇
敢
の
ゆ
う
）
が
一
位
、
一
七
年
か
ら
二
〇
年
ま
で
は
「
勝

（
勝
利
の
シ
ョ
ウ
で
マ
サ
ル
あ
る
い
は
カ
ツ
と
読
ま
せ
た

か
）
」
が
ト
ッ
プ
で
、
戦
後
二
一
年
は
「
稔
（
ミ
ノ
ル
）
」

（
の
ぎ
へ
ん
に
旁
は
念
力
の
念
）
が
一
位
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
二
〇
〇
〇
年
か
ら
は
名
前
の
読
み
方
に
つ
い
て
も
調
査
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
五
年
の
男
子
で
は
「
ユ
ウ
キ
」
、
女

子
で
は
「
ヒ
ナ
」
が
ト
ッ
プ
で
、
「
ユ
ウ
キ
」
に
用
い
ら
れ
る

漢
字
の
組
み
合
わ
せ
は
「
優
輝
（
優
秀
の
ゆ
う
に
輝
く
の

き
）
」
を
筆
頭
に
四
八
種
類
、
「
ヒ
ナ
」
で
は
「
陽
菜
（
太
陽

の
よ
う
に
菜
っ
葉
の
な
）
」
を
筆
頭
に
一
八
種
類
も
様
々
な
漢

字
が
使
わ
れ
て
い
る
。

今
回
、
人
名
用
漢
字
が
一
挙
に
増
え
た
背
景
に
は
、
平
成
一

五
年
一
二
月
の
最
高
裁
判
決
の
影
響
が
あ
る
。
札
幌
市
の
夫
婦

が
生
ま
れ
て
き
た
男
の
子
に
「
曽
良
（
長
野
県
の
木
曽
の
曽
に

良
い
と
い
う
字
で
、
奥
の
細
道
で
芭
蕉
に
同
行
し
た
河
合
（
か

わ
い
）
曽
良
と
同
名
）
」
と
い
う
名
前
で
出
生
届
を
出
し
た

が
、
こ
の
「
曽
」
と
い
う
字
が
常
用
漢
字
に
も
人
名
用
漢
字
に

も
無
か
っ
た
た
め
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
夫
婦
は
こ
れ
を
不
服

と
し
て
訴
え
、
と
う
と
う
最
高
裁
で
「
社
会
通
念
上
明
ら
か
に

常
用
平
易
な
文
字
で
あ
り
、
子
の
名
に
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
勝
訴
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
法
務
省
は
翌
年
の

二
月
に
、
こ
の
字
一
字
だ
け
を
人
名
用
の
漢
字
に
追
加
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
全
国
の
自
治
体
の
窓
口
な
ど
に
名

前
と
し
て
使
い
た
い
と
要
望
の
あ
っ
た
人
名
に
使
え
な
い
漢
字

が
お
よ
そ
千
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
法
務
省
は
「
法
制
審
議

会
人
名
用
漢
字
部
会
」
を
急
遽
開
催
し
て
、
新
た
に
五
百
二
十

一
字
を
候
補
と
し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
た
。
こ

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
名
前
に
使
用
す
る
漢
字
と

し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
批
判
の
多
か
っ
た
、
病
気
の

「
癌
」
や
痔
瘻
の
「
痔
」
、
糞
尿
の
「
糞
」
な
ど
が
削
ら
れ
て

最
終
的
に
四
八
八
字
が
追
加
さ
れ
た
。

し
か
し
現
在
で
も
「
国
が
人
名
に
使
え
る
漢
字
を
制
限
し
て

い
る
の
は
表
現
の
自
由
を
保
障
し
た
憲
法
に
違
反
す
る
」
と
い

う
訴
訟
が
係
争
中
だ
と
い
う
。
一
方
で
、
平
成
一
六
年
現
在
、

戸
籍
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
処
理
し
て
い
る
自
治
体
は
四
割
と
い

う
こ
と
だ
が
、
今
後
戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
は
加
速
度
的
に

進
む
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
時
に
制
限
が
無
く
な
れ
ば
、
住
民
基

本
台
帳
の
処
理
に
支
障
を
来
す
だ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
予
測
さ

れ
る
。

今
回
の
人
名
用
漢
字
追
加
に
つ
い
て
の
審
議
経
過
は
、
法
務

省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
る
審
議
会
情
報
で
読
む
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
こ
の
審
議
会
委
員
を
務
め
た
漢
字
の
研
究
者
で

あ
る
阿
辻
哲
次
（
あ
つ
じ
て
つ
じ
）
著
『
「
名
前
」
の
漢
字
学

－

日
本
人
の
〝
名
付
け
の
由
来
〟
を
ひ
も
解
く
』
（
青
春
出
版

社

二
〇
〇
五
年
）
が
、
こ
の
間
の
経
緯
を
詳
し
く
解
説
し
て

い
る
の
で
興
味
の
あ
る
方
は
是
非
一
読
さ
れ
た
い
。

－ ７ －



酔
夢
亭
読
書
日
記(

第

回)

23

酔
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亭

某
月
某
日
。

カ
ド
を
曲
が
っ
た
途
端
、
が
つ
ん
と
ぶ
つ
か
っ
た
。
や
け
に

固
く
て
油
っ
ぽ
い
奴
だ
。
よ
く
よ
く
み
れ
ば
、
ぶ
つ
か
っ
た
相

手
は
ゴ
キ
ブ
リ
で
は
な
い
か
。

「
痛
い
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
の
ゴ
キ
ブ
リ
野
郎
、
す
み
っ
こ
ば
か

り
歩
き
や
が
っ
て
」

そ
う
罵
声
を
浴
び
て
、
我
が
身
を
振
り
返
れ
ば
、
な
ん
と
わ

た
し
は
ゴ
キ
ブ
リ
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
た
・
・
・
。

暑
い
夏
で
し
た
。
現
役
の
世
界
チ
ャ
ン
プ
に
ゴ
キ
ブ
リ
み
た

い
な
ボ
ク
シ
ン
グ
を
す
る
、
と
嗤
っ
て
い
た
え
え
か
っ
こ
し
ー

の
芸
人
み
た
い
な
ボ
ク
サ
ー
を
わ
た
し
は
嗤
え
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

人
類
発
生
の
は
る
か
以
前
３
億
年
前
か
ら
生
き
続
け
て
い

る
、
色
さ
え
ち
ょ
っ
と
替
え
れ
ば
、
玉
虫
と
大
差
が
な
い
こ
の

昆
虫
を
な
ぜ
、
か
く
も
わ
た
し
た
ち
は
蛇
蝎
の
よ
う
に
嫌
う
の

で
し
ょ
う
か
？

「
ゴ
キ
ブ
リ
取
扱
説
明
書
」
青
木
皐
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

社
）
。

た
く
ま
し
い
ゴ
キ
ブ
リ
も
今
年
の
暑
さ
に
は
参
っ
た
よ
う

で
、
動
き
が
鈍
か
っ
た
よ
う
に
は
思
い
ま
せ
ん
？

某
月
某
日
。

荒
々
し
い
自
然
の
中
に
晒
さ
れ
る
と
、
人
間
だ
っ
て
本
来
の

動
物
性
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
人
類
の
祖
の
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
が
そ

も
そ
も
楽
園
を
追
放
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
後
の
子

孫
、
末
裔
は
苦
労
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
仕
方
の
な
い

こ
と
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
長
男
カ
イ
ン
は
人
類
初
の
殺
人
者
、

弟
殺
し
、
嘘
つ
き
の
始
ま
り
。
「
カ
イ
ン
の
末
裔
」
有
島
武
郎

（
岩
波
文
庫
）
、
「
怒
り
の
葡
萄
」
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
（
新
潮

文
庫
）
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
と
動
物
に
違
い
は
あ
る
か
。
違
い
が
あ
る

と
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
何
か
。

「
人
間
は
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
存
在
で
あ
る
」
産
業
財

産
権
標
準
テ
キ
ス
ト
（
社
団
法
人
発
明
協
会
）
。

で
は
、
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
人

間
で
は
な
い
の
か
。
わ
た
し
が
食
べ
残
し
た
ま
ず
い
弁
当
を
ご

み
箱
か
ら
拾
い
出
し
、
遅
い
午
後
を
摂
っ
て
い
る
年
老
い
た
ホ

ー
ム
レ
ス
は
「
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
存
在
」
で
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
際
、
何
も
ホ
ー
ム
レ
ス
を
引
っ
張
り
出
さ
な
く

て
も
良
い
。
こ
の
わ
た
し
が
「
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
存

在
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

す
べ
て
の
人
間
が
、
ヴ
ィ
ン
チ
村
の
レ
オ
ナ
ル
ド
で
あ
る
な

－ ８ －



ら
ば
、
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
。
す
べ
て
の
人
間
に
は
無
限
の
可

能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
ろ
う
か
？
す
べ
て
、
で
は
な
い
の
で

は
？こ

う
し
た
疑
問
に
具
体
的
に
答
え
て
い
く
だ
け
の
力
量
が
今

の
お
と
な
や
社
会
に
は
あ
ま
り
に
も
無
さ
過
ぎ
る
。
ま
あ
、
こ

れ
は
人
に
求
め
な
い
で
わ
た
し
が
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま

す
が
。

「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
７
つ
の
法
則
」
マ
イ
ケ
ル
・
Ｊ
・
ケ
ル
ブ

（
中
経
の
文
庫
）
。

某
月
某
日
。

「
わ
た
し
に
触
ら
な
い
で
」
。

い
け
好
か
な
い
奴
と
か
、
図
々
し
い
人
が
べ
た
べ
た
く
っ
つ

い
て
き
た
り
、
な
れ
な
れ
し
い
と
つ
い
身
を
固
く
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
人
に
対
し
て
の
拒
絶
で
あ
り
ま
す
。

抱
っ
こ
イ
ヤ
イ
ヤ
赤
ち
ゃ
ん
、
な
る
現
象
が
あ
る
ら
し
い
。

五
感
の
な
か
で
、
触
覚
と
い
う
も
の
が
わ
り
と
注
目
を
浴
び
て

い
な
い
よ
う
に
思
う
。
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
で
人
間
同
士
か
な
り

親
密
に
な
る
わ
け
で
、
「
わ
た
し
に
触
ら
な
い
で
」
と
い
う
意

識
の
あ
り
よ
う
は
あ
る
意
味
心
の
病
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

五
感
を
解
放
し
、
満
足
さ
せ
る
生
活
方
法
に
つ
い
て
意
識
的
に

な
る
べ
き
で
す
ね
。
「
五
感
生
活
術
」
山
下
柚
実
（
文
春
新

書
）
。

以
下
次
号

一

言

岡

田

健

嗣

あ
る
ネ
コ
好
き
の
作
家
が
半
死
半
生
の
ネ
コ
の
赤
子
を
見
つ

け
た
。
生
ま
れ
た
と
た
ん
に
捨
て
ら
れ
た
か
ノ
ラ
ネ
コ
の
子
ど

も
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

早
速
獣
医
の
診
察
を
受
け
て
、
何
と
か
一
命
を
取
り
留
め
る

こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
ど
う
や
ら
目
が
見
え
な
い
よ
う
だ
。
片
方
の
目
は

眼
球
そ
の
も
の
が
な
か
っ
た
。
獣
医
は
、
全
盲
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
と
言
っ
た
。

作
家
は
獣
医
の
も
と
へ
日
参
し
て
、
治
療
に
努
め
た
。

作
家
は
知
人
に
そ
の
話
を
し
た
。
知
人
に
は
全
盲
の
子
ど
も

が
あ
っ
た
の
だ
。

知
人
は
言
っ
た
。
「
そ
ん
な
に
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
、
結

構
生
き
て
い
け
る
も
の
だ
よ
。
う
ち
の
子
な
ん
て
、
部
屋
に
入

っ
て
来
て
、
テ
ー
ブ
ル
の
前
に
ぴ
た
り
と
止
ま
る
よ
。
ど
う
し

て
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
分
か
ら
な
い
け
ど
ね
。
」

ネ
コ
は
治
療
の
甲
斐
あ
っ
て
、
片
目
の
視
力
を
回
復
し
て
、

と
も
か
く
全
盲
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
作
家
は
幸
福
を
感

じ
た
。

こ
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
を
以
前
読
ん
だ
。

－ ９ －



勿
論
こ
れ
で
め
で
た
し
め
で
た
し
と
は
行
か
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
ネ
コ
の
一
生
は
だ
い
た
い
こ
れ
で
決
ま

っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
飼
い
主
に

恵
ま
れ
な
か
っ
た
ら
、
ま
ず
生
き
抜
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
愛
情
豊
か
な
飼
い
主
に
出
会
え
れ

ば
、
た
と
い
片
目
が
見
え
な
く
と
も
、
あ
る
い
は
こ
の
作
家
が

心
配
し
て
い
た
よ
う
に
全
盲
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ゆ
え

に
命
を
落
と
す
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
が
こ
の
話
を
思
い
出
し
た
の
は
、
こ
の
作
家
の
心
配
の
仕

方
と
、
そ
の
知
人
の
反
応
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
－
－
作
家
自
身
も

そ
こ
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
－
－
で
あ
る
。

こ
の
ネ
コ
が
全
盲
に
な
っ
た
と
仮
定
し
て
み
る
。
作
家
は
う

ろ
た
え
る
。
全
盲
の
ネ
コ
の
飼
育
の
仕
方
な
ど
、
誰
も
教
え
て

く
れ
な
い
。
何
時
も
一
緒
に
い
る
こ
と
で
、
段
々
分
か
っ
て
来

る
。
そ
し
て
普
通
の
ネ
コ
と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
落

ち
着
く
、
と
私
は
想
像
す
る
。
知
人
が
全
盲
の
子
ど
も
を
見
る

目
と
変
わ
ら
な
い
目
で
見
る
こ
と
に
な
る
。
（
勿
論
人
の
子
ど

も
と
ネ
コ
の
子
ど
も
は
一
緒
で
は
な
い
。
全
盲
で
あ
る
の
が
共

通
す
る
だ
け
な
の
だ
。
）

こ
の
よ
う
に
全
盲
で
あ
る
か
な
い
か
は
、
個
と
し
て
見
る
限

り
、
本
来
的
問
題
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
一
つ
の
答
え

だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
作
家
は
ま
ず
う
ろ
た
え
る
。
そ
の
知
人

も
恐
ら
く
当
初
は
う
ろ
た
え
た
は
ず
だ
。

私
は
長
い
こ
と
視
覚
障
害
者
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
い
わ

ゆ
る
健
常
者
の
経
験
が
な
い
。
従
っ
て
健
常
者
で
あ
っ
た
者
が

障
害
を
負
う
、
あ
る
い
は
健
常
者
で
あ
っ
た
家
族
が
障
害
者
に

な
る
と
い
う
経
験
が
な
い
。
従
っ
て
「
う
ろ
た
え
る
」
か
ら

「
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
知
ら
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
、
一
般
社
会
の
健
常
者
と
変
わ
ら
な
い
と
も
言
え
る
。

私
の
世
代
は
、
「
障
害
者
は
自
立
す
べ
し
」
と
言
わ
れ
て
育

っ
た
。
私
の
世
代
の
数
年
上
の
世
代
の
視
覚
障
害
者
は
、
そ
の

多
く
が
、
白
杖
を
持
っ
て
独
り
歩
き
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

私
の
世
代
の
前
後
に
な
っ
て
、
一
人
で
外
へ
出
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
勇
気
を
出
し
て
一
人
で

外
へ
出
る
こ
と
が
、
生
活
圏
を
広
く
す
る
こ
と
に
繋
が
る
こ
と

を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
み
る
と
そ
れ
が
面
白
く
て

た
ま
ら
な
い
。
何
処
へ
で
も
一
人
で
行
っ
ち
ゃ
お
う
。
つ
い
先

頃
ま
で
私
も
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
た
。

健
常
者
の
社
会
で
障
害
者
が
生
き
る
。
福
祉
社
会
を
標
榜
す

る
現
代
社
会
で
は
、
よ
く
「
具
体
的
な
ニ
ー
ズ
を
出
し
て
下
さ

い
。
」
と
言
わ
れ
る
。
「
理
念
や
考
え
方
と
い
う
抽
象
論
で
は

な
く
、
個
別
・
具
体
的
な
要
望
の
形
で
表
し
て
下
さ
い
。
」

と
。
そ
し
て
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
か
で
、
色
々
な
設
備
が
整
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

そ
れ
は
確
か
に
よ
い
こ
と
だ
。
私
も
そ
う
思
う
の
だ
が
…
。

－ １０ －



二
つ
の
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
駅
の
ホ
ー
ム
を
全
盲
者
が
独
り
歩
き
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

ホ
ー
ム
に
は
乗
客
が
電
車
を
待
っ
て
い
る
。
電
車
を
待
つ
客

は
、
新
た
に
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
来
る
客
の
じ
ゃ
ま
に
な
ら
な
い

よ
う
に
立
っ
て
い
る
。
新
た
に
ホ
ー
ム
に
や
っ
て
来
る
客
は
、

既
に
立
っ
て
待
っ
て
い
る
客
を
避
け
な
が
ら
自
ら
の
所
定
の
場

所
を
目
指
し
て
歩
く
。

そ
こ
に
一
人
の
視
覚
障
害
者
が
白
杖
を
振
っ
て
登
場
す
る
。

彼
も
歩
行
者
で
あ
る
か
ら
、
立
っ
て
い
る
客
を
避
け
な
が
ら
所

定
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
目
指
し
た
い
。
と
こ
ろ
が
中
々
叶
わ
な

い
、
ど
う
し
て
も
人
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
避
け
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
は
現
在
歩
い
て
い
る
彼
な
の
で
、
立
っ
て
待

っ
て
い
る
客
で
は
な
い
。
だ
が
彼
が
歩
む
方
向
に
、
必
ず
客
が

立
っ
て
い
る
。
ぶ
つ
か
ら
な
い
と
き
は
、
恐
ら
く
先
方
が
先
に

見
つ
け
て
避
け
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
、
立
っ
て
待
っ
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
避
け
て
く
れ
る
の
だ
。
先
に
気
付
い
て
く
れ
な

か
っ
た
り
、
避
け
る
必
要
を
感
じ
て
く
れ
な
か
っ
た
り
す
れ

ば
、
ど
う
し
て
も
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
人
に
ぶ
つ

か
ら
な
い
、
人
に
避
け
て
も
ら
う
歩
き
方
は
許
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
。

も
う
一
つ
、
障
害
者
の
「
自
立
」
に
は
、
職
業
の
自
立
が
言

わ
れ
る
。
経
済
的
自
立
で
あ
る
。
自
ら
稼
い
で
、
生
活
を
「
経

営
」
す
る
。

こ
れ
は
難
題
で
あ
る
。
自
ら
稼
ぐ
、
と
な
れ
ば
、
自
ら
仕
事

を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
「
仕
事
」

と
呼
ば
れ
る
行
為
は
ど
の
よ
う
な
要
素
で
成
り
立
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
？

よ
く
「
貨
幣
は
社
会
の
血
液
」
だ
と
言
わ
れ
る
。
社
会
を
生

体
に
例
え
れ
ば
そ
う
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
言
い
方

を
借
り
て
、
そ
れ
で
は
社
会
の
「
酸
素
」
は
何
だ
ろ
う
？
言
う

ま
で
も
な
く
「
情
報
」
で
あ
る
。
貨
幣
に
情
報
が
乗
っ
て
社
会

を
駆
け
め
ぐ
る
。
そ
ん
な
中
で
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
た
ち
は
仕
事
を

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
に
と
っ
て
「
情
報
」
が
具
体
的
に
現
れ
る
の
は
、
「
言

葉
」
と
し
て
で
あ
る
。
「
言
葉
」
は
「
文
字
」
で
あ
り
、
生
身

の
人
間
で
あ
る
。

障
害
者
が
経
済
的
自
立
を
目
指
す
場
合
、
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
社

会
が
行
っ
て
い
る
情
報
の
交
換
を
、
一
般
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と

同
じ
レ
ベ
ル
で
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

冒
頭
の
、
障
害
と
い
う
現
実
の
「
う
ろ
た
え
」
か
ら
「
受
け

入
れ
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
、
社
会
の
中
で
生
き
る
と
い
う
現

実
に
は
、
ど
う
や
ら
大
き
な
乖
離
が
あ
る
よ
う
だ
。
も
う
一
つ

の
鎖
の
輪
が
、
も
う
一
つ
の
架
け
橋
が
必
要
に
思
わ
れ
て
な
ら

な
い
。
が
、
そ
れ
は
何
だ
ろ
う
？
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見
果
て
ぬ
夢
を
（
七
）

山

本

優

子

八

私
塾
開
始

森
山
の
つ
て
で
借
り
る
こ
と
の
で
き
た
小
さ
な
一
軒
家
は
、

今
の
神
戸
の
湊
町
（
み
な
と
ま
ち
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。
孝
之
進
は
、
そ
こ
で
開
業
す
る
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
。

そ
の
地
域
は
貧
し
く
、
も
の
も
十
分
に
食
べ
ら
れ
な
い
子
供

た
ち
が
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
。
盲
児
も
結
構
い
る
と
い
う
こ
と

を
聞
か
さ
れ
た
。
泥
棒
も
多
い
と
い
う
。
孝
之
進
は
ま
ず
安
い

治
療
費
を
掲
げ
、
地
域
の
人
た
ち
の
必
要
を
知
ろ
う
と
し
た
。

治
療
の
腕
は
す
ぐ
に
ま
ず
ま
ず
の
評
判
を
得
、
口
コ
ミ
で
治
療

を
受
け
に
来
る
人
た
ち
が
増
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
か
ら
そ
の
知

り
あ
い
の
盲
児
が
一
人
、
二
人
、
三
人
…
…
と
、
孝
之
進
の
治

療
院
に
連
れ
ら
れ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
孝
之
進
は
、
そ
の

子
供
た
ち
に
歴
史
や
物
理
な
ど
を
語
っ
て
聴
か
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

盲
児
が
学
べ
る
教
科
書
な
ど
全
く
な
い
、
点
字
も
ま
だ
世
間

に
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
普
及
も
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ

る
。
ち
な
み
に
日
本
式
点
字
が
石
川
倉
次
（
い
し
か
わ

く
ら

じ
）
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
の
は
、
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
十

三
年
）
だ
っ
た
が
、
そ
の
時
か
ら
約
十
年
た
っ
て
い
て
も
、
適

切
な
盲
人
教
育
の
場
が
な
か
っ
た
た
め
に
点
字
を
使
え
る
者
は

ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。

当
時
の
日
本
の
盲
教
育
事
情
は
た
い
へ
ん
劣
悪
な
も
の
だ
っ

た
。
盲
人
の
社
会
的
地
位
は
、
明
治
維
新
ま
で
は
皇
室
や
徳
川

幕
府
の
庇
護
の
も
と
、
そ
れ
ほ
ど
低
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

が
、
維
新
の
際
に
保
護
や
庇
護
は
撤
廃
さ
れ
て
盲
人
の
多
く
は

職
を
失
い
生
活
に
困
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
欧
文
化
の
流
入
と

と
も
に
盲
聾
教
育
の
事
情
も
紹
介
さ
れ
、
よ
う
や
く
日
本
で
初

め
て
盲
人
、
聾
者
の
た
め
に
京
都
盲
唖
院
が
設
立
さ
れ
た
の
が

一
八
七
八
年
（
明
治
十
一
年
）
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
同
十
三
年

東
京
に
楽
善
会
訓
盲
院
が
開
設
さ
れ
、
篤
志
家
や
宗
教
家
に
よ

っ
て
各
地
に
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
が
、
後
の

明
治
三
十
七
、
八
年
ご
ろ
に
な
っ
て
も
全
国
に
二
十
数
校
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
慈
善
主
義
的
性
格
が
強

く
、
富
国
強
兵
の
世
相
の
中
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
ず
、
経
営

も
極
め
て
不
安
定
だ
っ
た
。

そ
ん
な
時
代
だ
っ
た
だ
け
に
、
学
校
に
も
行
け
ず
、
足
手
ま

と
い
に
さ
れ
て
家
業
も
手
伝
え
ず
、
見
え
な
い
悔
し
さ
や
あ
き

ら
め
、
絶
望
の
中
に
い
た
貧
し
い
盲
児
た
ち
は
、
孝
之
進
の
も

と
で
学
ぶ
の
を
何
よ
り
の
楽
し
み
に
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ

る
の
が
孝
之
進
に
は
伝
わ
っ
て
き
た
。

荒
井
助
二
（
あ
ら
い

す
け
じ
）
、
井
上
松
二
（
い
の
う
え

ま
つ
じ
）
、
山
本
亀
蔵
（
や
ま
も
と

か
め
ぞ
う
）
、
前
川

守
（
ま
え
か
わ

ま
も
る
）
ら
だ
っ
た
。
語
ら
れ
る
こ
と
を
む
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さ
ぼ
る
よ
う
に
聴
き
、
歴
史
上
の
あ
れ
こ
れ
な
ど
を
そ
ら
ん
じ

て
い
く
盲
児
た
ち
を
前
に
、
孝
之
進
の
闘
志
は
わ
き
あ
が
っ
て

き
た
。
こ
の
子
供
た
ち
が
教
養
を
身
に
つ
け
、
自
立
し
、
お
国

に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
働
く
、
そ
れ
こ
そ
自
分
の

使
命
、
生
き
る
目
的
で
あ
る
と
、
改
め
て
考
え
る
の
だ
っ
た
。

孝
之
進
は
鍼
按
業
で
得
ら
れ
る
収
入
か
ら
、
子
供
た
ち
に
必

要
な
食
べ
物
や
着
る
も
の
を
与
え
、
教
え
る
と
い
う
、
私
塾
の

か
た
ち
で
こ
の
教
育
を
始
め
た
。
が
、
関
心
を
寄
せ
る
人
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
世
間
の
大
半
の
人
は
、
「
見
え
な

い
者
が
学
問
を
聴
い
て
何
に
な
る
？
」
と
理
解
を
示
さ
な
い

か
、
無
視
す
る
か
だ
っ
た
。
あ
か
ら
さ
ま
な
嘲
笑
さ
え
受
け

た
。
夫
婦
が
食
べ
て
い
く
の
が
や
っ
と
と
い
う
鍼
按
治
療
院
の

経
営
す
ら
傾
き
か
け
た
。
盲
児
た
ち
は
、
学
問
な
ど
無
駄
と
周

囲
か
ら
止
め
ら
れ
て
、
あ
る
い
は
連
れ
て
来
る
者
が
な
い
た
め

に
孝
之
進
の
も
と
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

貴
重
な
仕
事
を
減
ら
し
て
ま
で
私
塾
の
た
め
に
時
間
を
あ
け
て

い
て
も
誰
も
来
な
い
と
い
う
日
が
続
い
た
。

「
一
人
も
来
な
く
て
も
、
塾
を
や
め
て
は
い
け
な
い
…
…
」

孝
之
進
は
増
江
と
自
分
に
向
か
っ
て
、
そ
う
言
い
続
け
た
。

が
、
こ
の
私
塾
は
失
敗
だ
っ
た
か
と
い
う
後
悔
も
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。
増
江
は
、

「
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
に
は
困
難
が
つ
き
も
の
で
し
ょ

う
。
な
ん
と
し
て
も
、
続
け
ま
し
ょ
う
」

と
、
孝
之
進
を
励
ま
し
、
自
身
も
働
き
に
出
て
、
生
活
を
支

え
た
。
も
う
一
人
声
援
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
近
く
の
日
本
組
合
神
戸
多
聞
基
督
教
会
の
老
信
徒
澤
井
ウ

メ
だ
っ
た
。
ウ
メ
は
、
孝
之
進
が
開
業
し
て
以
来
時
々
治
療
に

通
っ
て
き
て
い
た
が
、
自
分
の
息
子
の
一
人
が
生
ま
れ
つ
き
見

え
な
か
っ
た
こ
と
を
話
し
た
。
学
校
に
も
通
え
ず
、
家
の
中
で

ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
、
胸
を
患
い
、
療
養
所
に
隔
離
さ
れ
て
淋

し
く
息
を
引
き
取
っ
た
、
と
い
う
話
を
孝
之
進
夫
婦
に
涙
な
が

ら
に
語
っ
た
。
だ
か
ら
、
盲
児
た
ち
の
た
め
に
塾
を
続
け
て
欲

し
い
、
そ
の
た
め
に
祈
っ
て
い
る
、
と
言
っ
た
。
教
会
の
人
た

ち
に
、
孝
之
進
か
ら
治
療
を
受
け
る
よ
う
勧
め
て
く
れ
る
大
切

な
患
者
で
も
あ
っ
た
。
教
会
で
も
孝
之
進
た
ち
の
こ
と
を
信
者

た
ち
に
祈
っ
て
も
ら
う
と
、
い
つ
も
繰
り
返
し
た
。
そ
れ
ま
で

「
耶
蘇
」
と
い
う
も
の
に
関
心
は
あ
っ
た
も
の
の
何
も
知
ら
な

か
っ
た
孝
之
進
だ
。

「
耶
蘇
の
中
に
も
良
い
人
は
い
る
も
の
だ
な
あ
」

と
、
増
江
に
言
う
と
、
増
江
は
、
は
っ
き
り
言
っ
た
。

「
基
督
教
が
悪
い
と
言
わ
れ
て
、
そ
う
思
い
込
ん
で
き
た
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
知
ら
ん
で
、
ど
う
し
て
悪
い
と
わ
か

り
ま
す
か
？
」

「
そ
の
と
お
り
だ
な
」

孝
之
進
は
、
聖
書
と
い
う
も
の
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
始

め
た
。
学
生
時
代
に
少
し
は
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど

も
、
耶
蘇
の
経
典
と
思
っ
て
身
構
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
あ

ま
り
心
に
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
は
、
ウ
メ
が
信

－ １３ －



じ
て
い
る
聖
書
を
学
ん
で
み
た
い
と
本
気
で
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
だ
が
、
見
え
な
い
孝
之
進
に
は
、
自
分
で
読
む
こ
と
は

か
な
わ
ぬ
夢
だ
っ
た
。

生
活
は
ま
す
ま
す
苦
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

さ
す
が
の
増
江
も
、
と
う
と
う
言
っ
た
。

「
コ
ウ
さ
ん
、
い
っ
た
ん
塾
を
閉
じ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
？

退
却
し
て
態
勢
を
立
て
直
す
勇
気
だ
っ
て
必
要
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
、
あ
な
た
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
よ
」

増
江
に
こ
れ
以
上
苦
労
さ
せ
た
く
な
い
と
の
想
い
で
、
孝
之

進
は
、
第
一
回
目
の
私
塾
を
中
止
し
た
。

九

邂

逅

一
九
〇
一
年
（
明
治
三
十
四
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
自
分
で

読
書
を
し
て
新
し
い
も
の
を
吸
収
し
た
い
想
い
が
募
る
あ
ま
り

に
、
孝
之
進
は
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
増
え
た
。

孝
之
進
の
読
書
と
い
う
と
、
増
江
に
読
ん
で
も
ら
う
ほ
か
な

か
っ
た
。
そ
ん
な
孝
之
進
の
想
い
を
知
っ
た
ウ
メ
は
奔
走
し
て

点
字
板
と
点
筆
、
紙
な
ど
を
手
に
入
れ
、
孝
之
進
に
贈
っ
て
く

れ
た
。
孝
之
進
は
表
現
し
難
い
ほ
ど
の
喜
び
を
か
み
し
め
た
。

さ
っ
そ
く
増
江
と
二
人
、
点
字
を
覚
え
る
こ
と
に
取
り
組
ん
だ

孝
之
進
は
、
一
日
で
五
十
音
の
書
き
方
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
。

が
、
読
む
方
は
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

「
指
の
皮
が
分
厚
す
ぎ
る
の
か
な
あ
。
一
皮
む
い
た
ら
読
め

る
よ
う
に
な
る
か
な
あ
」

な
ど
と
増
江
に
冗
談
を
言
い
な
が
ら
、
孝
之
進
は
寸
暇
を
惜

し
ん
で
点
字
に
触
っ
て
い
た
。
増
江
も
間
も
な
く
五
十
音
を
覚

え
て
打
て
る
よ
う
に
な
り
、
孝
之
進
と
同
じ
よ
う
に
触
っ
て
読

む
こ
と
に
挑
戦
し
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
忍
耐
力
が
な
か
っ

た
。「

わ
た
し
、
い
く
ら
触
っ
て
て
も
『
イ
ロ
ハ
』
の
違
い
す
ら

わ
か
ら
な
い
。
あ
あ
面
倒
く
さ
い
…
…
」

孝
之
進
は
い
ら
だ
つ
増
江
を
前
に
、
笑
い
な
が
ら
も
考
え

た
。自

分
に
と
っ
て
は
点
字
で
読
み
書
き
で
き
る
か
ど
う
か
は
死

活
問
題
に
も
等
し
い
ほ
ど
大
事
な
こ
と
だ
。
だ
が
、
見
え
る
増

江
は
点
字
を
知
ら
な
く
て
も
、
自
分
が
困
る
こ
と
は
な
い
の

だ
。
嫌
な
ら
す
ぐ
に
放
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
少
し
淋
し
く

も
思
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
増
江
が
点
字
習
得
に
取
り
組
ん
で

く
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
感
謝
の
想
い
を
感
じ
た
。

来
る
日
も
来
る
日
も
、
点
字
の
説
明
書
き
に
触
れ
て
い
る
う

ち
に
孝
之
進
は
ゆ
っ
く
り
少
し
ず
つ
点
字
を
読
め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
初
め
て
一
枚
の
紙
一
面
に
打
た
れ
て
い
る
内
容

を
自
分
で
読
み
終
え
た
と
き
に
は
、
孝
之
進
は
嬉
し
さ
の
あ
ま

り
涙
が
こ
み
上
げ
て
き
た
。

増
江
は
、

「
コ
ウ
さ
ん
の
指
、
す
ご
い
」

と
、
読
み
進
む
に
従
っ
て
何
度
も
感
嘆
の
声
を
あ
げ
て
喜
ん
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で
い
た
。
が
、
そ
の
あ
と
、

「
触
っ
て
読
む
の
は
コ
ウ
さ
ん
に
任
せ
ま
す
。
私
は
見
て
読

む
こ
と
に
し
ま
す
よ
。
い
い
で
し
ょ
う
」

と
、
触
読
の
あ
き
ら
め
宣
言
を
し
た
。

孝
之
進
は
、
し
ば
ら
く
は
自
分
で
点
字
を
打
っ
て
は
読
ん
で

楽
し
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
せ
っ
か
く
読
み
書
き
が
上
達
し
て
き

た
の
に
、
肝
心
の
点
字
の
本
が
一
冊
も
手
に
入
ら
な
い
。
点
字

の
説
明
書
き
か
自
分
が
打
っ
た
も
の
以
外
何
も
読
む
も
の
が
な

い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
、
ウ
メ
が
、
言
っ
た
。

「
う
ち
が
お
世
話
に
な
っ
て
る
教
会
に
は
新
約
聖
書
の
『
ヨ

ハ
ネ
伝
』
ち
ゅ
う
の
ん
の
点
字
版
が
あ
り
ま
す
ね
ん
。
た
だ
持

ち
出
し
が
で
け
へ
ん
の
で
す
わ
。
い
っ
ぺ
ん
先
生
ら
ご
夫
婦
で

教
会
ま
で
来
て
み
は
っ
た
ら
、
ど
な
い
で
し
ょ
。
教
会
で
は
、

好
き
に
読
め
ま
す
ん
や
け
ど
。
う
ち
な
ん
か
は
よ
う
読
ま
ん
け

ど
」ウ

メ
の
話
に
、
孝
之
進
は
天
に
も
昇
る
心
地
が
し
た
。

夢
に
ま
で
出
て
き
て
し
ま
う
点
字
本
が
近
所
に
あ
っ
た
と

は
！

と
、
心
震
え
た
。
孝
之
進
が
後
か
ら
知
っ
た
こ
と
で
あ

る
が
、
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
の
点
字
聖
書
は
日
本
で
初
め
て
出
版
さ

れ
た
点
訳
書
と
さ
れ
て
い
る
。
横
浜
訓
盲
院
で
働
い
て
い
た
ド

レ
ー
バ
ー
宣
教
師
の
依
頼
で
米
国
の
聖
書
会
社
が
製
作
、
一
八

九
四
年
（
明
治
二
十
七
年
）
に
出
版
が
実
現
し
た
も
の
だ
。
米

国
の
耶
蘇
教
徒
が
資
金
を
出
し
て
、
日
本
の
数
少
な
い
点
字
を

読
め
る
盲
人
の
た
め
に
聖
書
を
点
訳
、
出
版
し
た
と
い
う
こ
と

に
孝
之
進
は
心
動
か
さ
れ
た
。
彼
ら
に
は
よ
ほ
ど
大
切
な
経
典

だ
か
ら
に
違
い
な
い
、
読
ん
で
み
る
価
値
は
あ
る
は
ず
だ
、
ウ

メ
は
じ
め
、
治
療
に
通
っ
て
来
て
く
れ
て
い
る
教
会
員
の
人
た

ち
へ
の
感
謝
の
思
い
も
改
め
て
伝
え
た
い
と
、
孝
之
進
は
思
い

を
胸
の
内
で
反
す
う
し
た
。
け
れ
ど
、
後
ろ
め
た
い
も
の
も
感

じ
て
い
た
。
点
字
の
本
で
あ
れ
ば
何
で
も
読
ん
で
み
た
い
と
い

う
気
持
ち
は
確
か
に
あ
っ
た
が
、
お
国
に
役
立
つ
働
き
を
し
な

く
て
は
と
い
う
一
貫
し
た
想
い
の
中
で
、
耶
蘇
の
教
え
は
そ
れ

と
対
極
に
あ
る
に
違
い
な
い
と
考
え
て
き
た
。
何
か
日
本
人
と

し
て
裏
切
り
行
為
に
は
ま
っ
て
い
く
よ
う
な
恐
れ
を
感
じ
て
し

ま
う
の
だ
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
と
う
と
う
増
江
と
と
も
に
孝
之
進
が
教
会
に
足

を
踏
み
入
れ
る
日
が
来
た
。
増
江
に
手
を
引
か
れ
て
教
会
の
玄

関
を
く
ぐ
る
。
西
洋
風
の
お
寺
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
想
像
し
て

い
た
の
だ
が
、
増
江
が
、

「
少
し
大
き
め
の
普
通
の
家
み
た
い
で
す
よ
」

と
、
さ
さ
や
い
た
。
ウ
メ
が
、
待
ち
構
え
て
い
た
ら
し
く
、

「
左
近
允
先
生
が
た
、
よ
う
い
ら
し
て
く
れ
は
り
ま
し
た
」

と
、
嬉
し
そ
う
な
声
で
迎
え
た
。
入
り
口
近
く
に
何
人
か
の

人
が
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
の
を
感
じ
る
。

会
う
人
ご
と
に
ウ
メ
が
「
左
近
允
ご
夫
妻
」
と
、
紹
介
す
る

の
で
、
そ
の
た
び
に
お
辞
儀
を
し
な
が
ら
、
照
れ
く
さ
さ
を
抱

え
て
や
っ
と
中
に
入
っ
た
。

孝
之
進
が
一
言
も
言
わ
な
い
の
に
、

－ １５ －



「
こ
れ
が
ヨ
ハ
ネ
伝
で
す
」

と
、
分
厚
い
大
き
な
本
を
手
渡
さ
れ
た
。
は
や
る
気
持
ち
を

落
ち
着
け
な
が
ら
、
孝
之
進
は
、
地
に
足
が
つ
か
な
い
状
態

で
、
さ
さ
く
れ
立
っ
た
畳
の
上
に
正
座
し
た
。

前
方
に
あ
る
と
さ
れ
る
十
字
架
の
方
向
に
顔
を
向
け
、
高
ぶ

る
想
い
を
鎮
め
よ
う
と
努
め
る
。
オ
ル
ガ
ン
の
キ
イ
キ
イ
き
し

む
音
。
讃
美
歌
で
あ
ろ
う
。
鳴
り
響
い
て
い
た
。

礼
拝
が
始
ま
り
、
聖
書
が
読
ま
れ
始
め
た
。
孝
之
進
は
、
息

を
つ
め
た
。
ヨ
ハ
ネ
伝
の
九
章
だ
っ
た
。

「
イ
エ
ス
途
往
く
と
き
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
盲
人
を
見
給
ひ

た
れ
ば
、
弟
子
た
ち
問
ひ
て
言
ふ
。
『
ラ
ビ
、
こ
の
人
の
盲
目

に
て
生
れ
し
は
、
誰
の
罪
に
よ
る
ぞ
、
己
の
か
、
親
の
か
』
イ

エ
ス
答
へ
給
ふ
。
『
こ
の
人
の
罪
に
も
親
の
罪
に
も
あ
ら
ず
、

た
だ
彼
の
上
に
神
の
業
の
顕
れ
ん
為
な
り
。
…
…
』
」

孝
之
進
は
、
身
体
が
震
え
る
の
を
感
じ
た
。
自
分
が
盲
目
と

な
っ
た
の
は
、
前
世
で
何
か
よ
か
ら
ぬ
こ
と
を
し
た
か
ら
で
は

な
い
、
親
の
せ
い
で
も
も
ち
ろ
ん
な
い
、
神
の
業
が
あ
ら
わ
さ

れ
る
た
め
で
あ
る
と
…
…
孝
之
進
は
一
心
に
説
教
に
聴
き
入
っ

た
。
集
会
が
終
わ
る
と
、
孝
之
進
は
、

「
増
江
、
牧
師
と
少
し
話
を
し
た
い
。
連
れ
て
い
っ
て
お
く

れ
」と

、
言
っ
た
。
と
、
増
江
が
泣
い
て
い
る
ら
し
い
の
を
感
じ

た
。

「
増
江
、
ど
う
し
た
の
だ
」

「
今
、
確
信
で
き
ま
し
た
。
お
国
の
た
め
に
な
る
働
き
を
す

る
と
あ
な
た
が
言
う
の
を
ど
う
も
し
っ
く
り
感
じ
な
か
っ
た
け

れ
ど
、
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
た
し
た
ち
を
創
造
さ
れ
た
造
り
主

の
た
め
に
生
き
る
べ
き
な
ん
で
す
ね
」

「
増
江
、
お
前
も
そ
う
思
っ
た
の
か
。
そ
う
な
ん
だ
。
そ
う

だ
っ
た
の
だ
」

孝
之
進
の
内
に
は
、
今
ま
で
に
感
じ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
喜

び
が
湧
き
上
が
っ
て
き
て
い
た
。
孝
之
進
と
増
江
は
二
人
そ
ろ

っ
て
そ
の
日
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
決
心
を
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
年
）
に
は
、
共
に
洗

礼
を
受
け
た
。
多
く
の
信
徒
た
ち
が
見
守
る
中
、
洗
礼
式
を
終

え
た
孝
之
進
は
、
そ
の
後
の
席
で
教
会
の
人
々
に
感
謝
の
思
い

を
述
べ
た
。
家
庭
と
教
会
を
土
台
と
し
て
、
主
で
あ
る
神
の
す

ば
ら
し
さ
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
盲
人
教
育
を
目
指
し
た
い
と
い

う
想
い
を
語
り
、
教
会
員
た
ち
に
祈
り
の
要
請
を
し
た
。
新
た

な
出
発
点
で
あ
っ
た
。

二
人
は
基
督
教
入
信
に
至
っ
た
こ
と
を
、
郷
里
へ
の
便
り
に

し
た
た
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
親
戚
縁
者
の
間
で
は
大
騒
ぎ
に
な

っ
た
。
ま
だ
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
を
「
耶
蘇
」
と
呼
ん
で
忌
み
嫌

う
べ
き
も
の
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
は
孝
之
進
の
こ
と
を
頼
も
し
い
、
郷
土
の
誇
り
と
さ
え

言
っ
て
く
れ
て
い
た
親
し
い
者
た
ち
ま
で
が
、
母
千
代
に
、

「
左
近
允
家
〈
さ
こ
ん
じ
ゅ
け
〉
か
ぁ
耶
蘇
を
出
し
た
と
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は
！
」

と
、
あ
か
ら
さ
ま
な
罵
り
の
言
葉
を
吐
い
た
り
し
た
の
を
、

千
代
は
後
に
な
っ
て
孝
之
進
夫
婦
に
語
っ
た
。
千
代
は
と
う
と

う
い
た
た
ま
れ
な
く
な
り
、
一
切
を
郷
里
に
置
い
た
ま
ま
、
息

子
夫
婦
を
訪
ね
て
兵
庫
に
や
っ
て
来
た
。
到
着
し
た
千
代
は
、

孝
之
進
た
ち
の
入
信
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
っ
た

が
、「

お
前
た
ち
が
そ
れ
ほ
ど
深
く
感
じ
入
っ
た
と
い
う
耶
蘇
教

を
全
く
知
ら
ず
に
批
判
は
で
き
ま
せ
ん
。
わ
た
し
も
勉
強
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
」

と
、
言
っ
た
。
そ
し
て
、
孝
之
進
た
ち
の
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ

ほ
ど
遠
く
な
い
商
店
に
住
み
込
み
で
働
く
よ
う
に
な
り
、
日
曜

日
は
教
会
で
孝
之
進
た
ち
と
会
っ
た
。
ま
た
聖
書
の
学
び
会
に

も
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昔
か
ら
一
人
息
子
の
孝
之
進
を

理
解
し
た
上
で
信
頼
し
よ
う
と
努
め
、
黙
々
と
支
え
て
き
て
く

れ
た
母
を
孝
之
進
は
神
に
感
謝
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

後
の
こ
と
に
な
る
が
、
千
代
は
、
次
第
に
一
生
懸
命
聖
書
を

学
ぶ
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
信
仰
告
白
し
、
一
九
〇
四
年

（
明
治
三
十
七
年
）
二
月
十
日
に
受
洗
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
孝

之
進
夫
婦
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
熱
心
な
信
徒
と
な
り
、
教
会
の
地

域
分
団
集
会
（
家
庭
集
会
）
を
自
分
の
家
屋
を
開
放
し
て
定
期

的
に
開
く
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
。
目
立
た
な
い
存
在
な
が
ら
、

母
千
代
は
、
多
く
の
婦
人
た
ち
の
支
え
と
な
っ
て
い
た
。

（
つ
づ
く
）
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６
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先
ず
、
８
月
の
「
学
習
会
」
の
準
備
、
送
迎
を
し
て
頂
く
方

を
決
め
、
レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
に
書
い
て
頂
く
文
字
の
こ
と
な
ど

を
相
談
、
確
認
し
た
。
会
員
の
お
一
人
が
、
今
回
は
道
具
を
持

ち
帰
っ
て
資
料
作
り
を
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

テ
キ
ス
ト
「
散
文
編
」
の
入
力
に
つ
い
て
詳
細
に
わ
た
っ
て

岡
田
さ
ん
と
皆
さ
ん
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

平
仮
名
文
に
は
、
漢
字
を
少
し
交
え
た
、
「
漢
字
交
じ
り
平

仮
名
文
」
と
、
漢
字
・
漢
文
を
多
く
交
え
て
、
平
仮
名
文
と
拮

抗
す
る
、
「
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
」
の
２
種
類
が
あ
り
、
片

仮
名
文
に
も
、
漢
字
・
漢
文
を
基
調
と
す
る
「
片
仮
名
交
じ
り

漢
字
文
」
と
、
片
仮
名
を
基
調
と
す
る
「
漢
字
交
じ
り
片
仮
名

文
」
と
、
片
仮
名
と
漢
字
・
漢
文
に
軽
重
の
差
が
な
い
、
「
漢

字
・
片
仮
名
交
じ
り
文
」
の
３
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
こ
ん
な

複
雑
な
も
の
を
、
正
し
く
書
き
分
け
る
に
は
、
大
変
根
の
要
る



仕
事
だ
と
思
う
。
皆
さ
ん
の
や
り
取
り
を
聞
い
て
い
る
だ
け

で
、
「
あ
あ
、
頑
張
ら
な
け
れ
ば
」
と
新
た
に
心
を
引
き
締
め

て
い
る
。

も
う
一
つ
、
今
、
手
が
け
て
い
る
本
の
入
力
方
法
に
つ
い
て

も
、
あ
ち
こ
ち
に
齟
齬
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
も
細
部

に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
、
時
間
は
瞬
く
間
に
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
。第

５
回
「
学
習
会
」

２
０
０
７
年
８
月

日
（
土
、
夜
）

：

～

：

18

18

30

20

30

８
月
の
「
学
習
会
」
に
、
ど
う
し
て
も
出
席
で
き
な
い
の

で
、
何
と
か
、
会
の
模
様
を
録
音
し
て
欲
し
い
と
の
ご
希
望
が

あ
り
、
検
討
の
結
果
、
「
学
習
会
」
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
た

め
に
、
プ
レ
ク
ス
ト
ー
ク
を
使
っ
て
メ
モ
リ
ー
カ
ー
ド
に
録
音

し
た
。
録
音
後
の
デ
ー
タ
管
理
は
、
や
は
り
岡
田
さ
ん
が
行
な

っ
て
く
だ
さ
る
。

以
前
に
、
会
員
か
ら
、
録
音
を
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
提
案
が
あ
っ
た
が
、
質
問
そ
の
他
気
軽
に
話
が
し

辛
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
実
行
し
な
か
っ
た
。

現
に
、
今
回
そ
の
経
緯
を
説
明
し
、
同
意
を
得
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
、
室
内
は
シ
ン
と
し
て
声
が
出
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

岡
田
さ
ん
の
話
が
始
ま
る
と
、
だ
ん
だ
ん
あ
ち
こ
ち
か
ら
声
が

出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
自
然
体
が
一
番
よ
い
よ
う
に
思

う
。今

後
、
こ
の
デ
ー
タ
を
Ｃ
Ｄ
、
あ
る
い
は
メ
モ
リ
ー
カ
ー
ド

で
欲
し
い
と
言
わ
れ
る
方
が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら

に
し
て
も
、
岡
田
さ
ん
に
面
倒
を
見
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

学
習
内
容
は
、
前
回
の
お
お
ざ
っ
ぱ
な
復
習
を
し
、
レ
ー
ズ

ラ
イ
タ
ー
で
書
か
れ
た
文
字
を
見
な
が
ら
、
文
字
の
元
の
意
味

を
、
岡
田
さ
ん
が
説
明
し
、
そ
の
文
字
を
使
う
熟
語
を
み
ん
な

で
探
し
た
。
た
と
え
ば
、
「
子
」
の
使
い
道
が
多
く
、
子
供
、

様
子
、
甲
子
園(

こ
う
し
え
ん)

、
甲
子(

き
の
え
ね)

、
子
午
線

(

し
ご
せ
ん)

な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
文
字
そ
の
も
の
の
元
の

形
、
た
と
え
ば
木
の
元
の
形
を
、
会
員
に
書
い
て
も
ら
っ
た
り

し
た
。
そ
し
て
、
「
元
」
と
「
本
」
の
使
い
分
け
な
ど
に
つ
い

て
も
、
岡
田
さ
ん
が
解
説
し
た
。

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
で
書
か
れ
た
文
字

金
、
木
、
草
、
犬
、
子

金
は
、
金
偏
。
木
は
、
木
偏
。
草
は
、
草
冠
。
犬
は
、
獣
偏

と
し
て
、
漢
点
字
も
使
わ
れ
る
こ
と
。

木
の
近
似
文
字
と
し
て
、
未
、
末
、
本
が
あ
る
こ
と
を
、
見

本
の
漢
字
を
見
な
が
ら
、
特
に
、
未
と
、
末
が
よ
く
似
て
い
る

こ
と
、
ど
ち
ら
も
「
木
」
の
横
棒
の
下
に
、
も
う
一
本
横
棒
が

入
る
が
、
そ
の
横
棒
は
、
「
未
」
の
ほ
う
が
「
末
」
よ
り
長
い

こ
と
、
つ
ま
り
、
「
未
」
の
方
は
、
上
の
横
棒
よ
り
下
の
横
棒

－ １８ －



の
方
が
長
い
こ
と
、
「
末
」
は
上
の
横
棒
よ
り
下
の
横
棒
が
短

い
の
で
、
上
と
下
の
棒
の
長
さ
を
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
未
」
と
「
末
」
を
区
別
す
る
こ
と
を
み
ん
な
で
確
認
し
た
。

木
の
字
は
、
真
っ
直
ぐ
下
に
伸
び
た
線
と
、
そ
の
左
右
の
斜

め
の
線
は
、
木
の
根
を
表
し
、
横
棒
は
、
木
の
枝
を
示
す
の
だ

と
い
う
。
そ
ん
な
説
明
の
後
に
、
木
の
元
の
字
の
形
を
書
い
て

も
ら
っ
た
。
木
村
は
大
樹
が
台
地
に
根
を
張
り
、
枝
を
広
げ
て

い
る
感
じ
が
し
た
。

第

回
例
会
、
２
０
０
７
年
９
月

日
（
水
、
昼
）

22

12：

～

：

13

30

15

30

い
つ
も
の
よ
う
に
「
学
習
会
」
の
準
備
を
し
、
レ
ー
ズ
ラ
イ

タ
ー
で
の
漢
字
も
決
ま
り
、
み
ん
な
で
作
り
上
げ
た
。

テ
キ
ス
ト
の
中
で
意
外
に
面
倒
な
表
が
出
て
来
て
、
担
当
者

か
ら
の
質
問
に
対
し
て
、
岡
田
さ
ん
が
説
明
す
る
の
を
聞
い

て
、
「
と
に
か
く
や
っ
て
、
フ
ァ
イ
ル
を
送
っ
て
、
見
て
も
ら

い
ま
す
。
」
と
言
わ
れ
た
。

墨
字
の
場
合
は
、
縦
横
を
、
き
れ
い
に
、
見
や
す
い
よ
う
に

表
に
書
き
表
せ
る
が
、
点
字
で
は
困
難
、
と
い
う
よ
り
、
ほ
ぼ

出
来
な
い
と
い
っ
た
方
が
当
た
っ
て
い
る
。
従
っ
て
縦
の
項
目

を
一
つ
決
め
て
、
そ
れ
に
対
す
る
下
の
項
目
を
、
順
次
並
列
に

書
く
し
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
記
号
に
置
き
換
え
て
早
わ
か
り

で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
色
々
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。そ

の
他
、
今
盛
ん
に
入
力
中
の
本
に
つ
い
て
も
、
更
に
入
力

方
法
に
つ
い
て
確
認
し
あ
っ
た
。
こ
の
本
も
手
強
い
も
の
で
、

出
来
上
が
っ
た
ら
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
す
ば
ら
し
い
参
考

書
に
な
り
、
楽
し
み
で
あ
る
。
本
の
帯
で
は
「
小
中
学
生
向

け
」
と
あ
っ
た
が
、
と
ん
で
も
な
い
、
高
度
な
内
容
で
あ
る
。

皆
様
の
お
か
げ
で
、
放
送
大
学
の
筆
記
試
験
の
合
格
通
知
を

い
た
だ
け
た
。
パ
ソ
コ
ン
の
手
ほ
ど
き
か
ら
、
実
際
の
テ
キ
ス

ト
入
力
、
校
正
、
応
援
、
励
ま
し
、
全
て
皆
様
に
感
謝
以
外
何

も
な
い
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
「
漢
点
字
」
が
無
か
っ
た
ら
手

も
足
も
出
な
い
。
一
文
字
一
文
字
に
、
意
味
と
読
み
が
あ
る
こ

と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
さ
れ
た
。

改
め
て
申
し
上
げ
ま
す
。

「
皆
様
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」

た
っ
た
一
度
で
喜
ん
で
、
舞
い
上
が
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と

は
重
々
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
し
っ
か
り
心
を
引
き
締
め
て
、

ま
た
一
か
ら
始
め
ま
す
の
で
、
皆
様
ど
う
ぞ
今
後
と
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

第
６
回
「
学
習
会
」
、
２
０
０
７
年
９
月

日
（
土
、
夜
）

22

：

～

：

、
第
一
会
議
室

18

30

20

30

自
己
紹
介
と
、
前
回
「
学
習
会
」
の
復
習
は
原
則
通
り
行
な

っ
た
。
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新
し
い
文
字

都
、
（
こ
ざ
と
・
お
お
ざ
と
）
、
市
、
発
、
（
発
頭
）
、

食
、
（
食
偏
）
、
馬
、
（
馬
偏
）
、
田
、
竹
。

田
の
近
似
文
字
と
し
て
、
由
、
曲
。

こ
ざ
と
と
、
お
お
ざ
と
は
文
字
の
形
は
同
じ
で
、
左
（
偏
）

に
あ
る
と
「
こ
ざ
と
」
、
右
（
旁
）
に
あ
る
と
「
お
お
ざ
と
」

と
い
う
。
文
字
の
形
は
同
じ
だ
が
、
元
の
形
と
意
味
は
異
な
る

と
い
う
。
こ
ざ
と
の
元
の
字
は
、
」
阜
｀
ふ
」
で
、
山
を
表

し
、
神
が
梯
子
を
伝
っ
て
下
り
て
く
る
こ
と
を
表
す
ら
し
い
。

お
お
ざ
と
の
元
の
字
は
、
「
邑
｀
ゆ
う
」
（
巴
の
上
に
口
が
あ

る
）
で
、
人
が
集
ま
る
所
だ
と
い
う
。

「
都
」
野
も
字
を
説
明
し
た
と
き
、
「
京
」
の
文
字
も
レ
ー

ズ
ラ
イ
タ
ー
で
書
い
て
頂
い
た
。
こ
の
文
字
に
も
「
み
や
こ
」

の
意
味
が
あ
る
。
従
っ
て
、
「
京
都
」
と
は
正
に
み
や
こ
で
あ

る
。「

食
」
は
、
「
三
角
屋
根
の
下
に
良
」
。

「
馬
」
は
た
て
が
み
を
な
び
か
せ
て
走
っ
て
い
る
形
。

「
田
」
の
話
の
と
き
、
岡
田
さ
ん
は
、
「
自
然
界
に
は
直
線

は
な
い
。
田
圃
の
田
は
確
か
に
人
が
作
り
出
し
た
も
の
だ
か

ら
、
文
字
も
直
線
で
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
言
っ
た
。

「
竹
」
の
と
こ
ろ
で
は
竹
細
工
な
ど
、
何
が
あ
る
か
皆
で
探

し
た
。

＊

予
告

月
の
例
会
（
第

回
）
２
０
０
７
年

月

日(

水
、
夜)

10

23

10

10

：

～

：

、
７
階
第
一
会
議
室

18

30

20

30

第
７
回
「
学
習
会
」
２
０
０
７
年

月

日
（
土
、
夜
）

10

20

：

～

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ

７
階
第
一
会
議
室

18

30

20

30

月
の
例
会
（
第

回
）
２
０
０
７
年

月
７
日(

水
、
昼)

11

24

11

：

～

：

、
７
階
第
二
会
議
室

13

30

15

30

第
８
回
「
学
習
会
」
２
０
０
７
年

月

日
（
土
、
夜
）

11

17

：

～

：

、
７
階
第
一
会
議
室

18

30

20

30

わ
た
く
し
ご
と

「
空
札(

か
ら
ふ
だ)

一
枚(

い
ち
ま
ー
い)

、

い
に
し
え
の
ー
、
奈
良
の
都
の
八
重
桜
ー
、
今
日
九
重
に
に
ほ

い
ぬ
る
か
な
ー
」

と
、
な
ん
と
も
伸
び
や
か
な
ゆ
っ
た
り
し
た
読
み
ぶ
り
で
始

ま
る
「
カ
ル
タ
会
」
は
、
わ
た
し
の
子
供
の
頃
の
冬
の
遊
び
で

あ
る
。
昭
和

、
５
年
頃
か
ら
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し

24

が
ほ
ん
の
少
し
そ
の
遊
び
に
加
わ
れ
た
の
は
、
流
行(

は
や
り)

の
終
わ
り
に
近
い

、

年
頃
で
あ
る
。

29

30

町
内
の
何
軒
か
を
回
り
持
ち
の
会
場
に
し
て
、
町
内
の
大
人

も
子
供
も
こ
ぞ
っ
て
集
ま
り
、
「
小
倉
百
人
一
首
」
の
札
を
取

り
合
う
遊
び
で
あ
る
。
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百
枚
の
読
み
札
と
、
百
枚
の
取
り
札
が
一
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
札
一
枚
の
大
き
さ
は
、
縦
７
・
３
セ

ン
チ
、
横
５
・
２
セ
ン
チ
、
厚
さ
約
２
ミ
リ
で
、
表
に
印
刷
さ

れ
た
和
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

「
小
倉
百
人
一
首
」
は
、
藤
原
定
家
（
１
１
６
２
～
１
２
４

１
）
が
選
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
定
説
で
は
な
い

ら
し
い
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
万
葉
集
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る

勅
撰
集
そ
の
他
か
ら
、
歌
の
名
手
百
人
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の

代
表
作
一
首
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
意

図
か
、
「
小
倉
百
人
一
首
」
と
し
て
の
統
一
見
解
が
あ
る
の

か
、
わ
た
し
に
は
解
ら
な
い
が
、
原
作
に
手
を
加
え
ら
れ
て
い

る
歌
が
多
い
。

読
み
札
は
、
各
一
枚
に
、
歌
一
首
と
、
作
者
名
と
、
そ
の
歌

に
相
応
し
い
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。

取
り
札
は
、
歌
の
下
の
句
の
み
が
、
見
や
す
い
よ
う
に
大
き

め
の
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
。

百
枚
の
取
り
札
の
中
か
ら
、
適
宜
五
十
枚
を
、
向
か
い
合
っ

て
座
っ
た
二
人
に
二
五
枚
ず
つ
配
ら
れ
る
。
こ
の
各
自
与
え
ら

れ
た
札
を
「
持
ち
札(

も
ち
ふ
だ)

」
と
い
う
。
町
内
で
の
カ
ル

タ
会
で
は
、
大
勢
い
る
の
で
、
取
り
札
を
何
組
も
並
べ
る
。

与
え
ら
れ
た
持
ち
札
に
書
か
れ
て
い
る
下
の
句
を
確
認
し
、

そ
の
上
の
句
を
心
に
し
っ
か
り
記
憶
し
、
自
分
が
取
り
や
す
い

よ
う
に
、
効
率
よ
く
並
べ
る
。
つ
ま
り
、
読
み
手
が
上
の
句
か

ら
読
み
始
め
る
と
同
時
に
、
如
何
に
早
く
間
違
え
ず
に
、
一
枚

で
も
多
く
取
る
工
夫
を
す
る
。
自
分
の
持
ち
札
が
先
に
無
く
な

る
方
が
勝
者
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
持
ち
札
に
無

く
て
、
相
手
方
の
領
分
か
ら
取
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
れ
が

正
し
い
札
な
ら
、
自
分
の
持
ち
札
を
相
手
に
一
枚
与
え
て
、
結

果
と
し
て
自
分
の
札
が
一
枚
減
る
。
も
し
、
相
手
の
も
の
に
手

を
出
し
て
間
違
え
て
い
た
ら
、
「
お
手
つ
き
」
と
い
っ
て
、
反

対
に
相
手
の
持
ち
札
を
一
枚
自
分
の
持
ち
札
に
加
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
人
の
読
み
手
が
、
お
お
ら
か
に
格
調
高
く
、｢

空
札
一
枚｣

の
声
で
、
読
み
手
の
好
み
の
歌
を
読
み
上
げ
る
。
（
こ
れ
は
遊

び
、
勝
負
？
が
は
じ
ま
る
準
備
で
、
こ
こ
で
は
誰
も
が
歌
の
一

首
を
聴
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
）
。
本
格
的
に
読
ま
れ
る
第
一

首
の
上
の
句
の
第
一
声
を
、
固
唾
を
の
ん
で
静
ま
り
、
聞
き
漏

ら
す
ま
い
、
自
分
の
持
ち
札
に
あ
る
も
の
が
読
ま
れ
る
か
、
ド

キ
ド
キ
し
な
が
ら
待
つ
。

た
と
え
ば
、
読
み
手
が
、

村
雨
の
露
も
ま
だ
干(

ひ)

ぬ
槙
の
葉
に

霧
立
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮
れ

の
「
む
」
あ
る
い
は
「
む
ら
」
と
第
一
声
を
上
げ
れ
ば
、
直
ち

に
あ
ち
こ
ち
か
ら
「
は
あ
ー
い
」
と
声
が
挙
が
り
、
畳
が
叩
か

れ
る
。
（
畳
に
札
を
並
べ
て
あ
る
の
で
、
札
を
取
る
音
が
、
畳

－ ２１ －



を
叩
く
よ
う
に
聞
こ
え
る
）
。
後
は
み
ん
な
静
か
に
読
み
手
の

声
に
聞
き
入
る
。
そ
し
て
、
下
の
句
の
「
霧
立
ち
の
ぼ
る
」
の

あ
た
り
か
ら
、
次
に
出
る
歌
を
緊
張
し
て
待
つ
。

読
み
手
が
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
と
読
み
始
め
た
ら
、
み
ん
な

は
、
次
の
「
あ
り
あ
け
」
か
、
「
う
じ
の
」
が
出
る
の
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

朝
ぼ
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に

吉
野
の
里
に
降
れ
る
白
雪

朝
ぼ
ら
け
宇
治
の
川
霧
絶
え
絶
え
に

現
れ
わ
た
る
瀬
瀬(

せ
ぜ)
の
網
代
気(

あ
じ
ろ
ぎ)

の
二
首
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
初
に
揚
げ
た
、
「
む
」
だ
け
で
取
る
の
は
、
「
む
」
で
は

じ
ま
る
歌
が
、
寂
蓮
法
師
の
「
村
雨
の
露
も
ま
だ
干
ぬ
槙
の
葉

に
霧
立
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮
れ
」
の
一
首
し
か
無
い
の
で
、
迷

わ
ず
、
取
り
札
の
下
の
句
の
「
霧
立
ち
上
る
秋
の
夕
暮
れ
」
を

取
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
最
初
の
一
音
を
聴
く
だ
け
で
、
取
り
札
が
決
ま
る
も
の

が
、
俗
に
言
う
「
む
す
め
ふ
さ
ほ
せ
」
で
あ
る
。

住
の
江
の
岸
に
夜
波
よ
る
さ
へ
や

夢
の
通
ひ
路
人
目
よ
く
ら
む

め
ぐ
り
逢
ひ
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
に

雲
隠
れ
に
し
夜
半(

よ
わ)

の
月
か
な

吹
く
か
ら
に
秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
ば

む
べ
山
風
を
あ
ら
し
と
い
ふ
ら
む

寂
し
さ
に
宿
を
立
ち
出
で
て
な
が
む
れ
ば

い
づ
く
も
同
じ
秋
の
夕
暮
れ

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
つ
る
方
を
な
が
む
れ
ば

た
だ
有
明
の
月
ぞ
残
れ
る

瀬
を
早
み
岩
に
せ
か
る
る
滝
川
の

わ
れ
て
も
末
に
逢
は
む
と
ぞ
思
ふ

（
参
照
、
峯
村
文
仁(

み
ね
む
ら
ふ
み
と)

著
、
『
百
人
一

首
』
、
１
９
７
９
年
、
筑
摩
書
房
）
と
あ
る
。
ち
な
み
に
「
あ

札
」
は
１
７
枚
あ
る
の
で
、
「
あ
札
」
を
空
札
に
選
ぶ
読
み
手

が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

父
を
は
じ
め
、
兄
や
姉
は
当
然
毎
夜
の
よ
う
に
、
近
所
の
家

々
に
行
っ
て
し
ま
い
、
わ
た
し
は
何
時
も
母
と
留
守
番
で
あ
る

が
、
我
が
家
で
行
う
と
き
は
、
わ
た
し
も
持
ち
札
を
分
け
て
も

ら
っ
て
、
自
分
の
前
に
、
と
く
と
く
と
し
て
、
一
番
左
は
「
め

ぐ
り
あ
ひ
て
」
、
次
が
「
春
過
ぎ
て
」
、
そ
の
次
は
「
淡
路

島
」
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
、
自
分
が
覚
え
た
歌
だ
け
を
注
文

－ ２２ －



し
て
、
好
き
な
よ
う
に
並
べ
て
、
み
な
と
一
緒
に
や
っ
て
い
る

気
に
な
っ
て
い
た
。

今
考
え
る
と
、
自
分
で
も
笑
っ
て
し
ま
う
が
、
わ
た
し
の
領

域
に
は
誰
も
入
っ
て
来
な
い
の
だ
か
ら
、
何
の
心
配
も
な
く
、

い
や
、
と
き
と
し
て
、
間
違
え
て
い
た
と
し
て
も
困
り
は
し
な

い
。
で
も
、
わ
た
し
を
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
た
、
近
所
の
お
ば

さ
ん
は
わ
た
し
が
「
は
い
」
と
取
る
た
び
に
、
き
ち
ん
と
「
よ

く
取
れ
た
」
と
か
、
「
あ
っ
間
違
え
ち
ゃ
っ
た
」
と
か
言
っ

て
、
自
分
も
本
当
の
カ
ル
タ
会
の
仲
間
で
試
合
を
し
な
が
ら
、

わ
た
し
の
面
倒
も
見
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

我
が
家
で
カ
ル
タ
会
を
や
れ
る
の
は
、
一
冬
に
一
度
か
二
度

し
か
な
い
が
、
毎
日
兄
や
姉
や
近
所
の
お
ば
さ
ん
に
、
こ
れ
ら

の
歌
を
そ
ら
ん
じ
る
ま
で
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
。

高
校
生
に
な
っ
て
か
ら
、
『
万
葉
集
』
を
読
ん
だ
と
き
、
知

っ
て
い
る
歌
が
出
て
き
た
が
、
部
分
的
に
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る

こ
と
に
気
付
き
違
和
感
を
さ
え
感
じ
た
。
し
か
し
、
教
師
の
説

明
や
、
そ
の
後
の
細
々
な
が
ら
の
学
び
の
中
で
、
古
文
書
の
写

本
の
問
題
や
、
「
百
人
一
首
」
の
成
立
課
程
も
諸
説
あ
る
こ
と

な
ど
、
少
し
ず
つ
解
っ
て
く
る
と
、
こ
れ
も
お
も
し
ろ
い
も
の

だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
な
に
し
ろ
宗
祇
が
ま
と
め
た
と
い

う
説
も
あ
っ
た
と
い
う
。

な
に
よ
り
、
も
っ
と
お
か
し
い
の
は
、
こ
の
カ
ル
タ
遊
び
が

わ
た
し
の
周
辺
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
ば
か
り
思
っ
て

い
た
愚
か
さ
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
数
百
年
前
か
ら
我
が

国
の
正
月
遊
び
と
し
て
親
し
ま
れ
、
太
平
洋
戦
争
の
間
中
断
さ

れ
て
い
た
と
は
、
当
然
子
供
の
頃
は
知
ら
な
か
っ
た
。
更
に
カ

ル
タ
遊
び
の
原
典
は
平
安
時
代
の
「
貝
合
わ
せ
」
だ
と
知
っ
た

と
き
の
、
古
人
｀
い
に
し
え
び
と*

B

の
、
な
ん
と
も
優
雅
な
、

自
然
と
の
近
し
い
生
活
感
が
心
を
ほ
こ
ろ
ば
す
。
た
と
え
ば
蜆

や
ア
サ
リ
や
蛤
の
模
様
は
、
二
つ
と
同
じ
も
の
が
な
く
、
中
身

を
出
し
て
一
対
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
た
も
の
を
、
何
個
も
混
ぜ
合

わ
せ
て
も
、
模
様
を
見
れ
ば
元
通
り
の
一
つ
の
貝
に
な
る
と
い

う
。こ

れ
が
「
貝
合
わ
せ
遊
び
」
の
は
じ
ま
り
で
、
だ
ん
だ
ん
貝

の
中
側
に
布
を
貼
っ
た
り
、
絵
を
描
い
た
り
し
た
よ
う
で
あ

る
。
む
ろ
ん
こ
ん
な
優
雅
な
遊
び
を
し
て
い
ら
れ
た
の
は
、
ご

く
限
ら
れ
た
階
層
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
あ
た
り
の
貝
を
拾
い
集

め
て
、
な
ん
の
加
工
も
せ
ず
に
、
誰
も
が
遊
べ
た
こ
と
も
充
分

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
貝
は
割
れ
て
、
け
が
を
す
る
な
ど
不

具
合
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
廃
れ
て
い
っ
た
ら
し

い
。
そ
の
う
ち
に
貝
か
ら
、
紙
に
書
か
れ
た
「
一
首
の
歌
」
の

上
の
句
と
下
の
句
を
、
わ
ざ
と
切
り
離
し
て
、
そ
れ
を
元
の
一

首
に
戻
す
遊
び
に
変
化
し
た
の
だ
と
い
う
。

遊
び
と
は
、
こ
の
よ
う
に
細
や
か
な
観
察
と
工
夫
の
中
か
ら

生
ま
れ
る
の
だ
と
思
う
。

２
０
０
７
年

月
５
日
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追
悼
、
浦
口
明
徳
さ
ん

名
古
屋
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
情
報
文
化
セ
ン
タ
ー
所
長
の
浦
口
明

徳
さ
ん
が
、
こ
の
十
月
六
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

浦
口
さ
ん
は
長
く
視
覚
障
害
者
の
読
書
に
関
心
を
お
持
ち

で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
読
書
権
運
動
、
点
訳
並
び
に
音
訳

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組
織
作
り
と
、
人
並
み
は
ず
れ
た
行
動
力
・

実
践
力
を
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。

近
年
、
漢
点
字
へ
の
関
心
を
深
め
ら
れ
、
本
会
の
活
動
の
趣

意
の
、
人
文
系
の
資
料
を
漢
点
字
で
読
め
る
環
境
作
り
に
も
ご

理
解
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
矢
先
で
し
た
。

享
年
六
十
歳
。

ご
報
告
と
ご
案
内

一

『
常
用
字
解
』
の
漢
点
字
訳

来
年
（
二
〇
〇
八
年
）
度
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
納
入
を

予
定
し
て
い
る
『
常
用
字
解
』
（
白
川
静
編
、
平
凡
社
）
の
漢

点
字
訳
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

こ
れ
に
着
手
す
る
に
当
た
り
、
当
初
は
本
書
を
常
用
漢
字
の

解
説
書
と
捉
え
て
、
字
式
の
提
示
な
ど
は
最
小
限
に
留
め
る
こ

と
で
対
処
す
る
予
定
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
作
業
を
進
め
る
に
従
い
、
本
書
の
構
成
が
、
白
川

先
生
の
三
部
作
・
『
字
統
』
、
『
字
訓
』
、
『
字
通
』
の
常
用

漢
字
の
部
分
を
抄
訳
し
、
平
易
な
表
現
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
来
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ
ー
ド
に
あ
る
旧
字
・
異
体
字
の
説

明
ば
か
り
で
な
く
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ
ー
ド
に
含
ま
れ
な
い
字
形
の
説

明
も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
漢
点
字
版
で
は
、
大
幅
に
字
形
の
説
明
を
挿
入
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
不
十
分
に
は
違
い
ご
ざ
い

ま
せ
ん
が
、
今
後
の
漢
点
字
書
作
成
へ
の
提
案
の
一
つ
と
ご
理

解
賜
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。

二

『
人
名
字
解
』
の
漢
点
字
訳

『
常
用
字
解
』
に
引
き
続
き
、
『
人
名
字
解
』
（
白
川
静

編
、
平
凡
社
）
の
漢
点
字
訳
に
着
手
し
て
お
り
ま
す
。
横
浜
市

中
央
図
書
館
に
二
〇
一
〇
年
度
分
と
し
て
納
入
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。

同
書
の
漢
点
字
訳
も
、
『
常
用
字
解
』
と
同
様
の
コ
ン
セ
プ

ト
で
当
た
る
予
定
で
お
り
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
辞
書
で
、
我
が(

裏
表
紙

ペ
ー
ジ
に
続
く)
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漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

ノ

峨
眉
山
月
歌

盛
唐

李
白

り

は
くノ

峨

眉

山

月

半

輪

秋

ハ

リ
テ

ニ

ル

影

入
二

平

羌

江

水
一

流

シ
テ

ヲ

カ
フ

ニ

夜

發
二

清

溪
一

向
二

三

峽
一

ヘ
ド
モ

ヲ

エ

ル

ニ

思
レ

君

不
レ

見

下
二

渝

州
一

ス

ニ

夜
雨
寄
レ

北

晩
唐

李

商
隠

り

し
ょ
う
い
ん

フ
モ

ヲ

ダ

ラ

君

問
二

歸

期
一

未
レ

有
レ

期

ノ

ル

ニ

巴

山

夜

雨

漲
二

秋

池
一

カ

ニ

ニ

ツ
テ

ノ

ヲ

何

當
下

共

翦
二

西

牕

燭
一

ツ
テ

キ

ノ

ヲ

卻

話
中

巴

山

夜

雨

時
上

ル

峨
眉
山
月
の
歌

峨
眉
山
月
半
輪
の
秋

が

び

さ
ん
げ
つ
は
ん
り
ん

あ
き

影
は
平
羌
江
水
に
入
り
て
流
る

か
げ

へ
い
き
ょ
う
こ
う
す
い

い

な
が

夜
清
溪
を
発
し
て
三
峡
に
向
か
う

よ
る
せ
い
け
い

は
っ

さ
ん
き
ょ
う

む

君
を
思
え
ど
も
見
え
ず
渝
州
に
下
る

き
み

お
も

み

ゆ
し
ゅ
う

く
だ

半
輪
＝
半
月
形
の
月
。

影
＝
月
の
光
。

峨
眉
山･

平
羌
江･

清
溪･

三
峡･

渝
州
は
い
ず
れ
も
固
有
名

詞
。
峨
眉
山
に
半
月
の
か
か
る
秋
の
夜
、

山
間
の
川
を
下
っ

て
い
く
。
「
君
」
は
山
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
見
え
な
く
な
っ
た

月
。
恋
人
ま
た
は
親
友
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。

夜
雨
北
に
寄
す

君
帰
期
を
問
う
も
未
だ
期
有
ら
ず

き
み

き

き

と

い
ま

き

あ

巴
山
の
夜
雨
秋
池
に
漲
る

は

ざ

ん

や

う

し
ゅ
う
ち

み
な
ぎ

何
か
当
に
共
に
西
牕
の
燭
を
翦
っ
て

い
つ

ま
さ

と
も

せ
い
そ
う

し
ょ
く

き

卻
っ
て
巴
山
夜
雨
の
時
を
話
る
べ
き

か
え

は

ざ

ん

や

う

と
き

か
た

寄
レ

北
＝
北
は
長
安
に
い
る
妻
を
指
す
。
妻
に
送
る
の
意
。

未
レ

有
レ

期
＝
ま
だ
そ
の
期
日
は
わ
か
ら
な
い
。

牕
＝
窓
に
同
じ
。
西
向
き
の
窓
は
こ
こ
で
は
夫
婦
の
寝
室
。

翦
＝
剪
に
同
じ
。
灯
心
を
切
っ
て
、
灯
火
を
明
る
く
す
る
。

い
つ
に
な
っ
た
ら
、
任
地
か
ら
都
長
安
に
も
ど
り
、
巴
山

の
夜
の
雨
の
時
（
の
今
の
心
境
）
を
思
い
返
し
て
、
妻
と

と
も
に
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

－ ２５ －



－ ２６ －

峨 眉 山 月 ノ 歌

峨 眉 山 月半 輪 ノ 秋

影 ハ 入 リテ 平 羌 江 水 ニ 流

ル

夜 發 シテ 清 溪 ヲ 向 カフ 三

峽 ニ

思 ヘ ドモ 君 ヲ 不 見 エ 下

ル 渝 州 ニ

夜 雨 寄 ス 北 ニ

君 問 フモ 歸 期 ヲ 未 ダ 有

ラ 期

巴 山 ノ 夜 雨 漲 ル 秋 池 ニ

何 カ キ 當 ニ 共 ニ 翦 ツテ

西 牕 ノ 燭 ヲ

卻 ツテ 話 ル 巴 山 夜 雨 ノ 時

ヲ

牕 (ソウ・まど) は、ＪＩＳ第１・第２水準にない漢字です。
参照図書：遠藤哲夫『語法詳解 漢詩』（旺文社）



（横－１） －２７－

漢点字講習用テキスト

初級編 第四回

３ 複合文字 （１）

ここで言う〈複合文字〉とは、二つ以上の〈部首〉（漢字のパーツ）を、

ブロック状に組み合わせた構成の漢字です。〈部首〉は、元々一つの文字

です。前回ご紹介した〈基本文字〉がそれです。〈部首〉は〈複合文字〉

の中で、「偏」、「旁」、「冠」、「脚」、「繞」などと呼ばれて、その文字の音

や意味を表します。

〈複合文字〉は、漢字の分類法の「六書」では、〈会意文字〉と〈形声

文字〉に当たります。とりわけ〈形声文字〉は、漢字の八割を占めてい

ますので、〈基本文字〉の理解が、〈漢字〉の理解に繋がることが分かり

ます。

〈漢点字〉の多くは、二マス「 」の形で表されます。一マスに一

つの部首を割り当てて、全ての部首を、左右の関係で表します。そのた

めに、元来は上下の関係で表さなければならない文字も、左右に配置し

て表します。

また、二つのマスだけで表すために、三つ以上の部首を含む文字は、

その中の二つの部首を選択して表すことになります。

さらに、点字の符号には限りがありますので、異なった二つ、三つの

文字が、同じ点字符号に重なることがあります。そのような場合、左右

の部首の配置を逆にしたり、部首の選択を変えたりすることで回避しま

す。

それでは、〈複合文字〉の第一回をどうぞ。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１．漢数字および第一基本文字を部首とした文字（１）

ここでは、これまで出て来た文字、漢数字と第一基本文字を〈部首〉（パ

ーツ）として組み立てられた文字を、ご紹介します。

※ 「木 」を部首として含む文字



－２８－ （横－２）

（１） 林 リン はやし

「木 」を二つ並べた形の文字です。木が二つで「はやし」、このよう

な文字を「六書」では、〈会意文字〉と分類しています。〈会意文字〉と

は、「意味を合わせて作られた文字」の意で、元の文字の意味を寄せ合わ

せてできた文字ということです。漢点字でも、「木」を二つ並べた形です。

「竹林」「密林」「林間」「広葉樹林」「林業」「松林」「雑木林」

（２） 森 シン もり

「木 」を三つ、「林 」の上にもう一つ「木 」を乗せた形の文字

です。漢点字では、二マスに収めるために、二マス目に３を表す「 」

の符号を入れました。

「森林」「森閑」「鎮守の森」

（３） 材 ザイ サイ き

「木 偏」の右側に「才 」の形の文字です。木製品の元になるも

の、つまり木材です。現在では、製品の元になるもの全般に用いられま

す。この文字は、通常音読みの「ザイ」とだけ読まれます。漢点字では、

「 （才 ）」と「 （木 ）」で表されます。ご覧のように、偏

と旁が反対に配置されています。後に出て来る「枯」と、点字符号が重

なるからです。

「木材」「材木」「材質」「材料」「素材」「資材」「人材」

・「相」とそれを含む文字

（４） 相 ソウ ショウ あい み‐る たす‐ける

「木 」と「目 」で構成された文字です。二つのものの関係、もの

の形を表します。また、国を治める責任者、大臣の意味があります。「あ

い」と読んで、強調の接頭語としても用いられます。漢点字では、「

（ 」と「 （目 ）」で表されます。

「相談」「首相」「外相」「人相」「骨相」「相互努力」「相思相愛」「相手」

「相済まない」

（５） 想 ソウ ショウ おも‐う

「相 」の下に「心 」を付けた形の文字です。「心におもう」の意

で、考えや像が心に浮かぶ動きを表します。漢点字では、「 （相 ）」



（横－３） －２９－

と「 （心 ）」で表されます。「相 」の「目 」を省略して、「心

」を付けた形です。

「想像」「想念」「幻想」「思想」

・「果」とそれを含む文字。

（６） 果 カ は‐たす は‐てる

「木 」の上に「田 」を乗せた形の文字です。作物や木の実が実る

ことを意味しています。そこから、「物事の終わり」や、「仕事の出来映

え」などを表します。この「田 」は、田畑のことではなく、木に、た

わわに木の実がなっている姿を表しています。「田 」はこのように、本

来の意味ではなく、「一杯に詰まった」とか、「沢山のものが寄り集まっ

た」という形を表したりもします。漢点字では、「 （ ）」と「

（木 ）」と、上下の関係を左右に置き換えた形をしています。

「果実」「果汁」「果肉」「果樹」「結果」「成れの果て」

「果てしない荒野」

（７） 課 カ はか‐る こころ‐みる

「果 」の左に「言 偏」を加えた形の文字です。「言偏のカ」とし

て、役所や会社などの組織の単位に用いられています。漢点字では、

「 （ ）」と「 （果 ）」と、「木 」を省略した形を表して

います。

「課長」「捜査一課」「課税」「課題」

・「休」とそれを含む文字。

（８） 休 キュウ ク やす‐む いこ‐う

「人 偏」に「木 」の形の文字です。人が木に寄り添って休息をと

っている姿と言われます。漢点字でも「 」と「 」の符号で表されま

す。

「休日」「休憩」「休息」「連休」「定休日」「正月休み」

（９） 保 ホ ホウ たも‐つ やす‐んずる

「休 」の「木 」の上に「口 」が乗った形の文字です。この右

側の旁には、赤ちゃんをおむつでくるんで大事にするという意味があり

ます。そこから、ものや人を守るという意味になりました。この文字の



－３０－ （横－４）

音は、通常「ホ」と読まれて、「ホウ」は、固有名詞に用いられます。

漢点字では、「 （ 偏）」と「 （口 ）」で表されます。「木

」が省略されています。

＊ この文字の旁「呆」は、独立した文字でもあります。音は「ホ

ウ」、訓は「あきれる」ですが、本来の意味は、「大事にくるむ」です。

漢点字の符号は、「 」と三マスです。

「保安」「保護」「保健」保険」「保証」「担保」

※ 「未 」を部首として含む文字

（１０） 来 ライ く‐る きた‐る きた‐す

「未 」の長い横棒の左右の上に点を付けた形の文字です。「未

」は、先の細くなった植物の形を表しています。「来 」は、元

は実った麦の穂を表していましたが、下って、「くる、きたる、きたす」

の意味を表すようになりました。漢点字では、旧字の「來」が、長い

横棒の代わりに、左右に「人 」を配しているところから、「 」と「 」

で表すようになりました。

「来月」「来年」「来客」「来賓」「来日」「元来」「本来」「未来」

「将来」

（１１） 味 ミ ビ あじ あじ‐わう

「口 偏」に「未 」の形の文字です。「未 」が音を表して「ミ」

を、「口 」とともに、口で細かく味わうことを表します。食べ物の味

ばかりでなく、心に感じる面白さの意味にも用いられます。漢点字で

は、「 （口 ）」と「 （未 ）」で表されます。

「味噌」「味覚」「味読」「意味」「趣味」「含味」「吟味」

※ 「本 」を部首として含む文字

（１２） 体 タイ テイ からだ

「人 偏」に「本 」の形の文字です。「本 」で、全体に揃っ

たからだを表し、「人 」を付けて、人のからだであることを表します。

漢点字では、「 （人 ）」と「 （本 ）」で表されます。

「体格」「体操」「体育」「体系」「身体」「本体」「物体」「車体」

「気体」「液体」「固体」



Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： okada_tr_eib@ybb.ne.jp
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（

ペ
ー
ジ
か
ら
続
く
）
国
で
使
用
さ
れ
る
漢
字
の
お
お
よ
そ

24
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
に
辞
書

の
漢
点
字
訳
の
先
駆
け
と
な
っ
た
『
漢
字
源
』
（
藤
堂
明
保

編
、
学
習
研
究
社
）
を
加
え
れ
ば
、
当
面
の
要
に
達
す
る
も
の

と
考
え
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
、
『
神
さ
ま
が
く
れ
た
漢
字
た
ち
』
（
白
川
静
監
修
、

山
本
史
也
著
、
理
論
社
、
二
〇
〇
四
年
）
の
漢
点
字
訳
を
進
め

て
お
り
ま
す
。
本
書
は
、
漢
字
の
成
り
立
ち
を
平
易
な
文
章
で

ご
紹
介
し
て
い
る
も
の
で
、
漢
字
に
関
心
を
持
つ
人
に
と
っ

て
、
入
門
書
に
最
適
な
書
で
す
。
横
浜
で
試
み
て
お
り
ま
す

『
常
用
字
解
』
、
『
人
名
字
解
』
の
二
つ
の
辞
書
の
内
容
を
、

読
み
物
に
置
き
換
え
た
も
の
と
捉
え
て
よ
い
も
の
で
す
。

漢
点
字
訳
に
当
た
っ
て
は
、
『
常
用
字
解
』
の
方
法
を
参
考

に
し
て
お
り
ま
す
。

ご
期
待
下
さ
い
。

（
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
変
更
し
ま
し
た
。
）

Ｅ
‐
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ
：

o
k
a
d
a
_
t
r
_
e
i
b
@
y
b
b
.
n
e
.
j
p

▼
さ
す
が
に
暑
い
夏
の

日
々
が
去
り
、
秋
ら
し

い
さ
わ
や
か
な
日
々
を

迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
秋
は
敬
老
会
、

運
動
会
、
文
化
祭
等
、
地
域
の
行
事
が
目
白

押
し
で
こ
う
い
う
こ
と
に
関
わ
る
身
と
し
て

は
、
ま
こ
と
に
忙
し
い
季
節
で
す
▼
先
号
で
、

横
浜
国
大
の
村
田
忠
禧
先
生
の
漢
字
文
化
に

関
す
る
講
演
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、

漢
字
を
巡
る
新
し
い
動
き
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
か
ら
ま
す
ま
す
漢
字
の
字
体
に
つ
い
て
混

乱
が
起
こ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
や
な
予

感
が
し
ま
す
。W

i
n
d
o
w
s
V
i
s
t
a

に
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

第
３
水
準
漢
字
が
収
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
そ
う
な
る
と
今
ま
で
で
も
問
題
だ
っ

たE
i
b
r
k
w

で
変
換
で
き
な
い
漢
字
が
紛
れ
込

む
危
険
性
が
更
に
増
す
こ
と
に
な
り
ま
す
▼

先
生
は
「
日
本
に
お
け
る
漢
字
論
議
の
大
半

は
、
形
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
て
、
生
産
的

で
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
私
は

こ
の
考
え
に
大
賛
成
で
す
が
、
世
の
中
の
こ

れ
に
反
す
る
動
き
は
ど
う
に
も
止
め
ら
れ
な

い
こ
と
が
残
念
で
す
。

(

木
下

和
久)

編

集

後

記

－ ３１ －


