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漢
点
字
の
散
歩

（
八
）

岡
田

健
嗣

四

言
葉
に
出
会
う
（
承
前
）

⑤
点
字
離
れ

本
誌
の
発
刊
当
初
私
は
、
「
点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と
漢
点
字

の
触
読
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
拙
稿
を
試
み
た
。
こ
れ
は
当
時

（
現
在
は
な
お
加
速
さ
れ
て
い
る
よ
う
み
見
え
る
が
）
、
視
覚

障
害
者
の
周
辺
、
と
り
わ
け
点
字
出
版
界
の
間
で
、
視
覚
障
害

者
の
「
点
字
離
れ
」
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
点
字

を
読
む
視
覚
障
害
者
が
激
減
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
に
〈
点

字
〉
を
読
ま
な
く
な
っ
た
か
？
そ
の
訳
を
、
「
音
訳
」
の
活
動

が
活
発
に
な
っ
た
か
ら
だ
、
と
言
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
し
か

聞
こ
え
て
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
上
の
分
析
は
危
険
と
さ
れ
た

の
か
、
あ
る
い
は
困
難
と
か
不
可
能
と
さ
れ
た
の
か
、
的
を
得

た
と
思
わ
れ
る
議
論
に
は
残
念
な
が
ら
め
ぐ
り
会
え
な
か
っ

た
。
〈
点
字
〉
を
離
れ
た
視
覚
障
害
者
に
、
他
に
〈
文
字
〉
が

あ
る
の
か
？
私
は
そ
こ
が
知
り
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
視
覚
障
害

者
が
読
書
を
す
る
行
為
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ

が
彼
の
拙
論
で
あ
る
。

ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
〈
点
字
〉
を
創
案
し
て
、
初
め
て
視
覚

障
害
者
に
と
っ
て
〈
文
字
〉
と
呼
べ
る
も
の
が
で
き
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
現
在
で
も
点
字
図
書
館
や
盲
学
校
で
は
、
そ
の
よ

う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
イ
ユ
の
〈
点
字
〉
は
、
視
覚
障

害
者
の
読
書
環
境
を
一
変
し
た
と
言
わ
れ
る
。
「
触
読
」
し
得

る
〈
文
字
〉
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
読
書
が
変
わ
っ
た
の

で
は
な
く
、
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
イ
ユ
の
〈
点
字
〉
が

紹
介
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

言
わ
れ
な
が
ら
今
、
我
が
国
の
視
覚
障
害
者
は
そ
の
〈
点
字
〉

を
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
私
も

当
事
者
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
情
況
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
い

る
こ
と
を
隠
さ
ず
、
そ
れ
で
も
〈
点
字
〉
の
、
視
覚
障
害
者
の

〈
文
字
〉
で
あ
る
働
き
は
、
ま
だ
終
え
る
に
は
間
が
あ
り
過
ぎ

る
と
い
う
思
い
か
ら
、
そ
の
謎
に
当
た
っ
た
の
で
あ
る
。

我
が
国
で
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
一
九
六
四
、
昭
和
三
九

年
）
を
境
に
、
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
盛
ん
に
な
っ

た
。
点
訳
活
動
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
が
、
視
覚
障
害
者
の
読
書

環
境
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
と
な
っ
た
の
が
、
音
訳
活
動
の
盛

り
上
が
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
盛
り
上
が
り
は
、
と
り
わ
け
個
人

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
い
う
方
向
に
向
か
い
、
読
書
の
幅
の

大
き
な
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
点
訳
活
動
は
、
手

打
ち
の
点
字
器
か
ブ
レ
ー
ラ
ー
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
ー
を
使
用
し
て
い
た
が
、
音
訳
は
、
当
初
オ
ー
プ
ン
リ
ー

－ １ －



ル
の
磁
気
テ
ー
プ
を
、
次
い
で
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
使
う
よ
う

に
な
っ
て
、
一
般
に
も
安
価
で
使
い
易
い
機
器
の
普
及
も
あ
っ

て
、
視
覚
障
害
者
の
読
書
に
対
す
る
敷
居
の
高
さ
も
、
随
分
低

い
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
録
音
技
術
の
一
般
化
と
機
器
の

低
価
格
化
は
、
音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
を
後
押
し
し
、
音

訳
書
へ
の
ニ
ー
ズ
は
大
幅
に
拡
大
し
た
。
当
初
は
点
字
図
書
館

の
蔵
書
の
製
作
が
主
な
活
動
で
あ
っ
た
の
が
、
「
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
サ
ー
ビ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
個
人
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
増
加

し
て
、
一
般
の
図
書
館
や
社
会
福
祉
協
議
会
を
拠
点
と
す
る
活

動
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
音
訳
の
メ
デ
ィ
ア
（
媒
体
）

に
も
変
化
が
あ
っ
て
、
当
時
欧
米
で
は
ソ
ノ
シ
ー
ト
（
ム
ー

ン
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
次
い
で
磁
気
テ
ー
プ
が
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
当
初
か
ら
磁
気
テ

ー
プ
が
採
用
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
の
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
柔
軟
な
対
応
の
端
緒
の
一
つ
と
な
っ

た
。
言
わ
ば
後
発
の
強
み
で
あ
る
。
現
在
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
へ

の
移
行
期
に
当
た
っ
て
い
て
、
ア
ナ
ロ
グ
の
磁
気
テ
ー
プ
は
姿

を
消
し
つ
つ
あ
る
が
、
一
方
、
全
て
を
デ
ジ
タ
ル
技
術
（
Ｄ
ａ

ｉ
ｓ
ｙ
）
で
供
給
す
る
体
制
も
整
っ
て
は
い
な
い
。
我
が
国
で

は
ソ
ノ
シ
ー
ト
か
ら
磁
気
テ
ー
プ
へ
の
移
行
と
い
う
変
化
は
経

験
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
変
遷
は
、
そ
れ

を
通
し
て
読
書
す
る
者
に
と
っ
て
、
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い

る
の
も
否
め
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
思
わ
ぬ
（
？
）
こ
と
が
起
き
た
。
「
点
字

離
れ
」
で
あ
る
。

音
訳
の
普
及
は
多
く
の
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、
読
書
の
質

の
変
化
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
一
言
で
言
う
な
ら
、
大
変

気
楽
に
読
書
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

音
訳
を
点
訳
と
比
較
す
る
と
、
第
一
に
完
成
が
早
い
。
パ
ソ

コ
ン
点
訳
が
一
般
化
し
た
現
在
と
違
っ
て
、
当
時
の
点
訳
は
手

打
ち
か
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
音
訳

は
、
校
正
作
業
を
横
に
置
け
ば
、
話
し
言
葉
の
速
度
で
読
み
上

げ
れ
ば
よ
い
。
ず
っ
と
効
率
的
で
あ
る
。
完
成
も
早
か
っ
た
。

第
二
は
、
音
訳
書
は
音
訳
者
自
身
が
一
度
読
み
込
ん
で
そ
れ

を
声
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
子
ど
も
を
対
象
に
し
た

「
読
み
聞
か
せ
」
と
変
わ
ら
な
い
。
音
訳
者
が
理
解
し
た
も
の

を
、
聴
読
者
は
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
現
在
は
こ
の

サ
ー
ビ
ス
を
「
音
訳
サ
ー
ビ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
当
初
は

「
朗
読
サ
ー
ビ
ス
」
と
呼
ん
で
い
た
。
点
訳
書
は
文
字
を
読

む
。
ど
う
読
む
か
、
ど
う
理
解
す
る
か
は
読
み
手
に
任
さ
れ
て

い
る
。
（
お
ま
け
に
〈
日
本
語
点
字
〉
に
は
〈
漢
字
〉
の
体
系

は
な
か
っ
た
。
日
本
語
の
標
準
表
記
で
あ
る
漢
字
仮
名
交
じ
り

で
は
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
）

第
三
は
、
触
読
は
大
変
体
力
を
必
要
と
す
る
。
腕
力
で
は
な

い
、
持
久
力
で
あ
る
。
疲
労
と
の
闘
い
で
あ
る
。
心
身
が
充
実

し
て
い
な
け
れ
ば
、
長
時
間
の
読
書
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
私
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の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
多
感
な
青
年
期
に
は
心
の
持
久
力
が
な

く
、
齢
を
経
る
に
連
れ
て
身
体
の
持
久
力
が
減
衰
し
て
来
る
。

〈
点
字
〉
を
触
読
し
て
読
書
し
て
、
そ
の
質
と
量
を
全
う
す
る

の
は
極
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
表
だ
っ
た
議
論
に
載
せ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

に
引
き
替
え
音
訳
書
の
聴
読
は
、
極
め
て
安
楽
に
読
む
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
、
点
字
書
の
数
倍
の
読
書
量

を
こ
な
せ
る
。
単
位
時
間
内
ば
か
り
で
は
な
い
。
長
時
間
の
聴

読
も
そ
れ
ほ
ど
苦
に
な
ら
な
い
。
現
在
で
は
再
生
速
度
を
増
す

こ
と
も
で
き
て
、
週
刊
誌
の
よ
う
な
記
事
な
ら
ば
、
通
常
の
二

倍
の
速
度
で
も
十
分
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
れ
ば
「
点
字
離
れ
」
は
必
然
だ
、
〈
点

字
〉
は
も
う
要
ら
な
い
、
役
割
は
終
わ
っ
た
、
私
自
身
の
読
書

の
方
法
の
中
心
も
音
訳
に
依
存
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
結

論
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
？
だ
が
角
度
を

変
え
れ
ば
、
反
対
も
真
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
来
る
。

試
し
に
晴
眼
者
の
皆
さ
ん
の
目
の
前
に
、
墨
字
の
活
字
書
と

音
訳
書
を
置
く
。
ど
ち
ら
を
手
に
取
る
か
？
私
の
知
る
限
り
、

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
墨
字
の
活
字
書
で
あ
る
。
耳
か
ら
聴
く
こ

と
を
読
書
と
考
え
る
人
は
ま
ず
い
な
い
。
晴
眼
者
の
皆
さ
ん
に

と
っ
て
、
「
音
訳
」
は
「
朗
読
」
で
あ
っ
て
、
既
に
熟
知
し
て

い
る
文
学
作
品
の
上
手
な
「
朗
読
」
を
聴
く
、
「
朗
読
」
を
鑑

賞
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
対
応
で
あ
り
態
度

な
の
だ
。
も
し
墨
字
の
活
字
書
と
音
訳
書
を
目
の
前
に
し
て
音

訳
書
を
取
る
と
す
れ
ば
、
「
読
」
ん
で
鑑
賞
す
る
か
、
「
聴
」

い
て
鑑
賞
す
る
か
の
選
択
で
あ
っ
て
、
活
字
で
「
読
」
む
か
、

聴
い
て
「
読
」
む
か
を
選
択
す
る
の
で
は
な
い
。
初
見
の
本
で

あ
れ
ば
、
間
違
い
な
く
活
字
書
を
取
る
の
で
あ
る
。

「
点
字
離
れ
」
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
晴
眼
者
の
皆
さ
ん

が
ど
の
よ
う
に
文
字
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
の
か
を
考
え
て
み

た
。
制
度
上
、
視
覚
障
害
者
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
か
を
考
え
る
と
き
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
も
見
え
て
は
来
な

い
だ
ろ
う
か
？

一
般
に
文
字
を
読
み
、
文
章
を
読
む
力
を
養
う
の
に
は
、
初

等
教
育
か
ら
母
語
の
文
字
表
記
（
我
が
国
で
は
ひ
ら
が
な
・
カ

タ
カ
ナ
・
漢
字
と
、
そ
し
て
送
り
が
な
法
と
漢
字
仮
名
交
じ
り

法
）
を
学
ぶ
。
学
び
な
が
ら
繰
り
返
し
例
文
に
当
た
り
、
練
習

用
の
読
本
を
読
む
。
同
時
に
文
字
を
書
き
、
例
文
を
写
し
、
文

章
の
練
習
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
が
、
後
に
自
身
の
心
情

の
吐
露
や
思
考
の
記
述
と
し
て
結
実
す
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験

を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
で
あ
る
。
目

と
脳
、
手
と
脳
の
繰
り
返
し
の
往
還
が
記
述
の
下
地
と
な
り
、

言
語
が
厚
み
を
増
し
、
表
現
を
支
え
る
の
で
あ
る
。
現
在
我
が

国
で
言
わ
れ
て
い
る
識
字
率
九
九
．
八
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
こ
の

よ
う
な
教
育
を
公
教
育
と
し
て
制
度
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達

成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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一
方
視
覚
障
害
者
が
「
点
字
離
れ
」
す
る
の
は
な
ぜ
か
？
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
点
字
書
を
触
読
す
る
よ
り

も
、
音
訳
書
を
聴
読
す
る
方
が
目
的
に
叶
っ
て
い
る
か
ら
だ
と

言
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
本
当
の
答
え
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

否
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
一
般
の
〈
文
字
〉
教
育
、
〈
言

語
〉
教
育
と
同
様
の
教
育
が
、
視
覚
障
害
者
に
は
施
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
だ
と
い
う
の
が
真
の
答
え
で
あ
る
。

視
覚
障
害
者
の
〈
文
字
〉
は
、
触
読
で
き
る
〈
点
字
〉
で
あ

る
こ
と
は
文
科
省
か
ら
盲
学
校
・
点
字
図
書
館
ま
で
一
致
し
た

認
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
公
教
育
の
場
で
教
え
ら
れ
使
用
し
て

い
る
〈
点
字
〉
は
、
「
カ
ナ
点
字
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。
（
点

字
の
漢
字
体
系
で
あ
る
〈
漢
点
字
〉
は
教
え
ら
れ
て
い
な

い
。
）
従
っ
て
「
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
」
の
区
別
も
、
〈
漢

字
〉
の
音
・
訓
も
、
送
り
が
な
法
も
漢
字
仮
名
交
じ
り
も
、
そ

の
存
在
は
話
と
し
て
聞
く
こ
と
は
あ
る
が
、
教
え
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。
「
読
み
・
書
き
」
の
練
習
も
無
論
な
い
。
触
読
に
用

い
ら
れ
る
手
と
、
文
字
情
報
を
受
け
取
る
脳
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
も
起
こ
ら
な
い
し
、
言
語
上
の
経
験
も
叶
わ
な
い
。
「
推

敲
」
と
い
う
言
葉
を
音
声
で
は
知
っ
て
い
て
も
、
「
僧
推
月
下

門
」
の
「
推
」
を
「
敲
」
の
字
に
す
る
の
が
よ
い
か
ど
う
か
と

悩
む
こ
と
も
、
音
声
で
知
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
詩
人
の
萩
原
朔
太
郎
は
、
文
芸
作
品
の
抽
象
度
に
つ

い
て
、
最
も
高
い
の
は
「
詩
歌
」
、
中
等
度
が
「
評
論
」
、
低

い
の
が
「
小
説
」
と
言
っ
た
。
つ
ま
り
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
盛

ん
に
経
験
し
積
み
重
ね
て
蓄
え
た
力
を
持
っ
て
し
な
け
れ
ば
読

み
解
け
な
い
の
が
「
詩
歌
」
で
あ
り
、
そ
の
次
に
力
を
求
め
ら

れ
る
の
が
「
評
論
」
で
あ
り
、
さ
ら
り
と
読
ん
で
も
理
解
で
き

る
の
が
「
小
説
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
勿
論
「
詩
歌
、
評

論
、
小
説
」
と
言
っ
て
も
す
こ
ぶ
る
幅
は
広
い
の
だ
が
、
朔
太

郎
の
言
う
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
極
め
て
抽
象
度
の
高
い
も

の
を
指
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

現
在
の
公
教
育
制
度
で
は
、
初
等
・
中
等
・
高
等
教
育
の
課

程
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
文
字
の
数
・
文
法
・
構
文
が
事
細
か

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
身
に
つ
け
て
お
け
ば
、
そ
の

後
は
自
助
努
力
で
何
と
で
も
な
る
と
い
う
水
準
ま
で
教
え
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
訓
練
し
経
験
を
積
む
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
朔
太
郎
の
言
う
抽
象
度
に
も
十
分
対
応
で
き
る
と
い

う
の
が
こ
の
制
度
で
あ
る
。

だ
が
視
覚
障
害
者
の
教
育
課
程
で
は
、
こ
う
い
う
水
準
は
求

め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
し
て
「
点
字
離
れ
」

が
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
音
訳
書
の
聴
読
と
点
訳
書
の
触
読
を
比
較
し
て
み
た

が
、
こ
こ
で
言
う
「
点
訳
書
」
は
、
「
カ
ナ
点
字
」
の
み
で
記

載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
を

触
読
す
る
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
、
多
少
の
異
同
は
認
め
ら
れ
る

に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
「
点
訳
書
」
の
位
置
に
、
〈
漢
点
字
訳
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書
〉
を
置
い
て
み
る
。

一
番
目
は
完
成
に
時
日
が
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
パ
ソ

コ
ン
点
訳
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
点
字
そ
の
も
の
を

入
力
す
る
方
法
は
採
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
か
な
り
の
変
化
を
見

せ
て
い
る
。
加
え
て
〈
漢
点
字
〉
へ
の
点
訳
で
あ
る
の
で
、
漢

字
を
ど
う
読
む
か
、
分
か
ち
書
き
は
ど
う
す
る
か
な
ど
、
カ
ナ

点
字
独
特
の
表
記
法
に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
し
て
複

製
も
容
易
な
の
で
、
多
数
へ
の
供
給
が
可
能
に
な
っ
た
。

三
番
目
は
体
力
と
疲
労
で
あ
る
。
こ
れ
は
越
え
難
い
課
題
で

あ
る
。
こ
れ
か
ら
先
ず
っ
と
付
き
合
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
〈
漢
点
字
〉
で
あ
っ
て
も
触
読

か
ら
離
れ
て
行
く
の
を
留
め
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

が
触
読
に
は
、
そ
ん
な
課
題
を
克
服
す
る
だ
け
の
果
実
を
結
ぶ

何
か
を
蔵
し
て
い
る
は
ず
だ
。

二
番
目
は
、
音
訳
は
「
音
訳
者
の
読
み
聞
か
せ
」
だ
と
い
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
大
き
な
メ
リ

ッ
ト
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
メ
リ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
点
字

（
カ
ナ
点
字
）
を
触
読
す
る
よ
り
遥
か
に
大
量
の
書
物
を
読
む

こ
と
が
で
き
、
大
量
の
情
報
を
容
易
に
摂
取
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
点
字
（
カ
ナ
点
字
）
の
触
読
し
か
知
ら
な
か

っ
た
視
覚
障
害
者
は
、
こ
う
い
う
聴
読
の
メ
リ
ッ
ト
に
よ
っ

て
、
初
め
て
活
字
に
よ
る
情
報
の
豊
か
さ
に
触
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
そ
れ
を
摂
取
す
る
必
要
性
に
気
付
か
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
彼
ら
は
ま
だ
気
付
い
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

が
「
抽
象
度
」
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
本
来
教
育
課
程
で
ア

プ
ロ
ー
チ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
が
、
視
覚
障
害
者

に
は
そ
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
「
抽
象
度
」
を
ど
う

受
け
止
め
る
か
？
こ
れ
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
文
字
〉
の

習
得
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
通
し
て
、
言
語
の
経
験
を
積

む
こ
と
し
か
な
い
。
こ
れ
は
人
類
が
〈
文
字
〉
を
手
に
し
て
以

来
繰
り
返
し
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
本
来
な
ら
視
覚
障
害
者
も

例
外
で
な
く
〈
文
字
〉
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
与
り
た
い
の
だ

が
、
現
実
に
は
そ
の
機
会
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

教
育
課
程
で
の
抽
象
度
の
習
得
に
当
た
っ
て
、
古
典
の
教
科

が
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き

野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る

（
あ
か
ね
さ
す

む
ら
さ
き
の
ゆ
き
し
め
の
ゆ
き

の
も
り
は
み
ず
や

き
み
が
そ
で
ふ
る
）

「
万
葉
集
」
に
あ
る
宮
廷
歌
人
・
額
田
王
の
歌
で
あ
る
。
宮

廷
で
催
さ
れ
た
宴
で
、
大
海
人
皇
子
の
舞
っ
た
舞
を
讃
え
る
歌
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と
し
て
詠
ま
れ
た
と
言
う
。
「
紫
」
は
染
料
を
取
る
草
、
「
標

野
」
は
そ
の
紫
を
栽
培
す
る
天
皇
直
轄
領
、
「
野
守
」
は
そ
の

管
理
を
す
る
役
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
海
人
が
袖
を
振
っ
て
舞

を
舞
う
姿
を
、
額
田
は
「
私
の
と
こ
ろ
へ
来
ま
せ
ん
か
」
と
誘

い
を
か
け
て
い
る
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
海

人
が
ど
う
応
え
る
か
、
こ
れ
が
満
座
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
大
海
人
は
、

紫
草
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば

人
妻
ゆ
ゑ
に
吾
恋
ひ
め
や
も

（
む
ら
さ
き
の

に
ほ
へ
る
い
も
を
に
く
く
あ
ら
ば

ひ
と
づ
ま
ゆ
ゑ
に

あ
れ
こ
ひ
め
や
も
）

と
返
し
た
。
見
事
な
返
歌
で
あ
る
。

見
事
と
書
い
た
が
、
実
際
は
ど
う
な
の
か
？
大
海
人
と
額

田
、
額
田
と
天
智
天
皇
と
の
関
係
を
思
え
ば
、
単
に
「
う
ま

い
」
と
褒
め
れ
ば
よ
い
も
の
で
も
な
さ
そ
う
に
思
え
る
。
こ
の

辺
り
の
解
釈
は
読
者
諸
兄
姉
に
お
任
せ
し
た
い
。

額
田
王
は
七
世
紀
の
人
で
あ
る
。
今
か
ら
一
三
〇
〇
年
余
り

前
の
人
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
時
を
経
て
も
、
私
た
ち
が
現
在

に
あ
る
も
の
ご
と
と
同
様
に
、
感
動
を
持
っ
て
読
め
る
と
い
う

の
は
、
考
え
て
み
れ
ば
実
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
二
首
の
歌
が
高
校
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
か
ど
う

か
は
知
ら
な
い
。
が
少
な
く
と
も
大
学
の
教
養
課
程
の
講
座
で

は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
有
名
な
歌
で
あ
り
、
有
名
な
情
況

で
歌
わ
れ
た
歌
で
あ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
付
け
て
、
ジ
ャ
ズ
シ

ン
ガ
ー
が
歌
っ
て
い
る
の
を
、
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
流

し
て
い
た
の
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
現
代
人
に

も
親
し
ま
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
公
教
育

の
課
程
は
、
こ
う
い
う
古
典
を
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
読
み
こ
な

せ
る
程
度
の
力
が
付
く
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

〈
漢
点
字
〉
は
、
視
覚
障
害
者
が
こ
の
よ
う
な
文
学
に
親
し

む
と
き
、
決
定
的
な
力
と
な
っ
て
く
れ
る
。
文
学
作
品
は
、
読

む
こ
と
そ
の
も
の
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
あ
る
。
従
っ
て
抽
象

度
の
高
い
作
品
を
読
む
と
き
に
は
、
〈
文
字
〉
を
読
ま
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
「
音
訳
」
で
は
物
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
（
音

訳
者
の
皆
さ
ん
、
ご
容
赦
下
さ
い
。
）

現
在
教
育
界
で
は
、
未
だ
に
触
読
用
の
〈
漢
字
体
系
〉
に
つ

い
て
、
本
腰
を
入
れ
て
検
討
し
よ
う
と
い
う
気
運
は
見
ら
れ
な

い
。
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
以
来
、
触
読
文
字
は
〈
点
字
〉
で
あ
る

と
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
そ
の
〈
漢
字
体
系
〉
が
提
出
さ
れ
て

も
、
そ
の
検
討
す
ら
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
続
く
）
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離(

六
五)

山
内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

漢
字
批
判
（
中
）

漢
字
批
判
の
中
で
も
最
も
急
進
的
な
も
の
は
、
日
本
語
を
捨

て
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
用
い
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
を
日
本

の
国
語
に
し
よ
う
と
い
う
主
張
だ
ろ
う
。
今
回
は
そ
う
し
た
主

張
を
展
開
し
た
代
表
的
な
二
人
を
紹
介
す
る
。

「
小
説
の
神
様
」
と
ま
で
称
さ
れ
た
文
学
者
の
志
賀
直
哉
が

第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
の
翌
年
『
改
造
』
と
い
う
雑
誌
に
「
国

語
問
題
」
と
い
う
文
章
を
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
志
賀
は

「
吾
々
は
子
供
か
ら
今
の
国
語
に
慣
ら
さ
れ
、
そ
れ
程
に
感
じ

て
い
な
い
が
、
日
本
の
国
語
程
、
不
完
全
で
不
便
な
も
の
は
な

い
と
思
う
。
そ
の
結
果
、
如
何
に
文
化
の
進
展
が
阻
害
さ
れ
て

い
た
か
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
是
非
と
も
こ
の
機
会
に
」(

中

略
）
「
世
界
中
で
一
番
い
い
言
語
、
一
番
美
し
い
言
語
を
と
っ

て
、
そ
の
儘
、
国
語
に
採
用
し
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
最
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
前
段
で
は
「
私
は
六
〇
年
前
、

森
有
礼
が
英
語
を
国
語
に
採
用
し
よ
う
と
し
た
事
を
此
戦
争

中
、
度
々
想
起
し
た
。
も
し
そ
れ
が
実
現
し
て
い
た
ら
、
ど
う

で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
た
。
日
本
の
文
化
が
今
よ
り
も
遙
か
に

進
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
、
恐
ら
く

今
度
の
よ
う
な
戦
争
は
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
っ

た
。
」
と
日
本
語
が
悪
い
た
め
に
戦
争
が
起
き
た
と
い
わ
ん
ば

か
り
に
日
本
語
を
糾
弾
し
て
い
る
。

敗
戦
に
よ
っ
て
国
民
が
自
信
を
喪
失
し
て
い
る
中
、
戦
争
に

負
け
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
日
本
語
の
非
能
率
性
が
非
難
を
浴

び
た
の
で
あ
る
。

志
賀
直
哉
の
論
文
の
前
年
、
昭
和
二
〇
年
一
一
月
一
二
日
の

読
売
報
知
新
聞
の
社
説
は
「
漢
字
を
廃
止
せ
よ
」
と
い
う
題
で

次
の
よ
う
な
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。

「
民
主
主
義
の
運
営
を
期
す
る
に
は
一
定
の
知
能
の
発
達
を
必

要
と
す
る
。
そ
の
運
営
を
さ
ら
に
円
滑
化
す
る
た
め
に
は
一
層

大
き
く
知
識
と
知
能
と
を
高
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
明
社
会
に
お

い
て
知
識
と
知
能
と
を
高
め
る
最
も
広
汎
か
つ
基
礎
的
な
直
接

手
段
は
言
葉
と
文
字
で
あ
る
。
階
級
的
な
敬
語
そ
の
他
の
封
建

的
伝
習
の
色
濃
い
日
本
の
国
語
が
大
い
に
民
主
化
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
あ
っ
て
は
言

葉
記
載
の
手
段
た
る
文
字
改
革
の
必
要
は
特
に
大
き
く
、
政
治
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的
な
意
味
さ
え
あ
る
。
現
在
日
本
の
常
用
文
字
た
る
漢
字
が
い

か
に
わ
が
国
民
の
知
能
発
達
を
阻
害
し
て
い
る
か
に
は
無
数
の

例
証
が
あ
る
。
特
に
日
本
の
軍
国
主
義
と
反
動
主
義
と
は
こ
の

知
能
阻
害
作
用
を
巧
み
に
利
用
し
た
。
八
紘
一
宇
な
ど
と
い
う

わ
け
の
解
ら
ぬ
文
字
と
言
葉
で
日
本
人
の
批
判
能
力
は
完
全
に

封
殺
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
」(

中
略
）
「
一
切
の
封
建
的
伝
統

と
障
害
物
は
か
な
ぐ
り
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
こ
そ
封
建
的

な
漢
字
に
対
し
て
も
再
批
判
を
下
す
べ
き
時
が
来
た
の
で
あ

る
。
漢
字
を
廃
止
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
中
に
存
在
す
る

封
建
意
識
の
掃
討
が
促
進
さ
れ
、
あ
の
て
き
ぱ
き
し
た
ア
メ
リ

カ
式
能
率
に
は
じ
め
て
追
随
し
う
る
の
で
あ
る
。
」
志
賀
を
初

め
と
し
て
こ
の
よ
う
な
論
調
が
敗
戦
直
後
に
は
一
般
的
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
社
説
の
中
で
「
或
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
漢

字
仮
名
交
り
文
で
す
る
国
民
学
校
六
年
間
の
課
程
は
、
点
字
使

用
の
盲
人
教
育
に
お
い
て
、
僅
か
三
年
乃
至
（
な
い
し
）
四
年

の
間
に
完
了
さ
れ
う
る
と
い
う
。
日
本
の
児
童
は
国
民
学
校
、

中
学
校
を
通
じ
て
文
字
の
学
習
に
精
力
の
大
半
を
消
耗
す
る
。

そ
の
た
め
知
識
そ
の
も
の
を
広
め
か
つ
知
能
を
高
め
る
た
め
の

真
実
の
批
判
的
教
育
は
閑
却
さ
れ
る
。
欧
米
先
進
国
で
は
文
字

が
簡
単
で
、
そ
の
学
習
の
必
要
は
殆(

ほ
と
ん)

ど
な
い
。
一
切

の
時
間
と
精
力
が
知
識
そ
の
も
の
の
獲
得
に
向
け
ら
れ
る
。
こ

の
相
違
の
実
際
の
結
果
は
い
か
に
大
き
い
こ
と
か
。
わ
れ
わ
れ

自
身
で
す
ら
忘
却
、
非
能
率
そ
の
他
漢
字
か
ら
受
け
る
不
便
の

ど
ん
な
に
大
き
い
か
を
く
ど
く
ど
と
述
べ
る
必
要
は
あ
る
ま

い
。
」
と
点
字
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
志
賀
の
文
の
中
で
「
六
〇
年
前
、
森
有
礼
が
英
語

を
採
用
し
よ
う
と
し
た
」
と
あ
る
が
、
初
代
の
文
部
大
臣
で
あ

る
森
は
日
本
語
を
廃
止
し
て
英
語
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
人
物

と
し
て
非
難
さ
れ
、
以
後
森
の
考
え
は
多
く
の
国
語
学
者
か
ら

軽
率
で
言
語
道
断
の
暴
論
と
し
て
攻
撃
さ
れ
て
き
た
。
言
語
学

者
の
鈴
木
孝
夫
は
「
森
有
礼
は
、
日
本
が
近
代
的
な
国
家
に
な

っ
て
西
洋
と
伍
し
て
行
く
た
め
に
は
、
日
本
語
と
い
う
き
わ
め

て
非
論
理
的
、
不
合
理
、
前
近
代
的
な
言
語
に
し
が
み
つ
い
て

い
た
ら
日
本
は
近
代
化
が
で
き
な
い
。
思
い
き
っ
て
日
本
語
を

や
め
て
、
英
語
を
国
語
と
し
て
採
用
す
べ
き
だ
。
そ
う
す
れ
ば

強
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
」
（
『
こ
と
ば
の
社
会
学
』
一

九
八
七
年

新
潮
社
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
森
は
日
常
話
さ
れ

て
い
る
日
本
語
を
廃
止
す
べ
き
と
言
っ
た
の
で
は
な
く
「
通
商

語
」(
外
国
と
商
業
取
引
を
す
る
意
味
の
通
商
）
と
し
て
の
英

語
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。
森
が
英
語
の
採
用
を
述
べ
た

『
日
本
の
教
育
』
（
一
八
七
三
年
刊
）
は
、
そ
も
そ
も
英
語
で

書
か
れ
た
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
森
は
「
こ
れ
ま
で
日
本
の

－ ８ －



あ
ら
ゆ
る
学
校
は
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、
中
国
語
を
用
い

て
き
た
。
」
と
か
「
日
本
の
書
き
こ
と
ば
の
文
体
は
中
国
語
同

然
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
教
育
機
関
で
は
中
国
の
古

典
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
」
な
ど
、
漢
字
、
漢
語
、
漢
文
に
支

配
さ
れ
て
き
た
日
本
の
こ
と
ば
は
自
立
し
た
言
語
で
は
な
い
と

い
う
考
え
が
縷
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
森
は
「
現
在
日
本
で
用

い
ら
れ
て
い
る
書
き
こ
と
ば
は
、
話
し
こ
と
ば
と
ま
っ
た
く
関

係
が
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
象
形
文
字
で
で
き
て
い
る
。
そ
れ
は

混
乱
し
た
中
国
語
が
日
本
語
に
混
ぜ
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
す
べ
て
の
文
字
そ
の
も
の
が
中
国
起
源
で
あ
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
論
旨
を
み
る
と
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
概
念
で
あ
る
日
本
語
が
、
明
治
の
初

め
の
時
代
に
は
「
日
本
の
国
語
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
日
本
の
国
語
が
成
立
す
る
た
め
に
は

「
言
文
一
致
」
に
よ
っ
て
書
き
こ
と
ば
と
話
し
こ
と
ば
を
和
解

さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
国
語
の
統
一
性
を
支
え
る

政
治
的
な
国
家
意
識
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
こ
の
森
有

礼
と
国
語
の
問
題
に
つ
い
て
は
『
「
国
語
」
と
い
う
思
想－

近

代
日
本
の
言
語
認
識
』
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
著

岩
波
書
店

一
九

九
六
年
に
よ
る
。
こ
の
本
は
日
本
と
い
う
国
家
を
統
合
す
る
た

め
の
「
国
語
」
と
い
う
概
念
が
、
明
治
以
降
ど
の
よ
う
に
形
成

さ
れ
た
か
と
い
う
経
緯
を
興
味
深
く
跡
付
け
て
い
る
。
）

酔
夢
亭
読
書
日
記(

第

回)
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酔

夢

亭

某
月
某
日
。

警
視
庁
を
見
学
。
見
学
に
行
く
の
は
２
回
目
で
あ
る
。
内
堀

通
り
の
向
う
側
に
は
ご
存
知
桜
田
門
が
あ
り
、
桜
田
通
り
を
挟

ん
で
は
、
法
務
省
の
赤
煉
瓦
棟
が
か
い
ま
見
え
る
。
警
視
庁
の

中
に
は
警
察
参
考
室
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
じ
っ
く
り
観
察

し
て
み
れ
ば
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
。
美
人
婦

警
さ
ん
の
ガ
イ
ド
も
感
じ
が
良
い
。
山
田
風
太
郎
描
く
と
こ
ろ

の
「
警
視
庁
草
紙
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
初
代
警
視
総
監

の
川
路
利
良
は
、
か
な
り
の
切
れ
者
、
神
経
質
そ
う
な
感
じ
が

し
た
も
の
だ
が
、
実
際
の
写
真
を
み
て
み
る
と
眼
が
く
り
く
り

っ
と
し
て
人
な
つ
っ
こ
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
さ
て
ど
ん
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

極
悪
非
道
な
こ
と
を
し
た
犯
罪
人
を
如
何
に
裁
い
て
、
罰
す

る
か
。
「
市
中
引
き
回
し
の
上
、
は
り
つ
け
獄
門
」
な
ん
て
判

決
、
こ
り
ゃ
す
ご
い
。
磔
の
図
も
、
獄
門
の
図
も
展
示
さ
れ
て

い
て
結
構
な
ま
な
ま
し
い
。
磔
に
さ
れ
た
挙
句
、
槍
で
急
所
を

－ ９ －



差
し
つ
ら
ね
か
れ
、
最
後
は
首
を
切
ら
れ
、
そ
の
首
が
さ
ら
し

も
の
に
さ
れ
る
。
刑
罰
は
見
せ
し
め
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
こ

と
が
は
っ
き
り
分
か
る
。

警
視
庁
は
桜
田
門
の
前
に
建
っ
て
い
る
の
で
、
桜
田
門
と
い

え
ば
、
警
視
庁
の
代
名
詞
。
そ
し
て
、
桜
田
門
外
の
変
。
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
篤
姫
」
で
井
伊
大
老
を
演
じ
て
い
る
役
者

の
親
父
さ
ん
が
か
つ
て
大
村
益
次
郎
役
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
感

慨
深
い
。
そ
の
井
伊
大
老
が
出
勤
途
中
に
暗
殺
団
に
襲
わ
れ

る
。
そ
の
乱
闘
の
模
様
を
杵
築
藩
の
江
戸
藩
邸
の
窓
か
ら
見
つ

め
て
い
た
者
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
様

真
剣
は
程
隔

て
、
せ
り
合
う
よ
し
、
昔
よ
り
聞
及
び
候
へ
共
、
左
は
な
く

（
そ
う
で
は
な
く
）
、
刀
半
ば
又
は
鍔
方
際
（
つ
ば
も
と
ぎ

わ
）
に
て
せ
り
合
い
」
、
そ
の
結
果
、
「
乱
闘
後
の
雪
の
上
に

は
斬
り
落
と
さ
れ
た
多
く
の
耳
や
指
が
残
っ
て
い
」
た
と
い
う

か
ら
、
生
々
し
い
話
だ
（
吉
村
昭

「
史
実
を
歩
く
」
文
春
新

書
）
。

警
視
庁
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
明
治
７
年
１
月

日
の
こ
と

15

だ
そ
う
だ
が
、
「
お
よ
そ
維
新
前
文
久
二
、
三
年
か
ら
維
新
後

明
治
六
、
七
年
の
こ
ろ
ま
で
、
十
二
、
三
年
の
間
が
最
も
物
騒

な
世
の
中
で
」
、
「
東
京
に
居
て
、
夜
分
は
決
し
て
外
出
せ

ず
」
、
「
欠
落
ち
も
の
が
人
目
を
忍
び
、
泥
棒
が
逃
げ
て
ま
わ

る
よ
う
な
風
で
、
誠
に
面
白
く
な
い
」
（
福
沢
諭
吉

「
福
翁

自
伝
」
）
危
険
な
時
代
で
あ
っ
た
。

「
明
治
元
年
官
軍
の
江
戸
進
駐
と
同
時
に
、
江
戸
町
奉
行
所

は
市
政
裁
判
所
と
改
め
ら
れ
、
つ
い
で
進
駐
諸
藩
の
藩
兵
が
市

中
取
締
り
に
あ
た
り
、
二
年
六
月
、
版
籍
奉
還
以
後
は
、
お
傭

い
の
府
兵
な
る
も
の
が
そ
の
任
に
つ
き
、
四
年
十
一
月
に
至
っ

て
邏
卒
と
い
う
制
度
が
出
来
」
た
の
で
あ
る
（
山
田
風
太
郎

「
明
治
断
頭
台
」
明
治
小
説
全
集
７
）
。
「
当
初
は
、
地
方
の

警
備
や
武
力
的
鎮
圧
を
行
う
軍
務
官
（
の
ち
の
兵
部
省
）
と
犯

罪
捜
査
等
を
行
う
刑
法
官
（
の
ち
の
刑
部
省
）
、
反
政
府
陰
謀

や
テ
ロ
の
偵
察
を
行
な
う
弾
正
台
の
三
本
建
て
の
制
度
で
あ
っ

た
」
と
の
こ
と
。

（h
t
t
p
:
/
/
b
l
o
g
.
g
o
o
.
n
e
.
j
p
/
y
o
u
s
a
n
0
2
/
e
/
6
a
c
b
a
0
3
2
2
a
5

5
b
2
8
1
b
0
e
8
3
4
9
8
a
8
f
2
1
0
6
c

）

山
田
風
太
郎
の
「
明
治
断
頭
台
」
で
は
、
川
路
利
良
は
太
政

官
弾
正
台
大
巡
察
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
「
警
視
庁
草

紙

上
・
下
」
の
舞
台
は
明
治
六
年
の
十
月
二
十
八
日
の
ま
だ

早
い
朝
、
西
郷
隆
盛
が
東
京
を
離
れ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
そ

の
と
き
、
川
路
の
肩
書
き
は
司
法
省
警
保
寮
大
警
視
で
あ
る
。

「
警
視
庁
草
紙

上
・
下
」
は
、
し
か
し
、
川
路
大
警
視
が

主
人
公
で
は
な
く
、
実
は
、
も
と
南
町
奉
行
所
八
丁
堀
同
心
千

－ １０ －



羽
兵
四
郎
で
あ
る
。

「
幕
臣
た
ち
の
明
治
維
新
」
（
安
藤
優
一
郎

講
談
社
現
代

新
書
）
を
読
む
と
幕
臣
た
ち
の
維
新
後
の
悲
惨
さ
が
ひ
し
と
迫

る
。
悲
惨
な
日
常
を
我
慢
し
て
生
き
て
い
く
と
、
悲
惨
が
悲
惨

を
呼
ぶ
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
き
て
、
ち
ょ
っ
と
ゆ
う
う
つ
に

な
っ
て
く
る
。

思
う
に
、
こ
こ
で
、
起
死
回
生
の
心
と
き
め
く
こ
と
を
夢
想

す
る
の
が
、
夢
や
ぶ
れ
た
人
間
た
ち
に
と
っ
て
の
最
後
の
よ
り

ど
こ
ろ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
、
夢
破
れ
、
現
実
生

活
に
も
破
綻
し
た
後
、
起
死
回
生
の
秘
術
が
あ
る
や
な
し
や
？

以
下
次
号

『
常
用
字
解
』
の
編
集
に
つ
い
て

一

常
用
漢
字
表

戦
後
の
わ
が
国
の
国
語
政
策
は
、
漢
字
の
字
数
と
そ
の
音
訓

の
用
法
を
制
限
す
る
と
い
う
、
誤
っ
た
方
向
を
も
っ
て
出
発
し

左
は
、
『
常
用
字
解
』
（
白
川
静
編
、
平
凡
社
、
二
〇

〇
四
年
）
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
、
故
・
白
川
静
先
生
の
筆

に
な
る
、
同
書
の
編
集
方
針
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
秋
に
前
半
が
、
来
年
に
は
後
半
の
漢
点
字
訳
が
完
成

す
る
予
定
で
す
。

た
。
わ
ず
か
に
千
八
百
五
十
字
の
漢
字
と
、
そ
の
限
ら
れ
た
音

訓
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
こ
と
ば
の
生
活
を
す
べ
て
規
制
し
か

ね
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
直
ち
に
伝
統
的
な
文
化
と
の
断

絶
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
予
想
す
る
こ
と
が

で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
政
府
の
「
当
用
漢
字
表
」
の
告
示
か
ら

五
十
余
年
を
経
た
今
で
は
、
そ
の
結
果
は
ま
こ
と
に
明
ら
か
で

あ
る
。
古
典
は
軽
視
さ
れ
、
文
化
の
伝
統
の
上
に
も
大
き
な
障

害
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
古
典
語
で
詠(

よ)

ま
れ
る
短
歌

が
、
お
お
む
ね
現
代
仮
名
遣
い
で
表
記
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な

事
態
が
日
常
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
殊
に
わ
が
国
の
よ
う

に
、
歴
史
も
古
く
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
古
典
を
持
つ
民
族
に
と

っ
て
、
そ
の
理
解
が
失
わ
れ
、
受
容
の
機
会
が
狭
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
国
の
文
化
の
継
承
の
上
か
ら
も
、
容

易
な
ら
ぬ
事
態
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
漢
字
の
使
用
制
限
の
方
向
は
、
漢
字
が
文
字
と

し
て
そ
の
機
能
に
限
界
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
文
献
が
今
日
の
世

の
中
で
は
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
誤
っ
た
考
え
方
の

上
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
最
初
の
文
字
制
限
が
、
「
当

用
漢
字
表
」
の
内
閣
告
示
と
い
う
形
式
で
発
表
さ
れ
た
の
は
、

一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
敗

戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
、
わ
が
国
を
占
領
し
た
連
合
軍
が
、
そ
の

統
治
上
の
便
宜
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
漢
字
の
制
限
・
廃
止
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を
日
本
政
府
に
求
め
て
き
た
の
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
い
わ
ば
占
領
政
策
上
の
便
宜
か
ら
の
要
求
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
何
ら
の
文
化
的
考
慮
を
も
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

「
当
用
漢
字
表
」
の
告
示
は
、
当
時
の
日
本
政
府
が
そ
の
要
求

に
応
じ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
外
に
何
の
理
由
も
あ
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
歴
史
上
に
か
つ
て
そ

の
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
が
フ
ラ
ン
ス
領
で
あ

っ
た
十
九
世
紀
に
、
漢
字
を
廃
止
し
た
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

ベ
ト
ナ
ム
が
植
民
地
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
支
配
さ
れ
て
い
た

時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
は
戦
後
五
十
余
年
、
す
で
に
半

世
紀
以
上
を
経
過
し
て
、
今
の
成
人
社
会
も
、
多
く
は
戦
後
の

教
育
を
受
け
た
人
た
ち
で
あ
る
。
一
九
八
一
（
昭
和
五
十
六
）

年
、
「
当
用
漢
字
表
」
に
代
わ
っ
て
「
常
用
漢
字
表
」
が
内
閣

告
示
と
し
て
発
表
さ
れ
、
字
数
は
百
字
近
く
増
え
て
千
九
百
四

十
五
字
に
な
っ
た
が
、
漢
字
の
知
識
は
、
一
般
的
に
は
こ
の
常

用
漢
字
の
範
囲
を
出
る
こ
と
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

二

新
し
い
文
字
学
に
つ
い
て

し
か
し
こ
の
五
十
余
年
の
間
に
、
漢
字
の
歴
史
、
文
字
学
に

つ
い
て
の
知
見
は
、
飛
躍
的
な
展
開
を
遂
げ
た
。
そ
れ
は
一
八

九
九
年
に
漢
字
成
立
期
の
資
料
で
あ
る
甲
骨
文
字
が
発
見
さ

れ
、
ま
た
続
い
て
殷
・
周
時
代
の
青
銅
器
の
銘
文
、
い
わ
ゆ
る

い
ん

金
文
の
出
土
も
数
千
点
を
数
え
、
漢
字
の
成
立
の
過
程
を
も
含

き
ん
ぶ
ん

め
て
、
字
様
の
成
立
・
変
化
の
状
態
が
知
ら
れ
、
漢
字
に
対
す

る
知
識
が
一
変
し
た
か
ら
で
あ
る
。
後
漢
時
代
の
紀
元
一
〇
〇

年
、
許
慎
が
著
し
た
［
説
文
解
字
］
（
省
略
し
て
［
説
文
］
と

き
よ
し
ん

せ
つ
も
ん
か
い

じ

せ
つ
も
ん

い
う
）
は
、
長
い
間
文
字
学
の
聖
典
と
し
て
、
字
形
学
の
基
礎

と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
と
す
る
と
こ
ろ
は

主
と
し
て
篆
文
（
秦
代
の
通
用
の
字
形
で
、
小
篆
と
も
い
う
）

て
ん
ぶ
ん

し
ん

で
あ
っ
た
。
篆
文
に
は
す
で
に
文
字
の
原
形
を
失
い
、
甲
骨
文

字
・
金
文
の
字
形
と
は
異
な
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
彝
の
字
に
つ
い
て
［
説
文
］
十
三
上
は
、
米
と
糸
と
を

い

廾

（
両
手
）
で
供
え
る
形
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
甲
骨
文

き
よ
う

字
（
図
右
）
、
金
文
（
図
中
）
の
字
形
は
、
鶏
を
両
手
で
羽
交

は

が

い
じ
め
に
す
る
形
で
あ
り
、
羽
交
い
じ
め
に
し
て
血
を
と
り
、

そ
の
血
を
器
に
塗
っ
て
祓
い
清
め
て
、
祭
器
と
す
る
こ
と
を
示

は
ら

す
字
で
あ
る
。
篆
文
の
字
形
（
図
左
）
は
、
中
央
部
分
が
米
と

糸
の
形
と
な
っ
て
お
り
、
［
説
文
］
は
こ
の
篆
文
の
形
に
よ
っ

て
解
説
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
［
説
文
］
の
字
形
解
釈

に
は
誤
り
が
は
な
は
だ
多
く
、
ほ
と
ん
ど
謎
解
き
に
近
い
も
の

な

ぞ

と

も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
彝
の
字
の
説
解
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
許
慎
は
古
い
字
形
の
甲
骨
文
字
や
金
文
を
見
る
こ
と
が
で

き
ず
、
そ
の
資
料
と
す
る
字
形
が
、
最
初
の
形
を
失
っ
て
い
る

も
の
が
多
い
こ
と
も
、
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
基
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本
的
に
は
、
字
の
初
形
が
確
か
で
な
く
、
ま
た
な
に
よ
り
も
漢

字
が
成
立
し
た
時
代
に
つ
い
て
の
、
古
代
学
的
知
識
の
欠
如

が
、
字
形
の
解
釈
を
誤
っ
た
最
も
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
矢
は
矢
う
と
よ
む
字
で
あ
る
。
［
説
文
］
五
下

ち
か

は
矢
を
象
形
と
す
る
が
、
な
ぜ
矢
う
で
あ
り
、
知
・
智
が
な
ぜ

ち
か

矢
を
字
の
要
素
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
の
説
明
も
な
い
。

ま
た
矢
の
到
達
す
る
地
点
を
示
す
も
の
は
至
で
あ
る
が
、
屋
・

室
・
臺
（
台
）
が
な
ぜ
至
を
字
の
要
素
と
し
て
い
る
か
に
つ
い

て
、
三
字
が
同
じ
系
列
の
字
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、

単
に
至
る
の
意
味
と
解
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
矢
は
誓
約
の

と
き
に
そ
の
し
る
し
と
し
て
用
い
る
聖
器
で
あ
り
、
知
・
智
は

神
に
祈
り
、
神
に
誓
う
こ
と
を
い
い
、
族
は
氏
族
旗
の
も
と
で

誓
約
す
る
儀
礼
を
示
す
こ
と
、
至
が
屋
・
室
・
臺
に
通
じ
て
用

い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
重
要
な
建
物
を
建
て
る
と
き
、
神
聖
な

矢
を
放
っ
て
占
い
、
矢
の
到
達
し
た
地
点
を
聖
地
と
し
て
、
そ

こ
に
建
物
を
建
て
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
字
は
古
俗
の

知
識
に
基
づ
い
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
一
の
要

素
・
字
形
は
、
同
一
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
解
釈
す
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
［
説
文
解
字
］
に
代
わ
る
新
し
い

文
字
学
の
体
系
を
作
り
出
す
こ
と
は
、
甲
骨
文
字
・
金
文
と
い

う
新
し
い
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。

文
字
の
訓
詁
（
字
の
意
味
の
解
釈
）
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ

く

ん

こ

り
、
［
説
文
］
を
は
じ
め
、
漢
代
に
成
立
し
た
［
爾
雅
］

［

釈

名

］
、
少
し
お
く
れ
て
成
立
し
た
［
広
雅
］
［

玉

し
や
く
み
よ
う

ぎ
よ
く

篇
］
な
ど
の
諸
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
こ
の
書
で

へ
んは

、
そ
れ
ら
の
訓
詁
を
紹
介
し
、
字
形
学
的
に
そ
の
訓
詁
を
説

明
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
解
説
の
方
法
を
と
っ
た
。
解
説
の

内
容
は
［
字
統
］
［
字
通
］
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
な

る
べ
く
中
・
高
校
生
を
含
む
多
く
の
人
を
対
象
に
、
理
解
し
や

す
く
平
易
に
解
説
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
そ
の
解
説
を
証
明

す
る
の
に
必
要
な
範
囲

に
お
い
て
古
典
の
引
用

を
試
み
、
古
典
の
使
用

例
と
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
た
。
た
だ
語
彙(

ご

い)

・
用
例
は
多
く
を
列

挙

す

る

こ

と

を

避

け

て
、
そ
の
訓
義
・
用
法

を
説
明
し
、
理
解
す
る

に
足
る
必
要
な
程
度
の

も
の
を
あ
げ
て
、
解
説

を
補
充
す
る
方
法
を
と

っ
た
。
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三

解
説
の
方
法

「
常
用
漢
字
表
」
の
前
文
に
よ
る
と
、

「
常
用
漢
字
表
は
、
現
代
の
一
般
の
社
会
生
活
で
用
い
る
も

の
で
あ
っ
て
、
科
学
・
技
術
・
芸
術
等
の
各
種
専
門
分
野
や
個

々
人
の
漢
字
使
用
に
ま
で
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

く
、
従
来
の
文
献
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
を
否
定
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
」

と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
が
多

い
。
ま
た
な
ん
ら
の
理
由
も
な
く
、
字
形
を
変
更
し
て
い
る
こ

と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
犬
を
字
の
要
素
と
す
る
も
の
に
つ
い
て

器
（
器
※
）

臭
（
臭
※
）

類
（
類
※
）

戻
（
戻
※
）

（
※
現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
は
表
示
で
き
な
い
が
、｢

大｣

の
部
分
は
右
上
に
点
が
一
つ
つ
い
て｢

犬｣

で
あ
る
）

の
よ
う
に
犬
を
大
（
手
足
を
広
げ
て
立
つ
人
を
正
面
か
ら
見
た

形
）
に
改
め
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
字
は
み
な

字
の
構
成
的
な
意
味
が
失
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た

害
（
害
※
）

告
（
告
※
）

舎
（
舍
）

（
※｢

害｣

の
横
線
３
本
の
う
ち
、
一
番
上
は
片
仮
名
の
ノ
で
あ

る
。｢

告｣

の
縦
線
は
下
に
突
き
抜
け
て｢

牛｣

と
な
っ
て
い
る
）

な
ど
、
ま
っ
た
く
理
由
の
な
い
変
改
に
よ
っ
て
、
字
形
本
来
の

意
味
を
表
現
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
た
と
え
ば
、
犬

を
字
の
要
素
と
し
て
含
む
字
に
お
い
て
は
、
就
（
尤
は
殪
れ
て

ゆ
う

た
お

い
る
犬
の
形
）
や
伏
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
改
定
者
は
こ
の
よ

う
な
誤
っ
た
変
改
に
つ
い
て
、
今
に
至
る
ま
で
な
ん
ら
の
処
置

を
と
る
こ
と
も
な
い
。
三
千
年
余
り
の
歴
史
を
持
ち
、
天
下
公

行
の
字
を
、
こ
の
よ
う
に
何
の
正
当
な
理
由
も
な
く
み
だ
り
に

歪(

ゆ
が)

め
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
「
常
用
漢
字
表
」
の
前
文
で
、
古
典
や
専
門
分
野
に
は

こ
の
改
定
は
及
ば
な
い
と
し
て
い
る
が
、
実
態
は
新
聞
な
ど
も

お
お
む
ね
「
常
用
漢
字
表
」
を
原
則
と
し
、
自
由
な
漢
字
使
用

が
で
き
な
い
現
状
に
あ
る
。
そ
れ
で
拉
致(

ら
ち)

事
件
が
問
題

と
な
っ
て
も
、
「
ら
致
」
と
い
う
不
思
議
な
表
記
が
当
初
の
一

時
期
新
聞
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
「
常
用
漢
字
表
」
発
表

以
前
の
文
章
も
、
引
用
の
と
き
に
は
お
お
む
ね
「
常
用
漢
字

表
」
の
制
約
を
受
け
る
。
規
制
は
過
去
の
文
献
に
も
及
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
古
典
に
み
だ
り
に
変
改
を
加
え
る
こ
と
は
、
文

化
的
遺
産
に
対
す
る
重
大
な
冒
涜(

ぼ
う
と
く)

で
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
典
の
表
記
を
も
こ
の
よ
う
に
一
様
化
す
る

こ
と
が
、
国
語
の
進
歩
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
大
き
な
誤
り

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
関
心
を

持
た
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
、
こ
の
書
に
お
け
る
私
の
一
つ

の
希
望
事
で
あ
る
。

私
は
そ
の
よ
う
な
願
い
を
も
っ
て
、
す
で
に
［
字
統
］
［
字

通
］
を
書
い
た
が
、
実
は
そ
の
こ
と
は
漢
字
を
学
習
す
る
段
階
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に
お
い
て
、
す
で
に
用
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
漢

字
を
学
習
す
る
と
き
に
、
そ
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
の
正
確
な

理
解
が
あ
る
な
ら
ば
、
文
字
学
的
な
基
礎
も
用
意
さ
れ
、
学
習

は
い
っ
そ
う
効
果
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
で
き
る
な
ら
ば
、
小

学
校
に
お
け
る
学
習
時
に
そ
の
こ
と
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。
し
か
し
漢
字
の
成
り
立
ち
を
理
解
す
る
に
は
、
古
代
社

会
的
な
理
解
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
小
学
校
段
階

の
漢
字
学
習
に
は
ま
た
別
途
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
で

小
学
校
段
階
に
お
け
る
学
習
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
別
に
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
を
考
え
る
こ
と
に
し
、
本
書
で
は
主
と
し

て
中
・
高
校
生
を
対
象
と
し
て
解
説
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

（
以
下
は
、
次
号
に
掲
載
し
ま
す
。
）

見
果
て
ぬ
夢
を
（
十
一
）

山

本

優

子

十
二

恵
子(

承
前)

恵
子
の
耳
が
実
は
聞
こ
え
て
い
る
ら
し
い
の
が
増
江
に
は
わ

か
っ
た
。
増
江
は
、
恵
子
が
喜
び
そ
う
な
物
語
を
借
り
て
き

て
、
毎
日
読
む
こ
と
に
し
て
い
た
。
恵
子
は
、
増
江
の
着
物
の

端
を
握
っ
て
、
じ
っ
と
聴
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
恵
子
の

心
に
確
実
に
届
い
て
い
る
も
の
を
増
江
は
確
信
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
恵
子
を
教
会
の
「
子
供
ク
リ
ス
マ
ス
会
」
に
参

加
さ
せ
て
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
も
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
や
ろ
う
と

張
り
切
る
増
江
を
見
て
、
孝
之
進
も
う
れ
し
か
っ
た
。
し
か

し
、
恵
子
を
自
宅
か
ら
出
そ
う
と
す
る
と
、
お
び
え
た
悲
鳴
を

あ
げ
る
。
人
の
多
い
教
会
に
連
れ
て
い
く
の
は
ま
だ
難
し
か
っ

た
。
そ
れ
で
も
、
と
う
と
う
あ
る
暖
か
い
日
、
増
江
は
恵
子
を

訓
盲
院
の
外
に
連
れ
出
し
、
周
囲
を
ぐ
る
り
と
歩
い
て
み
た
。

恵
子
は
増
江
に
し
が
み
つ
い
て
ゆ
っ
く
り
歩
い
た
。
落
ち
葉
を

踏
み
し
め
る
音
を
確
か
め
る
よ
う
に
頭
を
か
し
げ
な
が
ら
、
冬

の
陽
射
し
の
中
、
進
ん
で
い
く
。
と
、
風
が
吹
い
て
き
て
、
恵

子
の
髪
を
吹
き
上
げ
た
。
恵
子
は
、
「
あ
は
は
は
」
と
声
を
出

し
て
笑
っ
た
。
恵
子
が
こ
ん
な
に
嬉
し
そ
う
な
声
を
だ
し
た
の

は
初
め
て
だ
っ
た
。
増
江
は
、
そ
の
と
き
の
恵
子
の
こ
と
を
後

々
何
度
も
孝
之
進
に
語
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
夜
、
恵
子
は
い
つ
に
な
く
ぐ
っ
す
り
と
眠
り
込
ん
で
い

た
。孝

之
進
と
増
江
も
久
し
ぶ
り
に
深
い
眠
り
に
お
ち
い
っ
て
い

た
。朝

方
、
増
江
の
悲
鳴
で
孝
之
進
は
、
飛
び
起
き
た
。
な
ん
と

恵
子
が
息
を
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
孝
之
進
は
、
必
死
で
心

を
落
ち
着
け
よ
う
と
努
め
、
「
主
よ
、
恵
子
を
助
け
て
く
だ
さ
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い
」
と
祈
り
な
が
ら
、
そ
の
身
体
を
調
べ
た
。
も
う
、
冷
た
く

な
り
始
め
て
い
た
。

「
恵
子
、
恵
子
！
」

と
、
叫
び
な
が
ら
恵
子
を
揺
す
ぶ
っ
て
い
る
増
江
を
置
い

て
、
孝
之
進
は
よ
ろ
け
た
り
、
ぶ
つ
か
っ
た
り
し
な
が
ら
、
医

師
を
呼
ぶ
た
め
に
一
人
で
外
に
出
て
行
っ
た
。

医
師
は
、
死
因
を
突
然
の
心
臓
停
止
と
判
断
し
た
。
孝
之
進

た
ち
に
引
き
取
ら
れ
て
か
ら
わ
ず
か
二
ヶ
月
あ
ま
り
、
十
二
月

二
十
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
気
丈
な
は
ず
の
増
江
も
、
数
日
間
床

に
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
増
江
は
、
涙
を
な
が
し
な
が
ら
、
何
度

も
孝
之
進
に
た
ず
ね
た
。

「
恵
子
に
は
、
天
国
で
ま
た
会
え
る
？
」

「
恵
子
は
幼
子
の
ま
ま
逝
っ
た
ん
だ
。
お
前
と
わ
た
し
が
地

上
の
生
涯
を
終
え
た
時
の
お
楽
し
み
だ
。
会
え
る
と
信
じ
て
、

主
に
ま
か
せ
よ
う
」

と
、
孝
之
進
は
、
答
え
る
。
す
る
と
、
増
江
は
子
供
の
よ
う

に
泣
き
じ
ゃ
く
っ
た
。
こ
れ
ま
で
必
死
で
自
分
を
支
え
て
い
た

つ
っ
か
え
棒
が
は
ず
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。
恵
子
の
死
を
き
っ
か

け
に
、
孝
之
進
と
増
江
は
自
分
た
ち
の
が
ん
ば
り
で
訓
盲
院
を

な
ん
と
か
し
よ
う
と
励
む
の
を
や
め
よ
う
と
話
し
合
っ
た
。
主

の
御
心
に
ゆ
だ
ね
よ
う
、
と
祈
り
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
無
理

を
し
て
し
ま
う
孝
之
進
だ
っ
た
。

十
三

「
あ
け
ぼ
の
」

話
を
少
し
前
に
戻
す
。
点
字
活
版
印
刷
機
発
明
に
よ
っ
て
、

孝
之
進
は
か
ね
て
か
ら
の
夢
だ
っ
た
新
聞
書
籍
発
行
に
急
い
で

取
り
組
む
こ
と
を
決
心
し
た
。
印
刷
機
は
さ
ら
に
改
良
を
重

ね
、
つ
い
に
両
面
刷
り
が
で
き
る
点
字
印
刷
機
に
仕
上
げ
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
十
八
年
）
六

月
二
十
六
日
に
、
特
許
権
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
許
権
を

手
に
し
た
こ
と
で
孝
之
進
は
力
づ
け
ら
れ
、
一
日
も
早
い
書
籍

発
行
に
向
け
て
具
体
的
な
案
を
練
り
始
め
た
。
盲
児
た
ち
が
教

科
書
を
使
っ
て
勉
強
し
、
好
き
な
時
に
自
分
で
本
や
新
聞
を
読

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
生
涯
自
由
に
勉
強
を
続
け
て
い
け

る
ま
で
に
書
籍
類
を
増
や
し
て
い
き
た
い
、
と
、
夢
は
膨
ら

む
。
孝
之
進
と
増
江
は
教
育
と
出
版
の
一
体
化
を
は
か
る
た

め
、
訓
盲
院
創
立
か
ら
一
ヶ
月
半
後
の
七
月
末
に
訓
盲
院
の
一

軒
置
い
て
隣
の
一
八
三
番
屋
敷
に
点
字
出
版
所
六
光
社
（
ろ
っ

こ
う
し
ゃ
）
を
設
立
し
た
。
盲
人
に
光
を
与
え
る
点
字
は
、
六

つ
の
点
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
文
字
で
あ
る
こ
と
、
又
、
兵
庫

（
神
戸
）
の
街
は
六
甲
山
系
の
ふ
も
と
に
あ
る
こ
と
か
ら
考
え

た
社
名
で
あ
る
。
編
集
、
活
字
鋳
造
、
植
字
、
印
刷
の
四
部
を

組
織
し
、
孝
之
進
は
社
長
と
編
集
長
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ

た
。
活
字
鋳
造
は
井
口
栄
吉
（
い
ぐ
ち

え
い
き
ち
）
、
印
刷
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は
主
と
し
て
増
江
と
井
上
久
之
亟
（
い
の
う
え

ひ
さ
の
じ
ょ

う
）
夫
妻
、
母
千
代
や
院
生
の
加
藤
儀
平
も
植
字
や
校
正
を
受

け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

普
通
新
聞
大
の
紙
が
一
度
に
刷
れ
る
大
き
な
鉄
製
の
機
械
が

い
よ
い
よ
完
成
す
る
と
、
孝
之
進
は
構
想
を
あ
た
た
め
て
き
た

点
字
新
聞
の
原
稿
を
せ
っ
せ
と
打
ち
あ
げ
た
。
誌
名
は
「
あ
け

ぼ
の
」
に
決
め
た
。
旧
約
聖
書
ホ
セ
ア
書
六
章
三
節
の
「
主
は

曙
の
光
の
ご
と
く
必
ず
現
れ
い
で
雨
の
ご
と
く
我
ら
に
の
ぞ
み

後
の
雨
の
ご
と
く
地
を
う
る
ほ
し
給
ふ
」
か
ら
取
っ
た
。
発
行

誌
に
よ
っ
て
全
国
の
盲
人
た
ち
が
真
理
を
求
め
る
目
を
開
か

れ
、
潤
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
こ
め
た
の
で
あ
る
。

体
裁
は
、
一
般
の
新
聞
を
参
考
に
、
縦
七
六
・
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
横
六
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
用
紙
を
四
つ
折
り
に

し
、
裏
表
八
ペ
ー
ジ
の
新
聞
に
仕
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
各
ペ

ー
ジ
は
上
・
中
・
下
の
三
段
に
区
切
る
こ
と
に
し
、
各
段
の
間

に
折
り
目
を
つ
け
た
。
四
つ
折
り
し
、
さ
ら
に
折
り
目
の
と
こ

ろ
で
三
つ
折
り
に
す
れ
ば
郵
送
し
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ジ
は
七
、
八
行
書
き
に
し
、
一
行
は
四

六
マ
ス
で
打
っ
た
。
今
日
か
ら
す
る
と
、
文
節
ご
と
の
分
か
ち

書
き
や
行
換
え
が
な
く
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
書
か
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
、
読
み
に
く
い
も
の
だ
っ
た
。
が
、
そ
の
読
み
に
く

さ
と
い
う
問
題
の
お
か
げ
で
、
ま
だ
少
数
派
だ
っ
た
点
字
使
用

者
の
中
か
ら
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
の
表
記
規
則
が
必
要
と

の
声
が
あ
が
り
、
日
本
語
点
字
表
記
法
の
普
及
徹
底
が
図
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
も
、
「
あ
け
ぼ
の
」
の
功
績
で

あ
る
と
言
え
る
。

内
容
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
多
方
面
の
情
報
を
届
け
た

い
と
い
う
願
い
か
ら
、
孝
之
進
は
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
し
て
情
報

収
集
に
あ
た
り
、
記
事
を
選
ん
で
い
っ
た
。

ま
ず
は
論
説
だ
。
盲
教
育
、
盲
人
の
生
活
や
福
祉
、
按
摩
、

鍼
業
の
仕
事
情
報
、
読
書
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
の
解
説
と
提

言
な
ど
も
書
い
て
い
っ
た
。

次
に
時
事
問
題
だ
。
国
内
の
こ
と
だ
け
で
な
く
外
国
の
諸
情

勢
、
日
本
の
政
治
、
経
済
な
ど
を
一
般
誌
か
ら
拾
っ
て
く
る
こ

と
に
し
た
。
そ
し
て
盲
界
の
ニ
ュ
ー
ス
、
日
常
生
活
の
た
め
の

ア
イ
デ
ィ
ア
、
健
康
法
な
ど
は
孝
之
進
が
い
く
ら
で
も
書
く
こ

と
の
で
き
る
分
野
だ
っ
た
。
更
に
神
戸
訓
盲
院
の
紹
介
、
付
録

と
し
て
連
載
も
の
も
用
意
し
た
。
按
摩
、
鍼
施
術
者
の
た
め
の

連
載
や
運
動
器
疾
患
を
始
め
と
す
る
疾
患
の
治
療
法
も
連
載
し

て
い
く
こ
と
に
し
た
。
「
結
核
の
七
療
法
」
と
い
う
項
目
の
構

想
も
持
っ
て
い
た
。
結
核
は
当
時
国
民
病
と
も
言
わ
れ
恐
れ
ら

れ
て
い
た
だ
け
に
、
孝
之
進
は
強
い
関
心
を
持
っ
て
こ
の
病
を

治
す
方
法
を
研
究
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
構
想
は

発
行
に
先
立
っ
て
孝
之
進
の
う
ち
に
熟
し
て
い
た
た
め
、
原
稿

を
仕
上
げ
る
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。

（
つ
づ
く
）
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東
京
漢
点
字

学
習
会
報
告

東
京
漢
点
字
羽
化
の
会

菅
野
良
之

年
度

第
３
回
（
第

回
）
報
告

20

15

１

日
時

平
成

年
６
月

日(

土)

20

21

時

分
～

時

分

18

30

20

36

２

場
所

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階

第
１
会
議
室

３

出
席
者
（
省
略
）

４

使
用
教
材

「
漢
点
字
講
習
用

テ
キ
ス
ト

初
級
編

第
二
回
（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
：
協
、
直
、
朝
、
世
、
葉
、
古
、
苦
、
枯

５

学
習
会
内
容

（
１
）
前
回
の
復
習

テ
キ
ス
ト
第
二
回
、

３

複
合
文
字
（
１
）

「
究

」
：
訓
読
み
の
〝
き
わ
‐
め
る
〟
は
他
に
「
極

」
「
窮

」
の
文
字
が
あ
る
。

「
完

」
、
「
院

」
：
完
に
こ
ざ
と
偏
を
つ
け
た
も

の
。
元
は
垣
根
の
意
味
。

「
軍

」
：
ワ
冠
は
旗
（
軍
旗
）
、
車
は
戦
車
を
意
味
す

る
。「

早

」
：
日
の
下
に
十
。
時
間
が
早
い
こ
と
。

「
協

」
：
力
は
農
業
の
鍬
（
す
き
）
を
意
味
し
、
皆
で

力
を
合
わ
せ
て
田
を
耕
す
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
力
が
三
つ
つ

く
字
は
「
脅

」
（
キ
ョ
ウ
、
お
び
や
‐
か
す
）
、
「
脇

」
（
キ
ョ
ウ
、
わ
き
）
が
あ
る
。

「
直

」
：
十
と
目
で
表
す
。

（
２
）
今
回
の
学
習
内
容

テ
キ
ス
ト
、
漢
数
字

及
び
第
一
基
本
文
字
を
部
首
と
し
た
文
字
（
２
）

・
十
（
２
・
４
・
５
）
を
部
首
と
し
て
含
む
文
字
。

「
朝

」

十
と
月
（
２
・
６
）
で
表
す
、
左
側
の
日

27
の
部
分
は
省
略
。
音
読
み
の
チ
ョ
ウ
は
漢
・
呉
音
。
右
側
の
月

は
い
わ
ゆ
る
〝
月
〟
で
は
な
く
、
一
日
の
始
め
の
〝
あ
さ
〟
を

意
味
す
る
。
〝
朝
礼
〟
〝
朝
令
暮
改
〟
〝
来
朝
〟
（
ら
い
ち
ょ

う
）
〝
朝
鮮
〟
〝
朝
顔
〟
な
ど
が
あ
る
。

・
世
（
〝
十
〟
２
・
４
・
５
と
〝
よ
〟
３
・
４
・
５
）
と
そ

れ
を
含
む
文
字
。

「
世

」

音
読
み
の
セ
イ
は
漢
音
、
セ
は
呉
音
。
訓

28
読
み
の
〝
よ
〟
の
熟
語
と
し
て
〝
世
継
〟
（
よ
つ
ぎ
）
、
〝
御
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世
〟
（
み
よ
）
、
〝
浮
世
〟
（
う
き
よ
）
な
ど
が
あ
り
、
音
読

み
の
セ
イ
、
セ
は
〝
世
紀
〟
〝
治
世
〟
、
〝
世
代
〟
〝
出
世
〟

な
ど
多
数
あ
る
。

「
葉

」

草
冠
（
１
・
４
・
６
）
と
〝
よ
〟
で
表

29
し
、
木
の
部
分
は
省
略
。
〝
世
〟
は
枝
を
意
味
し
、
木
の
枝
に

葉
が
生
い
茂
っ
て
い
る
姿
を
象
っ
た
形
（
常
用
字
解
）
。
音
読

み
の
ヨ
ウ
は
漢
・
呉
音
。
葉
の
つ
く
熟
語
は
多
数
あ
り
、
他
に

〝
胚
葉
〟
（
は
い
よ
う
）
、
〝
紅
葉
〟
〝
黄
葉
〟
（
こ
う
よ

う
）
、
〝
言
葉
〟
（
こ
と
ば
）
、
〝
葉
隠
れ
〟
（
は
が
く
‐

れ
）
な
ど
が
あ
る
。
〝
葉
書
〟
は
、
葉
に
文
字
を
書
い
た
こ
と

か
ら
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

・
古
（
〝
口
〟
１
・
２
・
４
・
５
と
十
）
と
そ
れ
を
含
む
文

字
。

「
古

」

音
読
み
の
コ
は
漢
・
呉
音
。
〝
古
今
和
歌

30
集
〟
（
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
。
紀
貫
之
他
３
名
の
撰
に
よ
り
約

１
１
０
０
首
の
歌
を
収
録
、
９
０
５
又
は
９
１
４
年
頃
完
成
）

で
〝
古
事
記
〟
（
日
本
最
古
の
歴
史
書
、
３
巻
か
ら
成
り
、
７

１
２
年
完
成
）
、
〝
日
本
書
紀
〟
（
日
本
最
古
の
勅
撰
の
正

史
。
７
２
０
年
完
成
）
に
次
い
で
作
成
が
明
確
な
も
の
。

「
苦

」

草
冠
と
十
で
表
し
、
古
の
口
の
部
分
を
省

31
略
。
音
読
み
の
ク
は
呉
音
、
コ
は
漢
音
。
コ
を
用
い
る
熟
語
に

は
〝
苦
悪
〟
（
こ
あ
く
：
道
具
な
ど
が
粗
末
で
出
来
の
悪
い
こ

と
）
〝
苦
器
〟
（
こ
き
：
ご
つ
ご
つ
し
て
出
来
の
悪
い
道
具
）

が
あ
る
。

「
枯

」

木
偏
（
１
・
２
・
６
）
と
十
（
口
は
省

32
略
）
で
表
す
。
音
読
み
の
コ
は
漢
・
呉
音
。

「
湖

」

さ
ん
ず
い
（
１
・
２
・
３
）
と
月
（
１
・

33
５
）
で
表
し
、
古
は
省
略
。
音
読
み
の
コ
は
漢
音
。
「
古
」
と

「
月
」
で
で
き
た
〝
胡
〟
は
年
老
い
て
く
る
と
あ
ご
の
下
が
伸

び
て
ダ
ラ
ー
ン
と
し
た
様
子
（
常
用
字
解
）
。
山
間
で
起
き
た

地
震
の
土
砂
崩
れ
に
よ
り
川
の
流
れ
の
機
能
を
無
く
し
、
水
を

せ
き
と
め
溜
ま
っ
て
で
き
た
も
の
（
堰
止
湖
）
が
湖
の
元
の
意

味
。
〝
湖
面
〟
〝
湖
月
〟
（
こ
げ
つ
）
〝
湖
上
〟
（
こ
じ
ょ

う
）
な
ど
が
あ
る
。

・
ナ
の
形
を
十
の
形
と
見
て
、
そ
の
右
下
に
部
首
の
入
る
文

字
三
つ
。

「
有

」

十
と
月
で
表
す
。
こ
の
場
合
の
月
は
〝
肉

34
〟
の
こ
と
で
、
神
に
供
え
る
こ
と
を
い
う
。
音
読
み
の
ユ
ウ
は

漢
音
、
ウ
は
呉
音
。
熟
語
と
し
て
〝
有
様
〟
（
あ
り
さ
ま
）
、

〝
有
名
〟
〝
有
望
〟
〝
有
能
〟
〝
未
曾
有
〟
（
み
ぞ
う
）
な
ど

が
あ
る
。

「
存

」

十
と
子
（
２
・
４
・
６
）
で
表
す
。
子
を

35
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手
で
囲
っ
て
守
る
（
常
用
字
解
）
。
音
読
み
の
ソ
ン
は
漢
音
、

ゾ
ン
は
呉
音
。
〝
存
在
〟
〝
実
存
〟
な
ど
が
あ
る
。

「
在

」

十
と
土
（
１
・
３
・
４
・
５
）
で
表
す
。

36
場
所
的
要
素
を
持
っ
た
も
の
。
音
読
み
の
ザ
イ
は
呉
音
、
サ
イ

は
漢
音
。
熟
語
に
、
〝
所
在
〟
〝
実
在
〟
〝
不
在
〟
〝
点
在
〟

〝
在
中
〟
〝
在
宅
〟
な
ど
が
あ
る
。
在
原
業
平
（
あ
り
わ
ら
の

な
り
ひ
ら
：
８
２
５
～
８
８
０
）
と
い
う
平
安
初
期
の
歌
人
が

い
た
。
「
伊
勢
物
語
」
の
主
人
公
と
混
同
さ
れ
、
伝
説
化
さ
れ

た
。

◇

◇

◇

◇

◇

◇

年
度

第
４
回
（
第

回
）
報
告

20

16

１

日
時

平
成

年
７
月

日(

土)

20

19
時

分
～

時

分

18

30

20

40

２

場
所

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階

集
会
室
（
座
敷
）

３

出
席
者
（
省
略
）

４

使
用
教
材

「
漢
点
字
講
習
用

テ
キ
ス
ト

初
級
編

第
二
回
（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
：
湖
、
有
、
存
、
在
、
門
、
聞
、
間
、

問
、
開
、
閉
、
回
、
国

５

学
習
会
内
容

（
１
）
前
回
の
復
習
テ
キ
ス
ト
第
二
回
、

３

複
合
文
字
（
１
）

「
朝

」
、
「
世

」
：
三
十
年
一
世
代
と
言
わ
れ
た

こ
と
か
ら
十
を
三
つ
並
べ
た
形
。

「
葉

」
：
葉
に
部
首
を
付
加
し
た
字
に
、
蝶

・

牒

・
諜

・

喋

（
チ
ヨ
ウ
）
、
鰈

（
か

れ
い
）
が
あ
る
。

「
古

」
、
「
苦

」

「
枯

」
：
木
が
枯
れ
る
場
合
に
用
い
、
水
の
場
合
は

〝
涸

れ
る
〟
と
な
る
。

「
湖

」
：
つ
く
り
の
胡
（
コ
、
え
び
す
）
が
付
く
文
字

に
、
糊

（
の
り
）
、
瑚

、
醐

（
ゴ
）
が

あ
る
。

「
有

」
：
ナ
の
部
分
は
手
の
形
、
月
は
肉
で
、
肉
を
手

に
持
ち
神
に
供
え
る
意
味
が
あ
る
。

「
存

」
：
子
を
慈
し
む
。

「
在

」
：
土
盛
り
を
し
て
神
様
を
迎
え
る
。
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（
２
）
今
回
の
学
習
内
容
テ
キ
ス
ト
、
漢
数
字
及
び

第
一
基
本
文
字
を
部
首
と
し
た
文
字
（
３
）

・
門
（
２
・
３
・
４
・
５
・
６
）
構
え
の
あ
る
文
字
。

「
聞

」

門
構
え
と
耳
（
１
・
２
・
３
・
５
・
６
）

37
で
表
す
、
音
読
み
の
ブ
ン
は
漢
音
、
モ
ン
は
呉
音
。
「
耳
」
は

神
の
お
告
げ
を
聞
く
。
「
門
」
は
神
を
祭
る
廟
で
あ
と
か
ら
付

け
た
も
の
。
熟
語
の
聞
酒
（
き
き
ざ
け
）
は
利
酒
が
あ
る
。
見

聞
、
前
代
未
聞
な
ど
。

「
間

」

門
構
え
と
日
（
２
・
３
・
６
）
で
表
す
。

38
日
の
部
分
は
元
々
は
〝
月
〟
（
肉
）
で
、
廟
に
肉
を
供
え
、
門

が
開
く
か
を
み
た
。
幅
広
く
使
わ
れ
る
。
音
読
み
の
カ
ン
は
漢

音
、
ケ
ン
は
呉
音
。
間
に
付
加
し
た
字
に
、
燗

、

癇

、
簡

、
澗

、
繝

（
カ
ン
）
。
熟

語
に
〝
間
髪
（
か
ん
ぱ
つ
）
〟
〝
間
伐
（
か
ん
ば
つ
）
〟
〝
世

間
（
せ
け
ん
）
〟
な
ど
が
あ
る
。

「
問

」

門
構
え
と
口
（
１
・
２
・
４
・
５
）
で
表

39
す
。
口
は
サ
イ
で
祝
詞
を
入
れ
る
器
。
熟
語
に
〝
慰
問
（
い
も

ん
）
〟
〝
自
問
自
答
（
じ
も
ん
じ
と
う
）
〟
な
ど
が
あ
る
。

「
開

」

門
構
え
と
廿
あ
し
（
２
・
３
・
４
・
５
で

40
〝
廿

〟
の
下
の
開
い
た
形
）
で
表
す
。
二
本
の
手
で
押
し

開
く
形
を
象
っ
て
い
る
。
音
読
み
の
カ
イ
は
漢
・
呉
音
。
熟
語

に
〝
開
花
〟
〝
開
化
〟
〝
開
拓
〟
な
ど
が
あ
る
。

「
閉

」

門
構
え
と
才
（
２
・
４
・
５
、
ロ
）
で
表

41
す
。
神
々
が
伝
わ
っ
て
降
り
て
く
る
木
に
印
を
つ
け
る
（
白
川

先
生
説
）
。
音
読
み
の
ヘ
イ
は
漢
音
。
熟
語
に
〝
幽
閉
（
ゆ
う

へ
い
）
〟
〝
閉
塞
（
へ
い
そ
く
）
〟
な
ど
が
あ
る
。
開
閉
は
ト

で
開
き
、
ロ
で
閉
じ
る
と
な
る
。

＊
国
構
え
（
２
・
３
・
５
・
６
“
レ
下
が
り
”
）
の
文
字
四

つ
。

「
回

」

国
構
え
と
口
（
１
・
２
・
４
・
５
）
で
表

42
す
。
水
の
淵
に
で
き
た
渦
の
形
か
ら
き
た
文
字
。
本
来
の
国
構

え
の
意
味
は
な
い
。
回
の
異
体
字
に
〝
囘
〟
が
あ
る
。
音
読
み

の
カ
イ
は
漢
音
、
エ
は
呉
音
。
エ
の
つ
く
熟
語
は
〝
回
向
（
エ

コ
ウ
）
〟
で
仏
教
用
語
。
熟
語
に
〝
迂
回
〟
〝
巡
回
〟
〝
旋

回
〟
〝
回
心
〟
〝
回
診
〟
〝
回
帰
〟
な
ど
多
数
あ
る
。

「
国

」

国
構
え
と
玉
（
１
・
２
・
３
・
４
・
６
）

43
で
表
す
。
オ
ン
読
み
の
コ
ク
は
漢
・
呉
音
。
国
の
旧
字
は
「
國

」
。
江
戸
時
代
に
水
戸
の
徳
川
家
に
「
光
圀

補

（
み
つ
く
に
）
」
が
生
存
。
熟
語
に
〝
万
国
〟
〝
母
国
〟
〝
祖

国
〟
〝
外
国
〟
〝
国
力
〟
〝
国
宝
〟
〝
国
分
寺
〟
な
ど
多
数
あ

る
。
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わ
た
く
し
ご
と木

村

多
恵
子

私
事
で
、
羽
化
の
活
動
か
ら
暫
く
は
ず
れ
て
い
て
済
み
ま
せ

ん
で
し
た
。
ま
た
お
仲
間
に
加
え
て
く
だ
さ
い
。

前
号
の
機
刊
誌
「
羽
化
・

号
」
の
巻
頭
記
事
、
「
漢
点
字

68

の
散
歩
」
（
七
）
の
冒
頭
で
、
岡
田
代
表
が
、
や
は
り
「
横
浜

羽
化
」
か
ら
、
視
覚
障
害
者
向
け
に
、
「
漢
点
字
の
魅
力
」
を

広
め
る
た
め
に
発
刊
し
て
い
る
「
横
浜
通
信
」
の

号
（
２
０

82

０
８
年
５
月

日
発
行
）
の
編
集
後
記
に
、
「
素
敵
な
詩
を
紹

15

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
」
の
添
え
書
き
の
み
で
、
鈴
木
洋
子
さ

ん
が
選
ん
で
く
だ
さ
っ
た
、
寺
山
修
司
の
詩
を
き
っ
か
け
に
し

て
、
代
表
ら
し
く
整
然
と

格
調
高
く
論
を
展
開
さ
れ
て
い

る
。そ

れ
は
寺
山
の
果
敢
な
活
躍
と
、
「
言
葉
」
に
対
す
る
鋭
い

感
性
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
密
度
の
濃
さ
を
正
し
く
知
る
に

は
、
視
覚
障
害
者
も
、
漢
点
字
で
読
ま
ね
ば
本
当
の
よ
さ
は
理

解
で
き
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
書
家
の
石
川
九
楊

氏
が
、
文
字
に
は
書
く
人
の
精
神
と
肉
体
の
健
康
状
態
が
反
映

す
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
。
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
（
こ
こ
で

は
、
ご
く
大
雑
把
に
文
意
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
、
ど
う
か
改

め
て
も
う
一
度

号
＝
２
０
０
８
年
６
月

日
発
行
の
、
こ
の

68

15

文
章
を
読
み
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
）

わ
た
し
は
自
分
の
能
力
に
応
じ
て
漢
点
字
で
読
み
書
き
す
る

の
が
好
き
で
あ
る
。
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
も
、
元
来
耳
が
悪
い

こ
と
も
手
伝
っ
て
、
音
声
で
聴
く
だ
け
よ
り
、
音
声
を
消
し

て
、
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
、
漢
点
字
で
読
む
こ
と
が
多
い
。

問
題
は
、
指
で
、
一
字
一
句
追
っ
て
行
く
に
は
時
間
が
か
か
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
書
く
こ
と
に
つ
い
て
も
、
最
初
、
ロ

ー
マ
字
変
換
を
す
る
よ
り
、
漢
点
字
を
し
っ
か
り
覚
え
る
た
め

に
も
、
漢
点
字
の
パ
タ
ー
ン
で
入
力
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
思
っ

て
い
た
。
も
っ
と
原
始
的
に
、
い
う
な
れ
ば
点
字
板
で
漢
点
字

で
書
く
こ
と
に
努
力
を
さ
え
し
て
い
た
。
石
川
九
楊
氏
の
言
を

借
用
す
れ
ば
、
点
字
板
で
書
い
た
漢
点
字
は
実
に
温
か
く
て
読

み
や
す
い
し
、
書
い
た
時
の
自
分
の
体
調
の
善
し
悪
し
が
確
実

に
現
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
実
に
は
、
い
ち
い
ち
こ
の
漢

点
字
で
よ
い
か
心
配
し
、
確
認
し
な
が
ら
書
い
て
い
た
の
で

は
、
こ
れ
も
ま
た
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
る
。
そ
う
で
な
く
て
も

文
章
力
の
な
い
わ
た
し
に
は
、
さ
ら
に
文
脈
が
乱
れ
て
、
ま
す

ま
す
無
駄
な
時
間
ば
か
り
か
か
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、

今
で
は
ロ
ー
マ
字
変
換
だ
っ
た
り
、
直
接
漢
点
字
の
パ
タ
ー
ン

で
入
力
し
た
り
と
、
そ
の
割
合
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

さ
て
、
問
題
は
、
わ
た
し
が
漢
点
字
を
ど
う
使
っ
て
い
る
か
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と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

同
じ
一
編
の
詩
を
読
み
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
何
を
読
み
取
る

か
と
い
う
、
そ
の
能
力
と
感
性
の
違
い
で
あ
る
。
岡
田
代
表
の

前
号
の
文
章
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
論
理
的
で
あ
り
、

教
育
的
で
あ
り
、
啓
蒙
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
わ
た
し
は
と
言
え
ば
、
こ
の
寺
山
修
司
の
詩

を
読
ん
で
、
単
純
に
感
動
し
、
私
情
に
流
れ
、
た
だ
ポ
ロ
ポ
ロ

と
涙
を
流
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

〝
Ｄ
ｉ
ａ
ｍ
ｏ
ｎ
ｄ
〟

『
寺
山
修
司
少
女
詩
集
』

木
と
い
う
字
を
一
つ
書
き
ま
し
た

一
本
じ
ゃ
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら

と
思
っ
て
も
う
一
本
な
ら
べ
る
と

林
と
い
う
字
に
な
り
ま
し
た

淋
し
い
と
い
う
字
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と

さ
び二

本
の
木
が

な
ぜ
涙
ぐ
ん
で
い
る
の
か

よ
く
わ
か
る

こ
こ
ま
で
は
胸
が
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
も
普
通
に
単
純
に

「
そ
う
か
あ
…
」
と
納
得
し
な
が
ら
読
ん
で
い
た
。
け
れ
ど

も
、
こ
の
詩
人
が
一
番
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
わ

た
し
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
の
は
、
最
後
の
二
行
、

「
ほ
ん
と
に
愛
し
は
じ
め
た
と
き
に
だ
け

淋
し
さ
が
訪
れ
る
の
で
す
」

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
最
後
の
二
行
を
引
き
出
す
た
め
に
、
一

本
の
木
を
示
し
、
二
本
目
を
な
ら
べ
て
林
を
作
り
、
そ
こ
へ
さ

ん
ず
い
を
加
え
て
、
そ
の
さ
ん
ず
い
を
、
詩
人
は
、
涙
の
滴
と

見
立
て
て
い
る
。
こ
の
た
た
み
込
ん
で
行
く
、
文
字
と
言
お
う

か
、
言
葉
の
配
置
が
、
最
後
の
二
行
を
効
果
的
に
引
き
立
て
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

理
屈
は
ど
う
あ
れ
、
「
ほ
ん
と
に
愛
し
は
じ
め
た
と
き
に
だ

け
／

淋
し
さ
が
訪
れ
る
の
で
す
」
の
詩
句
が
、
今
の
わ
た
し

の
、
い
え
、
同
じ
よ
う
な
哀
し
み
を
抱
い
て
い
る
人
の
思
い

い
だ

を
、
詩
人
は
先
取
り
し
、
代
弁
し
て
く
れ
て
い
る
。

わ
た
し
は
も
う
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

「
ほ
ん
と
う
に

愛
し
は
じ
め
た
と
き
」
、
そ
れ
は
、
「
も
う
こ
の
世
で
は
二
度

と
再
び
そ
の
人
と
会
え
な
く
な
っ
た
と
き
」
、
で
あ
る
。
わ
た

し
は
、
こ
の
二
本
の
木
を
、
彼
と
私
だ
と
感
じ
た
。
わ
た
し
に

と
っ
て
だ
け
大
切
な
夫
を
送
っ
て
、
ま
だ
一
カ
月
も
経
た
な
い
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時
期
に
、
こ
の
詩
は
大
き
な
慰
め
に
な
っ
た
。

泣
き
に
泣
き
、
泣
き
に
泣
き
、
泣
き
続
け
、
徐
々
に
感
謝
へ

と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

人
が
、
な
ぜ
詩
歌
や
小
説
を
読
み
、
音
楽
を
聞
き
、
絵
画
を

見
、
美
し
い
花
花
を
愛
す
る
の
か
が
、
今
よ
く
分
か
っ
た
よ
う

な
気
が
す
る
。
自
分
で
、
哀
し
み
や
絶
望
、
悼
み
、
悩
み
、
い

や
、
時
に
は
溢
れ
る
喜
び
も
含
め
て
、
つ
ま
り
、
プ
ラ
ス
、
マ

イ
ナ
ス
の
感
情
表
現
を
紡
ぎ
出
せ
な
い
、
わ
た
し
の
よ
う
な
も

の
に
は
、
こ
う
し
た
、
感
性
豊
か
な
先
人
の
創
り
出
す
も
の
に

感
情
移
入
し
、
自
己
解
放
し
、
慰
め
を
得
る
の
で
あ
る
。
わ
た

し
の
場
合
、
喪
失
を
慰
め
て
く
れ
た
の
は
、
最
初
の
う
ち
は
美

し
い
花
花
で
あ
っ
た
。
詩
も
小
説
も
音
楽
さ
え
も
積
極
的
に
向

き
合
う
気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
最
期
の
二
ヶ
月
を
我
が
家
で

看
取
り
、
送
っ
て
以
来
一
ヶ
月
以
上
ニ
ュ
ー
ス
も
聴
か
な
か
っ

た
。
沈
黙
の
中
、
独
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
彼
と
居
る
こ
と
に

は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
花
は
こ
ち
ら
の
悲
し
み
に
寄

り
添
い
邪
魔
を
し
な
い
。
花
を
手
向
け
る
と
は
こ
う
い
う
こ
と

な
の
だ
。
こ
こ
に
も
先
人
の
智
慧
を
感
じ
た
。

や
が
て
、
友
人
の
一
人
が
一
枚
の
Ｃ
Ｄ
を
贈
っ
て
く
れ
た
。

最
初
は
音
を
小
さ
く
、
小
さ
く
し
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
自
然
に
流

れ
込
む
よ
う
に
し
、
唄
わ
れ
て
い
る
詩
に
心
惹
か
れ
る
よ
う
に

な
り
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
上
げ
て
聴
く
よ
う
に
な
っ
た
。
今
は
こ

の
音
楽
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
（
か
な
り
横
道
に
逸
れ
た

が
！
）

編
集
責
任
者
の
鈴
木
洋
子
さ
ん
が
、
わ
た
し
の
現
状
を
知
っ

て
い
て
、
こ
の
寺
山
修
司
の
詩
を
選
ん
で
く
だ
さ
っ
た
と
の
勝

手
な
思
い
こ
み
は
し
な
い
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
今
、
今
現
在

の
わ
た
し
を
慰
め
て
く
れ
る
に
相
応
し
い
詩
を
教
え
て
く
だ
さ

っ
た
こ
と
に
、
感
謝
の
電
話
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

何
回
か
の
電
話
の
後
、
お
話
が
で
き
、
感
謝
の
思
い
は
当
然
な

が
ら
、
持
ち
き
れ
な
い
悲
し
み
を
一
杯
、
一
杯
聴
い
て
い
た
だ

い
た
。
文
学
や
音
楽
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
意
味
に
つ
い
て
ま
で

話
が
広
が
り
、
沢
山
の
慰
め
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
彼
と
の
思
い
出
は
沢
山
あ
っ
て
も
、
こ
れ

か
ら
新
た
に
造
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

み
ん
み
ん
の
ほ
ど
良
き
遠
さ
夫
と
聴
く

な
ど
と
い
う
静
か
な
落
ち
着
き
の
あ
る
さ
さ
や
き
を
心
に
口
ず

さ
ん
だ
、
丁
度
三
年
前
は
絶
対
に
帰
っ
て
来
な
い
の
だ
。

２
０
０
８
年
８
月
４
日

－ ２４ －



 

漢

文
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ー

ジ

漢

文
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長
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４
）

盛
唐

白
居
易

安
祿
山
の
乱
と
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ジ

九
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ニ
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餘
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ク

ト
モ
ス
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軍

不
レ

發

無
二

奈

何
一

タ
ル

ニ

ス

宛

轉

蛾

眉

馬

前

死

シ
テ

ニ

シ

ノ

ム
ル

花

鈿

委
レ

地

無
二

人

收
一

翠

翹

金

雀

玉

掻

頭

ヒ
テ

ヲ

ヒ

君

王

掩
レ

面

救

不
レ

得

リ

テ

シ
テ

ル

回

看

血

涙

相

和

流

九
重
の
城
闕
煙
塵
生
じ

き
ゅ
う
ち
ょ
う

じ
ょ
う
け
つ

え

ん

じ

ん

し
ょ
う

千
乗
万
騎
西
南
に
行
く

せ
ん
じ
ょ
う

ば

ん

き

せ

い

な

ん

ゆ

翠
華
揺
揺
と
し
て
行
き
て
復
た
止
ま
り

す

い

か

よ

う

よ

う

ゆ

ま

と

ど

西
の
か
た
都
門
を
出
づ
る
こ
と
百
余
里

に

し

と

も

ん

い

ひ
ゃ
く

よ

り

六
軍
発
せ
ず
奈
何
と
も
す
る
無
く

り

く

ぐ

ん

は

っ

い

か

ん

な

宛
転
た
る
蛾
眉
馬
前
に
死
す

え

ん

て

ん

が

び

ば

ぜ

ん

し

花
鈿
地
に
委
し
て
人
の
収
む
る
無
し

か

で

ん

ち

ま

か

ひ

と

お

さ

な

翠
翹
金
雀
玉
掻
頭

す
い
ぎ
ょ
う

き
ん
じ
ゃ
く
ぎ
ょ
く

そ

う

と

う

君
王
面
を
掩
ひ
て
救
ひ
得
ず

く

ん

の

う

お
も
て

お

お

す

く

え

回
り
看
て
血
涙
相
和
し
て
流
る

か
え
り

み

け

つ

る

い

あ

い

わ

な

が

楊
家
の
専
横
す
る
世
と
な
り
、
辺
境
の
地
を
守
る

節
度
使
の
長
官
、
安
禄
山
が
反
乱
を
起
す
。

帝
の
一
行
は
都
を
脱
出
す
る
。
西
南
の
地
に
向
か

う
が
、
反
乱
の
因
と
な
っ
た
楊
貴
妃
を
生
か
し
た
ま

ま
で
は
、
軍
の
兵
士
た
ち
が
納
得
せ
ず
先
へ
進
も
う

と
し
な
い
。
や
む
な
く
貴
妃
は
馬
前
で
殺
さ
れ
る
。

地
に
散
乱
し
た
ま
ま
か
た
ず
け
る
者
も
な
い
、
額

の
飾
り
や
か
ん
ざ
し
を
見
て
、
帝
は
悲
嘆
に
く
れ
る

ば
か
り
で
あ
っ
た
。

－ ２５ －



－ ２６ －

九 重 ノ 城 闕 煙 塵 生 ジ

千 乘 萬 騎 西 南 ニ 行 ク

翠 華 搖 搖 トシテ 行 キテ 復 タ 止 マ

リ

西 ノカタ 出 ヅルコト 都 門 ヲ 百 餘

里

六 軍 不 發 セ 無 ク 奈 何 トモス

ル

宛 轉 タル 蛾 眉 馬前 ニ 死 ス

花 鈿 委 シテ 地 ニ 無 シ 人 ノ

收 ムル

翠 翹 金雀 玉掻 頭

君 王 掩 ヒテ 面 ヲ 救 ヒ 不 得

回 リ 看 テ 血 涙 相 和 シテ 流 ル

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 第十回

３ 複合文字 （１）

３．漢数字および第一基本文字を部首とした文字 （５）

（「ひとあし」の付いた文字、続き）

（４７） 見 ケン ゲン み‐る

まみ‐える

「目 」の下に「元 の儿（ひとあし）」を置いた形の文字です。目

で見ることを表しています。見ることから、人が現れること、ものごと

の見方、考え、意見という意味が生じます。また、人に会う、まみえる

の意味も表します。漢文訓読では、〝る、らる、られる〟という、受け

身の助動詞として読み解かれます。漢点字では、「 （目 ）」に「

（儿）」で表されます。

「見学」「見物」「見解」「意見」「謁見」「百聞は一見に如かず」

（４８） 介 カイ ケ はさ‐む

たす‐ける すけ

「ひとやね 」の下に「八 」を置いた形の文字です。屋根型の三

角の下に脚を付けた形です。この文字の三角の屋根の形を、「ひとやね」

と呼びます。人が大きく脚を開いて構えている形です。その下に数字の

八の形を置いて、中に割って入る、中を取り持つという意味を表します。

また、そこから〝たすける〟という意味が生じて、平安時代の官職の

〝すけ〟にこの字が当てられることがあります。またそこから現在でも、

男性の名前に〝すけ〟として用いられています。漢点字では、「 」で「ひ

とやね」を表し、「 」で「儿」を表しています。八の形を「ひとあし」

ととらえて、「 」を採用しました。

「介在」「介入」「介護」「介助」「紹介」「仲介」「芥川龍之介」

（４９） 先 セン さき さき‐んずる

ま‐ず

「土 」の左上にカタカナの「ノ」を付けて、下に「儿」を付けた形

の文字です。「先代、先日、先月」と、時間的に遡った意味を表します。

また、他の人より早くとか、他はさておいてとかの意味も表します。さ

らに、長いもの、動くものの前の部分をも指します。しかし現在では、



－ ２８ － (横－２）

時間的に遡った、過去を指すばかりでなく、未来を言うこともあります

ので、注意が必要です。漢点字では、「 (土 )｣と｢ (儿)｣で表します

が、〝儿〟に「 」を採用したのは、他の漢点字符号と重なるからです。

「先人」「先代」「先祖」「先日」「先月」「先端」「刃の切っ先」

「船の舳先」「先ずはお茶を一杯」

※ 「兄 」が部首として含まれる文字一つ。

（５０） 祝 シュク シュウ いわい

いわ‐う ほ‐ぐ

「示 偏」に右側に旁として「兄 」を置いた形の文字です。「示

偏」は、祭壇を表します。「兄 」は、その前にひざまずいた人を象

っています。神様に仕える人、祝い事、神様を讃えることを表します。

漢点字では、「 （示 偏）」と「 （兄 ）」で表されます。

「祝日」「祝祭」「祝辞」「祝宴」「祝言」「新年を言祝ぐ」「この子の

七つのお祝いに」

＊ 「兄 」の上に八を置いた文字があります。この文字は、部

首として多くの文字に含まれます。

（参考） 兌 ダ あな ぬけ‐でる

金本位制経済のころ、発行された紙幣は、その高に応じた金と交換さ

れていました。このような紙幣を「兌 換紙幣」と呼びます。現代の

紙幣は、金とは交換されません。これを「不換紙幣」と呼びます。この

「兌 」は、着ている着物を解き放すという意味を有します。部首と

なって〝エイ、エツ、セイ、セツ、ダ、ダイ、ダツ〟という音と、〝か

える、ぬく〟という意味を表します。

※ 「兄 」の上に八が付く「兌 」が部首として含まれる

文字二つ。

（５１） 説 セツ セイ と‐く

よろこ‐ぶ よろこ‐ばしい

「言 偏」の右側に「兌 」を置いた形の文字です。言葉で解き

放つという意味を表して、ものごとを説明することや、学問上の理論を

指したりします。また、〝よろこぶ、よろこばしい〟という意味にも用

いられることがあります。漢点字では、「 （言 偏）」と「 （兌

）」で表されます。

「説明」「説得」「解説」「小説」「学説」「論説」

〈（５２）税 は次号で説明〉



ご
報
告
と
ご
案
内

一

『
常
用
字
解
』
に
つ
い
て

横
浜
市
中
央
図
書
館
へ
の
納
入
書
と
し
て
製
作
を
進
め
て
参

り
ま
し
た
『
常
用
字
解
』
（
白
川
静
編
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
三

年
）
の
完
成
が
近
く
な
り
ま
し
た
。
図
書
館
へ
は
、
二
〇
〇
八

年
度
に
前
半
を
、
二
〇
〇
九
年
度
に
後
半
を
納
入
す
る
計
画
で

作
業
を
進
め
て
参
り
ま
し
た
が
、
こ
の
秋
に
は
前
半
が
、
来
年

度
に
は
後
半
が
完
成
す
る
見
通
し
と
な
り
ま
し
た
。

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
で
は
十
一
年
前
（
一
九
九
七
年
）

に
、
『
漢
字
源
』
（
藤
堂
明
保
編
、
学
習
研
究
社
）
を
、
横
浜

国
立
大
学
の
村
田
忠
禧
先
生
の
ご
尽
力
に
よ
っ
て
、
学
習
研
究

社
様
か
ら
デ
ー
タ
を
拝
領
し
て
、
漢
点
字
版
全
九
〇
巻
を
完
成

『常用字解』表紙

し
ま
し
た
。
現
在
同
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
同
書
は
漢

文
か
ら
の
例
示
が
豊
富
で
、
文
字
の
使
用
法
、
読
み
方
、
解
釈

を
知
る
の
に
、
こ
の
上
な
い
資
料
で
す
。

今
回
試
み
て
お
り
ま
す
『
常
用
字
解
』
は
、
「
白
川
漢
字

学
」
を
中
高
生
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
編
ま
れ
た
と
の
記
載

が
、
本
誌
に
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
「
常
用
字
解
の
編

集
に
つ
い
て
」
に
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
中
高
生
ば
か
り
で
な

く
、
一
般
書
と
し
て
も
力
を
持
っ
て
余
り
あ
る
こ
と
は
、
こ
の

白
川
先
生
の
お
筆
か
ら
も
容
易
に
理
解
さ
れ
ま
す
。

『
常
用
字
解
』
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
の
辞
典
の
多
く
が
、

漢
字
の
構
成
を
『
康
煕
字
典
』
（
清
前
期
）
に
求
め
、
ま
た

『
康
煕
字
典
』
は
『
説
文
解
字
』
（
後
漢
）
に
求
め
て
、
『
説

文
解
字
』
を
最
も
基
本
的
な
資
料
と
し
た
も
の
で
し
た
が
、
本

書
は
、
白
川
先
生
の
甲
骨
文
字
と
金
石
文
の
丹
念
な
ト
レ
ー
ス

と
解
析
に
よ
っ
て
、
文
字
の
古
形
を
明
ら
か
に
し
て
、
文
字
を

通
し
て
宗
教
と
社
会
と
人
間
の
有
様
を
分
析
し
て
お
ら
れ
ま

す
。漢

点
字
版
で
は
、
川
上
泰
一
先
生
の
提
唱
さ
れ
た
「
字
式
」

を
用
い
て
、
視
覚
障
害
者
に
も
「
字
形
」
の
理
解
の
便
宜
を
は

か
り
ま
し
た
。

本
書
が
完
成
す
る
こ
と
は
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、
『
漢
字

源
』
と
と
も
に
二
つ
の
座
標
軸
か
ら
〈
漢
字
〉
の
世
界
に
ア
プ

－ ２９ －



ロ
ー
チ
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
視
覚
障
害
者
が
、
日
本

の
文
化
を
、
ま
た
中
国
の
古
典
を
賞
味
で
き
る
幅
を
、
も
う
一

歩
広
げ
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

図
書
館
へ
は
印
刷
物
で
納
入
し
ま
す
が
、
前
号
で
ご
紹
介
し

た
Ｅ
Ｉ
Ｂ
フ
ァ
イ
ル
で
の
配
布
も
で
き
ま
す
。
ご
要
望
を
お
寄

せ
下
さ
い
。

二

『
神
さ
ま
が
く
れ
た
漢
字
た
ち
』
に
つ
い
て

か
ね
て
か
ら
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
で
進
め
て
参
り
ま
し
た

『
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
）
が
い
よ
い
よ
完
成
し
ま
す
。

目
次
か
ら
、
「
序
文

白
川
静
／

第
一
章

初
め
の
物
語

／

第
二
章

か
ら
だ
の
物
語
／

第
三
章

【
さ
い
】
の
物

語
／

第
四
章

生
と
死
の
物
語
／

第
五
章

空
翔
け
る
も

の
の
物
語
／

第
六
章

「
物
語
」
の
の
ち
に
」

著
者
略
歴
：

白
川
静
（
し
ら
か
わ
・
し
ず
か
）

１
９
１
０
年
福
井
県
生
ま
れ
。
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
、
特

定
非
営
利
活
動
法
人
・
文
字
文
化
研
究
所
所
長
。
１
９
８
４
年

か
ら

年
に
か
け
て
『
字
統
』
（
毎
日
出
版
文
化
賞
特
別
賞
受

96

賞
）
「
字
訓
」
「
字
通
」
（
す
べ
て
平
凡
社
）
の
三
部
作
を
完

成
さ
せ
る
。

年
、
文
化
功
労
賞
受
賞
。

年
、
文
化
勲
章
受

98

04

章
。
ほ
か
、
受
賞
多
数
。
中
国
の
甲
骨
文
、
金
文
を
分
析
、
い

ま
ま
で
の
漢
字
解
釈
を
く
つ
が
え
し
、
古
代
人
の
生
活
と
意
識

ま
で
に
ふ
み
こ
ん
だ
「
白
川
文
字
学
」
の
体
系
を
打
ち
立
て

る
。

年
よ
り
漢
字
の
成
り
立
ち
や
字
義
・
文
字
に
秘
め
ら
れ

99

た
精
神
文
化
と
文
字
文
化
に
つ
い
て
の
連
続
講
演
「
文
字
講

話
」
を
行
い
、
全
国
か
ら
た
く
さ
ん
の
聴
講
者
を
集
め
て
い

る
。
著
書
に
、
『
白
川
静
著
作
集
』
（
全

巻
・
平
凡
社
）
ほ

12

か
。

山
本
史
也
（
や
ま
も
と
・
ふ
み
や
）

１
９
５
０
年
高
知
県
土
佐
清
水
市
生
ま
れ
。
大
阪
の
公
立
高

校
の
国
語
科
教
諭
で
あ
る
と
同
時
に
、
白
川
静
の
最
後
の
薫
陶

を
受
け
、
文
字
文
化
研
究
所
の
漢
字
普
及
特
別
講
師
と
し
て
活

躍
、
白
川
文
字
学
を
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
に
つ
と
め
て
い

る
。
著
書
に
、
「
先
生
の
た
め
の
漢
文
Ｑ
＆
Ａ
１
０
０
」
（
右

文
書
院
）
が
あ
る
。

三

『
生
麦
事
件
』

読
者
か
ら
漢
点
字
訳
の
ご
要
望
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

た
、
吉
村
昭
著
『
生
麦
事
件
』
（
新
潮
文
庫
、
上
下
巻
）
の
上

巻
が
、
今
月
（
八
月
）
末
を
目
標
に
完
成
致
し
ま
す
。
当
面
Ｅ

Ｉ
Ｂ
フ
ァ
イ
ル
で
の
ご
提
供
と
な
り
ま
す
が
、
印
字
へ
の
ご
要

望
に
も
お
応
え
致
し
ま
す
。

下
巻
は
、
年
末
完
成
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

ご
要
望
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

－ ３０ －
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▼
今
号
で
は
、
非
常
に
対
照
的
な
文

字
・
言
語
に
関
す
る
考
え
方
を
紹
介

す
る
文
が
２
つ
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

１
つ
は
山
内
さ
ん
が
紹
介
さ
れ
た
明
治
初
期
の
頃
の
日
本

語
廃
止
論
で
、
も
う
１
つ
は
『
常
用
字
解
』
の
編
集
方
針

の
紹
介
の
中
に
現
れ
て
い
る
白
川
先
生
の
「
常
用
漢
字

表
」
に
対
す
る
批
判
で
す
▼
森
有
礼
は
、
「
日
本
が
近
代

的
な
国
家
に
な
っ
て
西
洋
と
伍
し
て
行
く
た
め
に
は
、
日

本
語
と
い
う
き
わ
め
て
非
論
理
的
、
不
合
理
、
前
近
代
的

な
言
語
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
ら
だ
め
だ
」
と
言
っ
た
そ

う
で
す
が
、
そ
の
後
の
日
本
の
発
展
の
様
子
を
見
る
と
そ

れ
は
杞
憂
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
▼
白
川
先
生
は
、
「
常
用

漢
字
表
」
で
単
純
に
１
つ
の
点
を
省
略
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
、
「
古
典
に
み
だ
り
に
変
改
を
加
え
る
こ
と
」
と
し

て
、
こ
れ
を
「
文
化
的
遺
産
に
対
す
る
重
大
な
冒
涜(
ぼ
う

と
く)

で
あ
る
」
と
断
じ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
極
端
な
主

張
だ
と
思
い
ま
す
が
、
文
字
そ
の
も
の
に
愛
着
を
感
じ
る

人
に
と
っ
て
は
許
し
難
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
▼
木
村

多
恵
子
さ
ん
が
、
ご
主
人
を
亡
く
さ
れ
た
深
い
悲
し
み
か

ら
立
ち
直
ら
れ
て
、
情
感
あ
ふ
れ
る
文
を
お
寄
せ
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
そ
の
悲
し
み
を
糧
に
、
こ
れ
か
ら
も
一
層
の

ご
活
躍
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
木
下

和
久
）

編

集

後

記
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