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漢
点
字
の
散
歩
（
九
）

岡
田

健
嗣

四

言
葉
に
出
会
う
（
承
前
）

⑥
点
字
の
構
成
（
再
び
）

１

一
八
二
五
年
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
に
よ
っ
て
初
め
て
案
出
さ

れ
た
〈
点
字
〉
は
、
当
初
、
中
々
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
ブ
ラ
イ
ユ
は
、
そ
の
普
及
を
知
る
こ
と
な
く
、
一
八
五
二

年
に
、
肺
結
核
で
亡
く
な
っ
た
。
四
十
三
歳
だ
っ
た
と
言
う
。

当
時
の
欧
州
は
帝
国
主
義
真
っ
盛
り
で
、
各
国
が
産
業
革
命

を
争
っ
て
い
た
。
そ
の
歪
み
の
一
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
、

農
村
の
疲
弊
と
都
市
の
巨
大
化
で
あ
っ
た
。
都
市
の
巨
大
化
と

言
う
の
も
、
農
村
か
ら
流
出
し
て
都
市
に
流
れ
込
ん
だ
元
農
民

に
よ
る
人
口
の
増
大
の
こ
と
で
、
人
口
は
急
速
に
稠
密
と
な
っ

て
行
っ
た
。
そ
し
て
公
衆
衛
生
の
不
徹
底
と
相
俟
っ
て
、
肺
結

今
回
も
〈
点
字
〉
の
構
成
を
考
え
ま
す
。
〈
点
字
〉
を
ご

存
じ
な
い
皆
様
も
、
点
字
を
パ
タ
ー
ン
と
し
て
お
受
け
止

め
い
た
だ
け
れ
ば
充
分
で
す
。
点
字
で
何
が
書
か
れ
て
い

る
か
を
読
み
取
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

核
と
い
う
度
し
難
い
病
の
瀰
漫
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

勿
論
肺
結
核
は
、
そ
の
時
代
に
初
め
て
知
ら
れ
た
病
で
は
な

い
。
ず
っ
と
以
前
か
ら
死
の
病
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
ブ
ラ
イ
ユ
の
生
き
た
十
九
世
紀
か
ら
、
二
十
世
紀
に
か
け

て
の
流
行
は
、
未
聞
の
も
の
が
あ
っ
た
。
我
が
国
で
も
第
二
次

大
戦
後
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
導
入
さ
れ
た
抗
生
物
質
を
待
つ
ま

で
、
癒
や
し
難
い
病
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
ブ
ラ
イ
ユ
も

そ
の
よ
う
な
病
で
、
命
を
落
と
す
こ
と
と
な
っ
た
。
産
業
革
命

の
陰
の
部
分
は
、
民
衆
に
大
き
な
犠
牲
を
強
い
た
と
言
え
る
。

さ
ら
に
産
業
革
命
は
、
貨
幣
経
済
の
促
進
と
欧
米
帝
国
主
義

国
家
の
巨
大
化
を
も
た
ら
し
て
、
二
つ
の
大
戦
と
そ
の
後
の
冷

戦
と
し
て
実
現
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
陰
の
面
ば
か
り
を
も
た
ら
し
は
し
な
か

っ
た
。
勿
論
物
資
を
豊
か
に
し
、
交
通
を
発
達
さ
せ
、
限
り
な

い
技
術
の
発
達
と
、
経
済
の
拡
大
が
あ
っ
て
、
も
う
一
つ
の
変

化
、
人
の
意
識
の
上
に
変
化
が
現
れ
た
。
農
村
か
ら
都
市
に
集

ま
っ
た
人
々
は
、
中
世
以
来
の
都
市
文
化
を
吸
収
し
つ
つ
、
経

済
の
拡
大
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
、
新
た
な
文
化
を
築
き
始
め
た
の

で
あ
る
。
そ
の
発
現
の
一
つ
が
、
人
権
の
芽
生
え
と
、
識
字
へ

の
欲
求
で
あ
っ
た
。

視
覚
障
害
者
で
あ
る
ブ
ラ
イ
ユ
と
そ
の
周
辺
の
人
々
は
、
そ

の
よ
う
な
空
気
の
中
で
、
自
ら
を
鼓
舞
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う

し
て
〈
点
字
〉
は
誕
生
し
た
。

－ １ －



ルイ・ブライユの点字表

ルイ・ブライユの点字音階

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

１： Upper4

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

２： ＋

Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

３： ＋

Uu Vv Xx Yy Zz

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

４： ＋

Ww

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

５： Lower4

51 52 53 54 55 56

６：

57 58 59 60 61 62 63

７：

Cﾊ Dﾆ Eﾎ Fﾍ Gﾄ Aｲ Bﾛ

八分音符： （１列目）

ド レ ミ ファ ソ ラ シ

全音符： （３列目）

二分音符： （２列目）

四分音符： （４列目）

－ ２ －



２

こ
こ
に
示
し
た
表
は
、
お
馴
染
み
の
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
の
一

覧
で
あ
る
。
そ
の
下
に
示
し
た
の
は
、
点
字
楽
譜
の
音
階
を
表

す
音
譜
で
あ
る
。

ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
ど
ん
な
人
物
か
は
、
よ
く
分
か
っ
て
い

な
い
。
一
般
に
は
、
幼
児
期
に
失
明
し
、
天
才
の
名
を
ほ
し
い

ま
ま
に
し
た
人
物
の
姿
だ
け
が
喧
伝
さ
れ
る
。

ブ
ラ
イ
ユ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
も
う
一
つ
出
て
来
る

姿
が
あ
る
。
オ
ル
ガ
ン
奏
者
と
し
て
の
ブ
ラ
イ
ユ
で
あ
る
。
そ

こ
で
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
ブ
ラ
イ
ユ
が
先
ず
求
め
た
の
は
、
触

読
文
字
の
〈
点
字
〉
で
は
な
く
、
触
読
で
き
る
楽
譜
だ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
目
的
意
識
と

し
て
、
オ
ル
ガ
ン
を
弾
く
の
に
必
要
な
の
は
楽
譜
で
あ
る
。
触

読
で
き
る
形
で
手
に
入
れ
た
い
と
欲
し
て
も
、
彼
の
置
か
れ
る

環
境
か
ら
す
れ
ば
、
け
だ
し
自
然
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
〈
点
字
〉
の
符
号
の
一
覧
を
見
る
と
、
楽
譜
の

点
字
、
音
階
を
表
す
点
字
を
念
頭
に
だ
け
組
み
立
て
ら
れ
た
と

も
思
わ
れ
な
い
。
先
ず
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
定
め
る
た
め
の

点
字
符
号
の
一
覧
を
作
成
（
ブ
ラ
イ
ユ
が
作
っ
た
の
は
、
五
列

・
五
〇
番
目
ま
で
で
あ
っ
た
）
し
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
そ

の
前
半
二
五
番
目
ま
で
に
順
に
当
て
て
行
く
と
い
う
作
業
を
行

っ
た
と
見
え
る
。
（
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ま
だ
Ｗ
は
定
ま

っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
う
。
）

こ
こ
で
既
に
ご
紹
介
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
〈
点
字
〉
の
構

成
を
復
習
し
て
見
た
い
。

ブ
ラ
イ
ユ
が
作
っ
た
一
覧
は
、
縦
三
点
・
横
二
列
の
六
つ
の

点
「

」
を
最
小
単
位
と
し
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
こ
の
形

を
日
本
語
で
は
「
マ
ス
」
と
呼
ぶ
。

し
か
し
ブ
ラ
イ
ユ
の
想
定
し
た
〈
点
字
〉
の
最
小
単
位
は
、

こ
の
六
つ
の
点
の
構
成
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
一
マ
ス
の
上
の

四
つ
の
点
「

」
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
四
つ
の

点
「

」
で
全
て
の
文
字
が
表
せ
れ
ば
、
誠
に
目
出
度
し
目
出

度
し
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
語
で

使
用
す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
二
五
個
で
あ
る
。
四
つ
の
点

「

」
の
組
み
合
わ
せ
で
表
せ
る
の
は
一
五
通
り
で
あ
る
。
こ

れ
で
は
到
底
数
が
足
り
な
い
。

読
者
諸
兄
姉
に
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
「
パ

ル
ム
の
僧
院
」
で
は
、
主
人
公
が
牢
獄
の
窓
か
ら
見
え
る
あ
る

屋
敷
の
窓
の
内
に
、
美
し
い
娘
の
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
い
る
姿
を

発
見
す
る
。
一
瞬
に
し
て
虜
に
な
る
。
じ
っ
と
見
詰
め
て
い
る

う
ち
に
、
先
方
が
目
を
上
げ
る
、
目
が
合
う
。
話
は
こ
の
よ
う

に
進
む
が
、
主
人
公
は
何
と
大
胆
な
行
動
に
出
る
。
暗
号
通
信

を
試
み
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
暗
号
か
と
言
え
ば
、
ペ
ン
を
手

に
持
っ
て
振
る
、
そ
の
回
数
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
表
す
の
で

あ
る
。
Ｃ
な
ら
三
回
、
Ｑ
な
ら
一
七
回
、
Ｖ
な
ら
二
二
回
振

る
。
随
分
気
の
長
い
暗
号
で
は
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
功
を
奏
し

た
よ
う
で
、
先
方
の
女
性
も
同
様
の
方
法
で
、
返
事
を
返
し
て

く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

－ ３ －



こ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
る
と
、
当
時
一
般
に
、
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
が
、
Ａ
を
先
頭
と
し
て
何
番
目
に
あ
る
か

を
、
多
く
の
人
が
知
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
意
義

を
見
出
だ
し
て
い
た
可
能
性
は
強
い
。
少
な
く
と
も
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
を
、
序
数
詞
と
し
て
使
用
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
を
逆
に
応
用
し
た
の
が
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
暗
号
で
あ
る
。

ブ
ラ
イ
ユ
の
〈
点
字
〉
も
、
四
つ
の
点
「

」
で
で
き
る
組

み
合
わ
せ
の
う
ち
の
、
一
〇
個
の
点
字
符
号
を
基
本
形
と
し
て

順
序
づ
け
て
、
そ
の
下
に
「

」
の
二
つ
の
点
を
加
え
た
六
つ

の
点
「

」
を
単
位
と
し
て
表
す
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
を
五
列

に
整
理
し
順
序
付
け
て
、
五
〇
個
の
点
字
符
号
を
定
め
た
の
で

あ
る
。
そ
の
点
字
符
号
の
一
番
目
を
Ａ
と
し
、
二
番
目
を
Ｂ
と

し
、
…
…
、
最
後
の
二
五
番
目
を
Ｚ
と
決
め
た
の
で
あ
る
。

数
字
も
同
様
で
、
一
列
目
の
一
〇
個
の
符
号
を
使
っ
て
、
左

か
ら
１
・
２
・
３
…
…
、
一
〇
番
目
の
符
号
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
で
は
Ｊ
に
当
た
る
「

」
で
、
０
を
表
す
こ
と
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
イ
ユ
は
、
点
字
符
号
を
整
理
し
順
序
付
け

る
こ
と
と
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
序
列
を
対
応
さ
せ
る
作
業
を

通
し
て
、
後
の
〈
点
字
〉
の
可
能
性
を
も
確
保
し
た
と
言
え
る

の
で
あ
ろ
う
。

３

さ
て
、
音
階
を
表
す
〈
点
字
〉
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？

そ
の
前
に
、
墨
字
の
楽
譜
の
表
記
法
を
復
習
し
て
お
き
た

い
。
音
符
の
表
記
の
み
を
考
え
る
。

墨
字
の
音
階
の
表
記
：
墨
字
の
楽
譜
は
「
五
線
譜
」
と
呼
ば

れ
て
、
五
つ
の
横
線
の
上
に
長
円
形
を
印
し
て
、
音
の
高
さ
を

表
す
。
音
の
長
さ
は
、
そ
の
長
円
形
の
形
で
表
さ
れ
る
。
ま
た

五
線
の
左
端
に
は
「
ト
音
記
号
、
ヘ
音
記
号
」
と
呼
ば
れ
る
記

号
が
付
さ
れ
て
、
表
さ
れ
る
音
の
高
さ
が
定
め
ら
れ
る
。
一
目

で
高
さ
と
長
さ
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

点
字
の
音
階
の
表
記
：
点
字
で
は
線
を
引
い
て
音
の
高
さ
を

表
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
高
さ
と
長
さ
を
一
つ
の
点
字

符
号
で
表
す
こ
と
に
し
た
。

音
楽
で
言
う
「
音
階
」
に
は
、
二
つ
の
表
し
方
が
あ
る
。
そ

の
一
は
、
お
馴
染
み
の
「
ド
・
レ
・
ミ
・
フ
ァ
」
で
あ
る
。

点
字
の
音
階
符
号
の
基
本
形
は
、
一
覧
の
一
列
目
の
四
番
目

か
ら
一
〇
番
目
ま
で
の
七
つ
の
符
号
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
の

音
符
は
八
分
音
符
で
あ
る
。

表
の
よ
う
に
、
こ
の
点
字
符
号
が
表
す
音
階
は
、
ハ
長
調
の

「
ド
・
レ
・
ミ
・
フ
ァ
…
・
シ
」
で
あ
る
。
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
の

中
央
か
ら
、
白
い
鍵
盤
だ
け
を
使
っ
て
奏
す
る
こ
と
の
で
き
る

「
ド
・
レ
・
ミ
」
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
音
階
が
「
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
…
Ｇ
」
で
あ
る
。
（
ド

イ
ツ
語
圏
で
は
、
Ｂ
の
代
わ
り
に
Ｈ
が
当
て
ら
れ
る
。
）
こ
れ

は
ハ
長
調
の
「
ラ
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
ソ
」
に
至
る
音
階
で
、

や
は
り
ピ
ア
ノ
の
白
い
鍵
盤
で
弾
け
る
音
に
付
け
ら
れ
た
名
称

で
あ
る
。
我
が
国
で
は
「
イ
・
ロ
・
ハ
・
ニ
・
ホ
・
ヘ
・
ト
」

－ ４ －



が
当
て
ら
れ
る
。

こ
の
「
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
」
と
「
ド
・
レ
・
ミ
」
と
の
関
係
が
重

要
で
あ
る
。
調
子
を
決
め
る
の
が
「
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
」
で
、
決
ま

っ
た
調
子
（
長
調
の
と
き
）
の
主
音
か
ら
始
ま
る
音
階
が
「
ド

・
レ
・
ミ
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
」
と
呼
ば
れ
る

音
階
は
、
音
の
高
さ
の
位
置
が
定
ま
っ
て
い
て
、
ど
ん
な
場
合

で
も
「
Ａ
」
と
言
え
ば
ハ
調
の
「
ラ
」
に
、
「
Ｅ
」
と
言
え

ば
、
ハ
調
の
「
ミ
」
の
音
を
指
す
の
で
あ
る
。
「
ド
・
レ
・

ミ
」
は
、
こ
の
「
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
」
で
定
め
ら
れ
た
調
子
の
主
音

を
基
本
と
し
た
音
階
の
名
称
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
が
国
で

は
、
調
子
を
「
ハ
長
調
」
と
か
「
ヘ
長
調
」
と
か
呼
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ハ
長
調
の
「
ド
」
は
「
Ｃ
」
の
音
を
、
ヘ

長
調
の
「
ド
」
は
「
Ｆ
」
の
音
を
指
す
。

点
字
符
号
の
側
か
ら
こ
の
関
係
を
見
る
と
、
実
に
や
や
こ
し

く
な
る
。
点
字
一
覧
の
表
か
ら
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
一
列
目
の

四
番
目
か
ら
一
〇
番
目
の
符
号
を
使
っ
て
表
さ
れ
て
は
い
る
。

点
字
符
号
の
順
序
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
示
し
た
も
の
が
自
然

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
符
号
の
配
列
が
示
し
て
い
る
の
は
、
ハ

長
調
の
「
ド
・
レ
・
ミ
・
フ
ァ
」
で
し
か
な
い
。
し
か
も
こ
の

点
字
符
号
は
、
「
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
・
Ａ
・
Ｂ
」
を
も
表

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ハ
長
調
の
ド
の
点
字
符
号
は

「

」
、
ヘ
長
調
の
ド
の
点
字
符
号
は
「

」
と
な
る
。
点
字

一
覧
の
表
の
順
序
を
ハ
長
調
の
「
ド
・
レ
・
ミ
」
に
当
て
る
と

い
う
こ
と
は
、
点
字
の
楽
譜
の
基
本
構
造
が
、
ハ
長
調
の
音
階

を
表
す
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
し
、
文
字
を
表
す
点
字
と
の
間
に
、
少
し
な
ら
ず
齟
齬
を
来

す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

確
認
の
た
め
に
音
階
を
表
す
点
字
符
号
と
、
文
字
を
表
す
点

字
符
号
を
比
較
し
て
見
る
。
音
階
の
Ｃ
は
「

」
、
文
字
の
Ｃ

は
「

」
、
音
階
の
Ｆ
は
「

」
、
文
字
の
Ｆ
は
「

」
、
音

階
の
Ａ
は
「

」
、
文
字
の
Ａ
は
「

」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
ず
れ
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
？
私
の
想
像
で
あ
る
が
、

生
物
の
系
統
樹
を
思
い
描
け
ば
、
理
解
し
易
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
？

ブ
ラ
イ
ユ
が
〈
点
字
〉
を
案
出
す
る
際
、
脳
裏
に
あ
っ
た
の

は
文
字
と
楽
譜
、
両
方
の
表
記
法
の
確
立
で
あ
っ
た
。

先
ず
色
々
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
、
点
字
の
パ
タ
ー
ン
の
最

小
単
位
を
定
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
出
来
上
が

っ
た
の
が
、
点
字
符
号
の
一
覧
で
あ
る
。

こ
れ
が
系
統
樹
の
一
番
根
本
に
位
置
す
る
。

そ
こ
か
ら
楽
譜
の
幹
と
文
字
の
幹
が
別
れ
る
。
楽
譜
の
幹
は

極
め
て
短
い
。
現
在
私
達
が
使
っ
て
い
る
点
字
の
楽
譜
は
、
世

界
に
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
方
の
幹
で
あ
る
文
字
は
、
長
く
伸
び
、
広
く
枝
葉
を

別
っ
て
い
る
。
世
界
の
言
語
に
対
応
し
た
も
の
に
変
化
し
た
の

で
あ
る
〈
漢
点
字
〉
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

（
続
く
）

－ ５ －



点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離(

六
六)

山
内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

漢
字
批
判
（
下
）

「
社
会
言
語
学
」
と
い
う
言
語
と
社
会
の
相
関
関
係
を
研
究

す
る
言
語
学
の
一
分
野
が
あ
る
。
そ
の
「
社
会
言
語
学
」
と
題

さ
れ
た
雑
誌
が
二
〇
〇
一
年
か
ら
毎
年
一
回
刊
行
さ
れ
て
お

り
、
第
一
号
創
刊
の
辞
に
は
「
本
誌
は
、
あ
る
人
が
意
識
す
る

／
意
識
し
な
い
を
問
わ
ず
、
言
語
に
対
し
て
と
る
態
度
が
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
徹
底
的
に

追
究
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
合
計
六
号
の
目
次
を
拾
っ
て
み
る

と
「
漢
字
と
い
う
障
害
」
（
あ
べ
・
や
す
し
）
、
「
現
代
日
本

に
お
け
る
差
別
化
装
置
と
し
て
の
か
き
こ
と
ば
～
漢
字
表
記
を

中
心
に
」(

ま
し
こ
・
ひ
で
の
り)

、｢

漢
字
と
い
う
権
威
」(

あ

べ
・
や
す
し)

、｢

漢
字
を
め
ぐ
る
六
つ
の
迷
信｣

(
J

・
マ
ー
シ

ャ
ル
・
ア
ン
ガ
ー)

、｢

漢
字
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
～
リ
テ
ラ

シ
ー
の
観
点
か
ら｣

(

角
知
行－

す
み
・
と
も
ゆ
き)

な
ど
の
漢

字
に
対
す
る
批
判
的
な
論
文
が
目
に
と
ま
る
。
そ
の
多
く
は
障

害
学
の
視
点
に
立
っ
た
論
考
で
、
点
字
使
用
者
や
弱
視
者
を
は

じ
め
、
読
み
書
き
に
障
害
の
あ
る
学
習
障
害
者
、
日
本
手
話
を

第
一
言
語
と
す
る
ろ
う
者
、
知
的
障
害
者
、
低
識
字
者
等
々
、

漢
字
を
読
む
こ
と
に
困
難
を
抱
え
て
い
る
漢
字
弱
者
と
い
え
る

人
た
ち
に
と
っ
て
漢
字
が
い
か
に
社
会
的
な
障
壁
に
な
っ
て
い

る
か
、
漢
字
弱
者
の｢

漢
字
問
題｣

の
本
質
は
、
漢
字
弱
者
を
と

り
ま
く
社
会
環
境
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
視
点
で
漢
字
の
問
題
を

捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
今
回
は
あ
べ
・
や
す
し
氏
の
「
漢

字
と
い
う
権
威｣

(

『
社
会
言
語
学
』
第
四
号｢

社
会
言
語
学｣

刊

行
会

二
〇
〇
四

所
収)

を
参
考
に
漢
字
の
問
題
を
考
え
て
み

た
い
。

さ
て
、
現
在
ま
で
に
漢
字
に
つ
い
て
の
よ
く
言
わ
れ
て
き
た

の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
漢
字
は
表
意
文
字
で
あ

る
。｣

｢

日
本
語
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
か
か
れ
る
も
の
で
あ

る
。｣

｢

漢
字
な
し
で
は
同
音
異
義
語
を
区
別
で
き
な
い
。｣

こ

う
し
た
漢
字
を
巡
る
い
わ
ば
神
話
と
も
言
う
べ
き
思
い
こ
み
を

あ
べ
氏
は
一
つ
一
つ
解
体
し
て
ゆ
く
。

ま
ず｢

漢
字
は
表
意
文
字
で
あ
る｣

と
い
わ
れ
る
が
も
と
も
と

漢
字
の
八
割
以
上
が
形
声(

音
を
表
す
字
と
意
味
を
表
す
字
を

合
わ
せ
て
一
つ
の
漢
字
を
作
る
方
法)

文
字
で
あ
り
、
も
の
の

形
を
か
た
ど
っ
て
文
字
を
作
っ
た
象
形
文
字
は
ご
く
わ
ず
か

で
、
そ
の
象
形
文
字
で
さ
え
一
定
の
読
み
方
が
決
ま
っ
て
い

る
。
漢
字
に
は
そ
れ
ぞ
れ
音
が
あ
り
、
音
を
伴
わ
な
い
字
は
意

味
の
あ
る
語
と
な
り
え
な
い
。
従
っ
て
漢
字
は
概
念
と
結
び
付

い
て
お
り
漢
字
を
見
る
と
ま
ず
意
味
が
分
か
り
、
そ
れ
か
ら
発

音
が
分
か
る
と
い
う
漢
字
論
は
成
立
し
な
い
。
漢
字
の
意
味
を

理
解
す
る
と
き
に
も
、
書
く
と
き
に
も
脳
の
意
識
下
の
処
理
過

程
に
お
い
て
は
音
声
言
語
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
が
実
験
研
究
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
ワ

ー
プ
ロ
の
入
力
で
同
音
異
義
語
の
置
き
換
え
を
間
違
え
た
り
、

校
正
で
誤
り
を
見
落
と
す
原
因
も
漢
字
の
認
知
処
理
が
音
声
言

－ ６ －



語
主
導
で
行
わ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
あ
べ
氏
は
音
が
同
じ
だ

が
全
く
誤
っ
た
漢
字
を
六
カ
所
挿
入
し
た
二
行
の
文
章
を
読
ま

せ
て
、
間
違
っ
た
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
て
も
音
声
化
し
て
み
る

と
、
も
と
も
と
の
意
味
が
理
解
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
て
い

る
。
（
そ
の
文
章
は
「
わ
た
し
自
信
は
性
格
に
は
わ
か
ら
な
い

の
だ
が
、
わ
た
し
の
正
確
は
の
ん
び
り
し
て
い
る
そ
う
だ
。
大

将
的
に
彼
は
せ
っ
か
ち
で
、
い
く
ら
中
位
し
て
も
効
か
な
い
蛍

光
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
だ
。
）

次
に｢

日
本
語
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
か
か
れ
る
も
の
で

あ
る
。｣

と
い
う
誤
解
は
少
し
考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
こ

と
だ
が
、
言
語
と
文
字
を
等
し
い
と
見
る
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

私
た
ち
の
母
語
で
あ
る
日
常
使
わ
れ
て
い
る
日
本
語
は
音
声
言

語
で
あ
り
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
は
日
本
語
を
表
記
す
る
一
つ

の
方
法
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
点
字
で
表
記
さ
れ
た

文
章
や
ロ
ー
マ
字
や
仮
名
だ
け
で
書
か
れ
た
文
章
は
日
本
語
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
連
載
で
も
以
前
同
音
異
義
語
を
取
り
上
げ
た
が｢
漢
字

な
し
で
は
同
音
異
義
語
を
区
別
で
き
な
い
。｣

と
多
く
の
人
が

思
い
こ
ん
で
い
る
し
、
事
実
漢
字
を
説
明
し
な
け
れ
ば
ど
ち
ら

か
判
別
の
付
か
な
い
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
同
音
異
義

語
に
つ
い
て
は
日
本
語
の
音
韻
構
造
が
他
の
言
語
に
比
べ
て
単

純
で
あ
る
た
め
に
多
く
な
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
が
、
む
し
ろ

現
実
に
は
漢
字
の
音
読
み
に
使
わ
れ
る
音
が
非
常
に
限
ら
れ
、

偏
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
日
本
語
の
お
と
を
有
効
に

利
用
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
漢
字
語
に
同
音
異
義
語
が

た
く
さ
ん
あ
る
原
因
な
の
で
あ
る
。｢

漢
字
は
書
き
こ
と
ば
に

お
け
る
同
音
衝
突
を
さ
け
て
い
る
救
世
主
で
は
な
く
て
、
音
読

み
種
類
数
の
不
足
と
い
う
意
味
で
む
し
ろ
同
音
語
の
元
凶
で
あ

り
、
話
し
言
葉
に
混
乱
を
も
ち
こ
ん
だ
。｣

(

『
増
補
新
版
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の｢

日
本｣

』
ま
し
こ
・
ひ
で
の
り

三
元
社

二
〇
〇
三
）

あ
べ
氏
は
、
は
じ
め
か
ら
話
し
言
葉
と
し
て
使
う
つ
も
り
の

な
い
造
語
ば
か
り
を
生
み
出
し
、
会
話
で
は
使
え
な
い
漢
字
語

を
あ
り
が
た
が
り
、
文
章
の
中
で
乱
用
し
て
し
ま
う
の
は
漢
字

に
対
す
る
権
威
主
義
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
糾
弾
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
漢
字
を
あ
り
が
た
が
る
態
度
を
漢
字
依
存
症
と
呼

び
、
こ
の
病
か
ら
日
本
人
が
解
放
さ
れ
た
な
ら
「
こ
と
ば
の
い

い
か
え
」
の
大
切
さ
が
自
然
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
と
述
べ
て
い
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
あ
べ
氏
は
点
字
に
つ
い
て
、
点
字
も
墨
字

と
同
じ
よ
う
に
文
字
と
し
て
対
等
の
位
置
に
置
か
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
む
し
ろ
漢
字
文
化
を
よ
そ
に
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
日

本
語
を
表
記
し
て
き
た
先
を
い
く
文
字
と
評
価
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
か
ら
は
、
漢
字
に
た
よ
ら
ず
に
、
点
字
に
な
お
し

て
も
、
つ
ま
り
、
表
音
文
字
に
な
お
し
て
も
、
無
理
な
く
よ
め

る
文
章
、
耳
で
き
い
て
わ
か
る
文
章
を
か
く
べ
き
で
あ
る
と
結

論
し
て
い
る
。
（
あ
べ
・
や
す
し
氏
の
視
覚
障
害
者
と
点
字
な

ど
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
た
論
文
「
漢
字
と
い
う
障
害
」
は

『
こ
と
ば
／
権
力
／
差
別
～
言
語
権
か
ら
み
た
情
報
弱
者
の
解

放
』

ま
し
こ
・
ひ
で
の
り
編

三
元
社

二
〇
〇
六

に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
）
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『
常
用
字
解
』
の
編
集
に
つ
い
て(

承
前)

四

常
用
漢
字
表
以
外
の
文
字

文
字
の
解
説
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
文
字
構
造
の
各
部
分
に
つ

い
て
説
明
す
る
と
き
に
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
常
用
漢

字
以
外
の
漢
字
が
そ
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
そ
こ
か
ら
解
説
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
基

の
場
合
、
音
符
は
其
（
き
）
の
字
で
あ
る
が
、
其
は
常
用
漢
字

に
は
な
い
。
其
は
箕
（
み
）
の
象
形
の
字
で
、
わ
が
国
で
い
う

塵
取
（
ち
り
と
）
り
の
形
で
あ
る
。
少
し
横
幅
の
広
い
四
角
形

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
に
は
四
角
形
の
も
の
の
意
味
が
あ

り
、
棋
（
き
）
（
し
ょ
う
ぎ
）
・
碁
（
き
）
（
ご
）
・
旗

（
き
）
（
は
た
）
・
箕
（
き
）
（
み
。
ち
り
と
り
）
・
欺

（
ぎ
）
（
あ
ざ
む
く
。
角
ば
っ
た
面
を
つ
け
て
お
ど
す
）
は
、

み
な
キ
と
い
う
音
と
四
角
形
の
も
の
と
い
う
意
味
を
承
（
う
）

け
る
字
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
こ
と
の
解
説
抜
き
で
は
、
そ
れ

ら
の
字
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
志
は
之
（
し
）
（
志
の
上
部
の
士
は
、
も
と
之
の
形
で
、
行

漢
点
字
訳
『
常
用
字
解
』
の
完
成
を
前
に
、
同
書
の
ご
紹

介
の
意
味
で
、
前
号
・
本
号
と
、
白
川
静
先
生
の
筆
に
な

る
「
常
用
字
解
の
編
集
に
つ
い
て
」
と
「
凡
例
」
を
掲
載

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

く
の
意
味
）
を
音
符
と
す
る
字
で
あ
る
が
、
之
は
常
用
漢
字
で

は
な
い
。
し
か
し
志
・
寺
・
往
の
字
は
、
み
な
之
を
字
の
要
素

と
し
て
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
解
説
す
る
こ
と
が
な
く

て
は
、
そ
れ
ら
の
字
を
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

文
字
の
構
造
に
よ
っ
て
字
源
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
そ
の
文
字
構
成
の
要
素
と
な
る
主
要
な
単
位
の
字
形
に
つ

い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
常
用
漢
字
以
外
の
文
字
を
も
含

め
て
、
そ
の
複
合
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
で
こ
の
書
で
は
、
常
用
漢
字
以
外
の
多
く
の
文
字

を
、
解
説
の
文
の
中
で
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。
常
用
漢
字

以
外
の
構
成
の
単
位
と
な
る
字
の
理
解
は
、
む
し
ろ
文
字
学
の

基
本
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
文
字
の
形
体
学
的
な
理
解
の

主
要
な
方
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

五

文
化
史
的
な
理
解
の
方
法

漢
字
の
理
解
に
は
、
漢
字
の
形
だ
け
で
な
く
、
そ
の
形
が
意

味
す
る
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
史

は[

説
文]

三
下
に｢

又(

手)

の
、
中
を
持
す
る
に

從

ふ｣

と

い
う

し
た
が

し
、｢

中
正
を
持
す
る｣

と
い
う
史
官
の
立
場
を
示
す
も
の
と
す

る
が
、
史
・
使
・
事
が
一
系
列
の
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ

る
よ
う
に
、
そ
れ
は
祭
り
、
祭
事
に
関
す
る
字
で
あ
る
。
祭
事

の
記
録
が
の
ち
の
史
の
起
源
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
史
の
字
が

ふ
み

作
ら
れ
た
と
き
に
、
歴
史
記
述
の
理
念
と
し
て
の
中
正(

ど
ち

ら
に
も
か
た
よ
ら
な
い
で
正
し
い
こ
と)

と
い
う
よ
う
な
観
念

－ ８ －



が
、
す
で
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
文
は
も
と
死
者
の
胸
に
文

身(
一
時
的
に
描
い
た
入
れ
墨)

を
加
え
た
形
で
あ
る
。
死
者
の

霊
が
死
体
か
ら
脱
出
す
る
の
を
防
ぎ
、
死
者
の
復
活
を
願
っ
て

美
し
い
朱
色
で
バ
ツ
形
な
ど
の
文
身
を
加
え
た
。
産(

産
※)

は

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
、
そ
の
額(

厂)

の
上
に
、
彦(

彦
※)

か
ん

げ
ん

（｢

※｣

は
そ
れ
ぞ
れ
な
べ
ぶ
た
の
下
が｢

メ｣

に
な
っ
て
い
る)

は
成
年
に
達
し
た
と
き
、
そ
の
額
（
厂
）
の
上
に
文
身
を
描
く

こ
と
を
示
す
。
み
な
加
入
儀
礼
の
意
味
を
も
つ
字
で
あ
る
。
婦

人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
両
方
の
乳
房
に
文
身
を
加
え
、

な

ち

ぶ

さ

*1

（
せ
き
・
以
降
、｢

*
｣

つ
き
の
番
号
は
左
下
枠
内
の
文
字
を
参

照
）
（
あ
き
ら
か
）
・
爽
（
あ
き
ら
か
）
と
い
っ
た
。
こ
れ
も

そ
う

加
入
儀
礼
の
意
味
を
も
つ
字
で
あ
る
。

漢
字
は
も
と
も
と
そ
の
時
代
の
社
会
的
儀
礼
・
加
入
儀
礼
の

実
際
に
即
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
生
活
の

場
か
ら
離
れ
て
、
観
念
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
お

よ
そ
三
千
三
百
年
前
に

漢
字
が
成
立
し
た
当
時

の
宗
教
的
な
観
念
に
基

づ
い
て
、
儀
礼
の
あ
り

方
が
そ
の
ま
ま
文
字
の

構
成
の
上
に
反
映
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
で
た
と

え
ば
死
葬
の
際
の
儀
礼
は
、
そ
の
ま
ま
そ
の
関
係
の
文
字
の
構

造
の
上
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
死
者
の
衣
に
対
し

*4 *1

*5 *2

*6 *3

て
い
ろ
い
ろ
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
文
字
の
構
造
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

哀
（
死
者
の
衣
の
襟
も
と
の
中
に
、
神
へ
の
祈
り
の
文
で

え
り

あ
る
祝
詞
（
の
り
と
）
を
入
れ
る
器
の
【
さ
い
】
を
入
れ

の

り

と

て
、
死
者
の

魂

を
よ
び
か
え
す
儀
礼
）

た
ま
し
い

袁
（
死
者
の
衣
の
襟
も
と
に
霊
の
力
を
持
つ

玉

を
お

え
ん

ぎ
よ
く

き
、
そ
の
枕
も
と
に
足
あ
と
の
形
で
行
く
の
意
味
を
も
つ

之
を
加
え
て
、
死
者
が
死
後
の
世
界
に
旅
立
つ
の
を
送
る

し儀
礼
）

(

か
い)

(

死
者
の
衣
の
襟
も
と
に

(

な
み
だ)

を
注
い

*2

*3

で
、
死
者
を
懐
か
し
み
懐
う
死
別
の
儀
礼
）

な
つ

お
も

(

か
ん)

(

金
文
の
字
形
は

(

か
ん
。
死
者
の
衣
の
襟
も

*4

*5

と
に
死
者
の
霊
に
力
を
そ
え
る
玉
を
お
き
、
そ
の
上
に
生

命
の
象
徴
と
し
て
の
目
を
か
い
て
、
死
者
が
生
き
還
る
こ

か
え

と
を
願
う
儀
礼
）

衰
（
死
者
の
衣
の
襟
も
と
に
麻
の
喪
章
を
つ
け
て
、
死
者

も
し
よ
う

の
穢
れ
を
祓
う
儀
礼
）

け
が

は
ら

展
（
死
者
の
衣
の
襟
も
と
に
呪
具
の

(

て
ん)

を
つ
め

じ

ゆ

ぐ

*6

て
、
死
体
に
邪
霊
が
と
り
つ
く
の
を
ぐ
儀
礼
）

右
に
あ
げ
た
諸
字
に
よ
っ
て
、
当
時
の
死
葬
の
礼
が
ど
の
よ
う

な
形
式
で
行
わ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

死
葬
の
儀
礼
の
実
際
を
復
原
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
こ
の
関
係
の
文
字
だ
け
で
な
く
、
古
代
の
文
字
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
字
形
の
全
般
に
つ
い
て
、
い
う
こ
と
が
で

－ ９ －



き
る
。
そ
れ
は
字
形
の
解
釈
に
必
要
な
だ
け
で
な
く
、
古
代
の

人
々
の
生
活
や
思
考
の
し
か
た
の
全
般
に
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き

る
。
文
字
を
通
じ
て
、
そ
の
生
活
史
や
精
神
史
的
な
理
解
に
ま

で
及
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

の
理
解
が
な
く
て
は
、
文
字
を
体
系
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
ろ
う
。
文
字
を
こ
の
よ
う
に
文
化
史
的
な
事
実
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
は
、
文
字
学
の
極
め
て
重
要
な
一
面
で
あ
る

の
で
、
こ
の
書
で
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
多
少
の
論
及
を

試
み
て
お
い
た
。

こ
の
書
は
漢
字
の
形
と
そ
の
意
味
と
の
関
係
の
解
説
を
主
と

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
用
例
と
し
て
の
語
彙
（
ご
い
）

を
列
挙
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
代
表
的
な
用
法
に
つ
い
て
の
用

例
に
と
ど
め
た
。
漢
字
に
つ
い
て
、
最
も
基
本
的
な
字
形
の
構

造
に
つ
い
て
の
学
習
を
目
的
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
解
説
の
文
は
白
川
静
が
担

当
執
筆
し
、
そ
の
他
は
解
説
文
の
修
訂
を
も
含
め
て
、
す
べ
て

津
崎
幸
博
が
担
当
し
た
。
校
正
は
津
崎
史
も
担
当
し
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月

白
川

静

凡

例

見
出
し
に
収
録
し
た
文
字

常
用
漢
字
表
に
あ
る
全
文
字
１
９
４
５
字
と
、
解
説
に
必
要

な
１
字
（
曰
）
。
見
出
し
文
字
総
数
は
、
１
９
４
６
字
と
、
そ

え
つ

の
旧
字
形
７
９
８
字
の
２
７
４
４
文
字
。

見
出
し
字
に
つ
い
て

常
用
漢
字
表
に
あ
る
文
字
は
、
そ
の
字
形
に
よ
っ
た
。

そ
の
字
形
が
旧
字
形
と
異
な
る
と
き
は
、
旧
字
形
を(

)

に

入
れ
て
示
し
た
。

「
圧
」
５

（
壓
）
１
７

ア
ツ

（
オ
ウ
（
〝
ア
フ
〟
お
さ
え
る

し
ず
め
る
）

旧
字
形
に
は
、
書
き
方
の
違
い
に
よ
る
も
の
も
含
め
た
。

字
形
は
一
応
［
康
熙
字
典
］
に
よ
っ
た
が
、
字
形
学
的
に
改

め
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
改
訂
を
加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

配
列
に
つ
い
て

漢
字
は
そ
の
字
音
に
よ
っ
て
、
五
十
音
順
に
配
列
し
た
。
同

じ
音
の
字
は
総
画
数
順
、
同
画
数
の
字
は
常
用
漢
字
表
の
掲
載

順
に
よ
っ
た
が
、
一
部
異
な
る
も
の
が
あ
る
。

常
用
漢
字
表
に
訓
で
の
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
、
字
音

の
あ
る
も
の
は
字
音
に
よ
っ
て
収
め
る
よ
う
に
し
た
。

［
例
］
坪
は
、
訓
の｢

つ
ぼ｣

で
は
な
く
、
字
音
の｢

ヘ
イ｣

で

立
項検

索
し
に
く
い
音
訓
に
は
、
案
内
見
出
し
を
用
意
し
た
。

卸(
お
ろ)

す
・
卸(

お
ろ
し)

→
シ
ャ(

卸)

（
２
６
６
頁
）

字
の
画
数
に
つ
い
て

画
数
は
運
筆
上
の
実
際
の
数
に
従
っ
た
。

－ １０ －



く
さ
か
ん
む
り
、
し
ん
に
ょ
う
の
字
は
、
新
字
形
で
は
三
画

と
す
る
が
、
旧
字
形
で
は
四
画
と
し
て
数
え
る
。

画
数
は
見
出
し
の
下
に
、
算
用
数
字
で
示
し
た
。

字
音
・
字
訓
に
つ
い
て

字
音
・
字
訓
は
、
常
用
漢
字
表
に
あ
る
す
べ
て
の
音
訓
（
太

字
で
表
示
）
と
、
語
彙
と
し
て
実
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
音
訓

の
み
を
あ
げ
た
。

字
音
は
カ
タ
カ
ナ
、
字
訓
は
ひ
ら
が
な
で
表
示
し
、
旧
字
音

は
（

）
内
に
示
し
た
。

文
字
資
料
に
つ
い
て

古
い
文
字
の
資
料
と
し
て
、
甲
骨
文
字
（
卜
文
、
金
文
、
お

ぼ
く
ぶ
ん

き
ん
ぶ
ん

よ
び
［
説
文
解
字
］
に
収
め
る
籀

文
と
古
文
、
篆
文
の
お
も

せ
つ
も
ん

か

い

じ

ち
ゆ
う
ぶ
ん

て
ん
ぶ
ん

な
字
形
を
示
し
、
以
上
の
順
に
掲
げ
た
。

「
疾
」
10

シ
ツ

や
ま
い

（
は
や
い

に
く
む
）

解
説
に
つ
い
て

字
形
は
六
書
の
法
に
も
と
づ
き
、
象
形
・
指
事
・
会
意
・
形

り
く
し
よ

声
・
仮
借
に
よ
っ
て
解
説
し
た
。

か

し

や

【
さ
い
】
は
、
単
独
の
文
字
と
し
て
字
書
に
掲
げ
ら
れ
な
い

字
で
あ
る
が
、
甲
骨
文
の
【
さ
い
※
】
（
さ
い
）
と
関
連
の
あ

る
形
で
あ
る
の
で
、
口
と
区
別
す
る
た
め
に
【
さ
い
】
（
さ

い
）
と
音
を
付
け
る
こ
と
に
し
た
。

解
説－

会
意
。
口
と
‘
可－

口
’
（
か
）
と
を
組
み
合
わ
せ

た
形
。
口
は
【
さ
い
】
で
、
神
へ
の
祈
り
の
文
で
あ
る
祝
詞
を

の

り

と

入
れ
る
器
の
形
。
そ
の
【
さ
い
】
を
木
の
枝
（
‘
可－

口
’
）

で
殴
ち
、
祈
り
願
う
こ
と
が
実
現
す
る
よ
う
に
神
に
せ
ま
る
。

う

（
可
の
項
）

ふ
り
が
な
に
つ
い
て

引
用
書
名
、
王
朝
名
、
そ
の
他
常
用
漢
字
表
の
音
訓
に
あ
げ

ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
読
み
づ
ら
い
も
の
、
読
み
を
特
定
し
た

い
も
の
な
ど
に
は
、
適
宜
ふ
り
が
な
を
付
け
た
。

引
用
文
と
出
典
に
つ
い
て

古
典
の
引
用
に
は
す
べ
て
、
旧
字
形
・
旧
字
音
・
歴
史
的
か

な
づ
か
い
を
用
い
、
出
典
は
原
則
と
し
て
書
名
・
篇
名
を
あ
げ

た
。

用
例
に
つ
い
て

見
出
し
字
を
使
用
す
る
代
表
的
な
語
彙
と
、
そ
の
意
味
・
内

容
を
あ
げ
た
。

用
例－

「
木
石
」
木
と
石

「
木
製
・
木
造
」
木
を
材
料
と

ぼ
く
せ
き

も
く
せ
い

も
く
ぞ
う

し
て
作
る
こ
と

「
木
皮
」
木
の
皮

「
木
片
」
木
の
切
れ
端

も

く

ひ

も
く
へ
ん

「
巨
木
・
大
木
」
大
き
な
木

「
古
木
・
老
木
」
年
を
経
た

立
ち
木

「
枯
木
」
枯
れ
た
木

「
木
陰
」
木
の
か
げ
。
木
の

こ

ぼ

く

こ

か

げ

下

「
木
立
」
む
ら
が
り
立
っ
て
い
る
木

（
木
の
項
）

こ

だ

ち

－ １１ －



「
大
滝
正
雄
先
生
のB

l
o
g

二
〇
〇
八
年
九
月
三
日
」
よ
り

左
は
、
横
浜
市
議
会
議
員
の
大
滝
正
雄
先
生
が
ご
自
身
の

B
l
o
g

に
、
本
会
の
活
動
を
ご
紹
介
下
さ
っ
た
も
の
で
す
。
大

滝
先
生
は
か
ね
て
よ
り
、
視
覚
障
害
者
の
国
語
教
育
に
一
方

な
ら
ぬ
ご
関
心
を
お
寄
せ
下
さ
り
、
本
会
の
活
動
を
ご
支
持

下
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
昨
今
の
殺
伐
と
し
た
社
会
状

況
に
鑑
み
て
、
今
こ
そ
古
典
に
親
し
ん
で
、
人
間
を
考
え
る

こ
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
そ
の
も
の
が
心
の
余
裕
と
な
る
の

で
は
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ご
精
読
下
さ
い
。

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
に
よ
る
漢
点
字
訳
辞
書

『
常
用
字
解
』
が
ま
も
な
く
完
成
し
ま
す

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
は
、
１
９
９
７
年
に
『
漢
字
源
』

（
藤
堂
明
保
編
、
学
習
研
究
社
）
を
漢
点
字
版
と
し
て
完
成
。

全

巻
の
大
部
に
な
る
同
書
は
現
在
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
が

90
所
蔵
・
公
開
し
て
い
ま
す
。
こ
の
刊
行
に
は
横
浜
国
立
大
学
の

村
田
忠
禧
教
授
が
ご
尽
力
。
学
習
研
究
社
の
デ
ー
タ
を
も
と
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ら
が
点
字
を
打
ち
、
手
づ
く
り
で
製
本
も
行
な

う
と
い
う
労
作
で
し
た
。
今
回
、
同
会
が
新
た
に
挑
ん
だ
『
常

用
字
解
』
（
白
川
静
編
、
平
凡
社
）
は
、
視
覚
障
害
者
に
も
漢

字
の
「
字
形
」
の
理
解
が
出
来
る
よ
う
便
宜
が
図
ら
れ
て
い
る

も
の
で
、
『
漢
字
源
』
と
合
わ
せ
る
と
視
覚
障
害
者
に
と
っ

て
、
漢
字
理
解
が
よ
り
進
む
と
共
に
、
日
本
文
化
や
中
国
古
典

へ
の
鑑
賞
の
幅
を
い
っ
そ
う
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
完

成
が
今
か
ら
待
望
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
訳
本
も
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
寄
贈
す
る
予
定
で
、

今
年
秋
に
前
半
を
、

年
度
に
後
半
が
納
入
さ
れ
る
見
通
し
で

09

す
。
「
～
羽
化
の
会
」
の
岡
田
健
嗣
代
表
は
、
「
今
回
の
試
み

で
（
視
覚
障
害
者
は
）
二
つ
目
の
座
標
軸
を
手
に
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
幾
つ
か
の
違
っ
た
視
点
を
持
ち
得
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
で
視
野
の
広
が
り
と
認
識
の
深
ま
り
を
も
た
ら

し
ま
す
」
と
、
製
作
に
携
わ
っ
て
い
る
皆
さ
ん
へ
の
感
謝
と
完

成
間
近
の
喜
び
を
綴
っ
た
書
簡
を
、
私
に
送
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

「
学
校
教
育
（
視
覚
障
害
者
）
の
中
に
も
漢
点
字
の
導
入

を
」
と
、
岡
田
さ
ん
た
ち
は
粘
り
強
く
運
動
を
進
め
、
私
も
微

力
な
が
ら
漢
点
字
の
普
及
活
動
を
支
援
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
「
時
間
が
か
か
る
な
」
と
い
う
の
が
、
私
の
正
直
な
実
感

な
の
で
す
が
、
今
年
の
夏
、
朝
日
新
聞
で
興
味
深
い
文
章
を
読

み
ま
し
た
。

８
月

日
付
け
、
『
夏
に
語
る
』
と
い
う
記
事
の
中
で
、
作

20
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家
の
藤
本
義
一
さ
ん
が
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。
「
～
た
と
え

ば
、
点
字
と
い
う
手
段
は
ど
う
か
。
点
字
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
の

審
査
委
員
長
を
し
て
い
る
が
、
目
の
不
自
由
な
方
た
ち
が
深
い

視
点
を
持
っ
て
文
章
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

点
字
が
一
般
に
も
っ
と
普
及
し
て
、
健
常
者
の
表
現
活
動
に
も

遣
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ら
い
い
な
。
目
の
不
自
由
な
人

た
ち
に
も
何
か
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
が
広
が
り
、
う
る
お

い
を
取
り
戻
し
て
い
け
る
ん
と
違
う
か
な
」
。
藤
本
さ
ん
は
、

戦
後
の
日
本
の
歩
み
を
「
干
か
ら
び
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
」

と
表
現
し
、
〝
人
間
の
精
神
の
干
潟
と
ひ
び
割
れ
〟
を
鋭
く
指

摘
し
て
い
ま
す
。
「
ア
ナ
ロ
グ
な
表
現
に
こ
そ
、
新
し
い
可
能

性
が
隠
れ
て
い
る
」
と
の
作
家
の
心
眼
に
、
私
は
点
字
の
意
味

を
改
め
て
思
い
返
し
た
の
で
し
た
。

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

見
果
て
ぬ
夢
を
（
十
三
）

山

本

優

子

十
三

あ
け
ぼ
の(

承
前)

十
月
、
つ
い
に
週
二
回
発
行
の
点
字
新
聞
「
あ
け
ぼ
の
」
刊

行
へ
の
段
取
り
が
で
き
た
。
日
本
初
の
点
字
新
聞
で
あ
る
。
今

日
ま
で
続
い
て
い
る
「
点
字
毎
日
」
が
創
刊
さ
れ
た
の
が
一
九

二
二
年
（
大
正
十
一
年
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
十
七
年
先
立

つ
画
期
的
な
創
刊
だ
っ
た
。
「
あ
け
ぼ
の
」
第
一
号
は
三
百
部

印
刷
す
る
こ
と
に
し
た
。
購
読
料
は
一
部
郵
送
料
込
み
で
四
銭

と
定
め
た
。

当
時
は
盲
人
用
点
字
郵
便
料
金
制
度
な
ど
、
無
か
っ
た
。
一

九
一
七
年
（
大
正
六
年
）
に
郵
便
規
定
改
正
が
な
さ
れ
て
、
や

っ
と
点
字
郵
便
物
が
他
の
郵
便
物
よ
り
安
い
料
金
で
取
り
扱
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
無
料
で
郵
送
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
ず
っ
と
後
の
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
十
六
年
）

か
ら
で
あ
る
。
「
あ
け
ぼ
の
」
発
行
当
時
の
一
般
封
書
の
郵
便

料
金
は
三
銭
、
葉
書
は
一
銭
五
厘
だ
っ
た
。
貧
し
い
盲
人
に
と

っ
て
、
購
読
料
に
加
え
て
郵
便
料
金
を
払
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど

大
変
か
、
孝
之
進
に
は
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
購
読
料
は
郵

送
料
込
み
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
点
字
の

普
及
と
経
済
的
に
困
難
な
盲
人
へ
の
励
ま
し
を
熱
望
し
た
孝
之

進
は
、
ま
ず
は
無
料
で
全
国
に
発
送
す
る
決
断
を
し
た
。
経
済

的
な
余
裕
の
な
い
孝
之
進
た
ち
に
と
っ
て
、
誰
が
見
て
も
無
謀

な
出
発
だ
っ
た
。
が
、
孝
之
進
に
は
今
取
り
組
ん
で
失
敗
す
る

こ
と
へ
の
恐
れ
よ
り
も
、
取
り
組
ま
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
っ
た
。
御
心
に
適
う
な
ら
必
要
は
必
ず
満

た
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
を
奮
い
立
た
せ
、
反
対
す
る
関
係
者
を

説
得
し
、
「
あ
け
ぼ
の
」
創
刊
号
の
無
料
発
送
へ
と
踏
み
切
っ

た
の
だ
っ
た
。
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六
光
社
の
「
社
員
」
一
同
、
眠
る
時
間
を
削
っ
て
「
あ
け
ぼ

の
」
三
百
部
を
刷
り
上
げ
、
心
を
こ
め
て
折
っ
て
い
っ
た
。
勢

い
に
の
っ
て
、
郵
送
準
備
に
も
取
り
か
か
る
。
全
国
の
訓
盲

院
、
盲
人
た
ち
の
住
所
を
書
い
た
封
筒
に
折
り
あ
が
っ
た
「
あ

け
ぼ
の
」
を
入
れ
、
封
を
す
る
。
作
業
に
打
ち
込
む
孝
之
進
、

増
江
、
手
伝
い
の
者
た
ち
の
心
は
、
弾
ん
で
い
た
。
誰
か
ら
と

も
な
く
讃
美
歌
が
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
。
い
く
つ
も
い
く
つ

も
讃
美
歌
を
歌
い
な
が
ら
仕
事
を
終
え
た
。

り
ん
ご
箱
に
「
あ
け
ぼ
の
」
を
ぎ
っ
し
り
詰
め
こ
む
。
そ
れ

を
大
八
車
に
載
せ
た
。
孝
之
進
と
増
江
は
遠
足
に
出
か
け
る
子

ど
も
の
よ
う
に
は
し
ゃ
ぎ
な
が
ら
、
井
口
や
井
上
と
共
に
最
寄

り
の
「
橘
（
た
ち
ば
な
）
郵
便
局
」
ま
で
重
た
い
大
八
車
を
押

し
て
い
っ
た
。

郵
便
局
で
、
局
員
に
た
ず
ね
ら
れ
た
。

「
な
ん
や
分
厚
い
封
筒
、
よ
う
さ
ん
運
ん
で
き
は
り
ま
し
た

な
あ
。
中
身
は
、
な
ん
で
す
か
？
」

孝
之
進
は
、
得
意
そ
う
に
「
あ
け
ぼ
の
」
を
一
部
局
員
た
ち

の
前
に
広
げ
て
み
せ
た
。

「
こ
れ
、
初
め
て
ご
覧
に
な
る
方
も
あ
る
で
し
ょ
。
何
だ
と

思
い
ま
す
？
」

誰
か
が
声
を
あ
げ
た
。

「
あ
っ
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
こ
れ
が
目
、
見
え
ん
人
の
字
で

す
か
？
」

「
当
た
り
！
」

「
ひ
え
ー
、
ど
な
い
し
て
、
こ
ん
な
ん
、
読
め
る
ん
や

ろ
？
」

「
何
、
書
い
て
あ
る
ん
で
す
か
？
」

「
見
え
へ
ん
人
っ
て
、
す
ご
い
こ
と
、
で
き
は
る
ん
や
ね

え
」局

員
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
郵
便
局
に
用
事
で
来
て
い
た
人

た
ち
も
、
ざ
ら
ざ
ら
と
点
々
が
浮
き
出
て
い
る
紙
を
四
方
か
ら

眺
め
、
触
っ
て
み
て
、
驚
き
や
励
ま
し
の
言
葉
を
孝
之
進
た
ち

に
浴
び
せ
か
け
た
。
一
般
の
人
た
ち
に
は
点
字
と
い
う
も
の
は

ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
孝
之
進
は
、
笑
い
な

が
ら
簡
単
に
点
字
の
説
明
を
し
た
。
点
字
が
日
本
語
の
読
み
書

き
に
使
わ
れ
る
文
字
の
一
種
と
し
て
当
た
り
前
の
よ
う
に
あ
ち

こ
ち
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
日
が
く
る
の
を
想
像
し
て
、
孝

之
進
は
嬉
し
か
っ
た
。
「
あ
け
ぼ
の
」
発
行
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、

い
く
つ
か
の
一
般
紙
で
も
続
々
と
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

訓
盲
院
を
訪
れ
た
各
紙
の
記
者
た
ち
は
、
孝
之
進
夫
婦
や
盲

児
た
ち
と
会
い
、
そ
の
生
活
の
様
子
を
見
て
必
ず
驚
く
の
だ
っ

た
。
あ
る
者
は
、

「
見
え
な
い
人
も
一
人
で
歩
い
た
り
、
自
分
で
箸
を
持
っ
て

食
べ
た
り
で
き
る
ん
で
す
ね
ー
」
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と
、
感
嘆
の
声
を
あ
げ
た
。
孝
之
進
は
、
そ
の
よ
う
な
言
葉

を
聞
か
さ
れ
る
の
に
は
慣
れ
て
い
た
が
、
新
聞
記
者
で
す
ら
盲

人
を
余
り
に
も
知
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
。

各
新
聞
の
「
あ
け
ぼ
の
」
発
行
の
報
道
記
事
が
届
け
ら
れ
る

と
、
増
江
は
孝
之
進
に
読
ん
で
き
か
せ
た
。

「
…
…
唯
見
た
る
所
に
て
は
一
面
に
砂
を
撒
布
（
さ
ん
ぷ
）

せ
し
如
く
凹
凸
あ
る
の
み
何
事
の
認
〈
し
た
た
〉
め
あ
る
や
分

明
せ
ざ
れ
ど
…
…
」

と
の
大
手
新
聞
の
コ
メ
ン
ト
に
孝
之
進
は
大
声
で
笑
っ
た
。

見
え
る
人
間
に
と
っ
て
点
字
と
い
う
も
の
が
い
か
に
奇
妙
な
も

の
に
映
ろ
う
と
も
、
知
っ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
作
り
が
で
き
た

こ
と
を
喜
ん
だ
。

そ
の
「
あ
け
ぼ
の
」
は
、
世
間
の
反
響
を
背
景
に
、
孝
之
進

の
予
想
以
上
の
一
大
新
風
を
盲
人
界
に
吹
き
込
ん
だ
。
創
刊
号

は
訓
盲
院
の
紹
介
や
社
会
記
事
を
交
え
た
内
容
だ
っ
た
が
、
さ

っ
そ
く
京
都
盲
唖
院
の
盲
生
百
名
中
の
十
名
が
読
め
た
と
い
う

喜
び
を
孝
之
進
に
伝
え
て
き
た
。
点
字
を
読
め
る
よ
う
に
な
っ

た
盲
人
が
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
聖
書

く
ら
い
し
か
点
字
印
刷
物
が
な
か
っ
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
、
手

に
し
た
盲
人
た
ち
が
む
さ
ぼ
り
読
ん
だ
と
い
う
の
も
う
な
ず
け

る
。

「
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
」
例
会
報
告
と

わ
た
く
し
ご
と

木
村

多
恵
子

第

回
例
会

２
０
０
８
年
８
月
６
日
（
水)

：

～

33

13

30

：

、
港
区
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
第
１
会
議
室

15

30

個
人
的
な
理
由
で
、
ま
る
ま
る
７
ヶ
月
の
間
、
メ
ー
ル
チ
ェ

ッ
ク
は
し
て
い
た
も
の
の
、
例
会
も
学
習
会
も
皆
様
に
お
任
せ

し
て
い
た
の
で
、
久
々
の
例
会
出
席
は
何
と
な
く
気
恥
ず
か
し

か
っ
た
が
、
優
し
く
温
か
く
お
迎
え
頂
け
て
ほ
っ
と
し
た
。

「
神
さ
ま
が
く
れ
た
漢
字
た
ち
」
の
最
終
校
正
段
階
に
入
っ

て
い
て
、
わ
た
し
は
何
も
お
手
伝
い
も
せ
ず
に
、
も
う
じ
き
出

来
上
が
る
の
を
楽
し
み
に
見
て
い
た
。

そ
の
他
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
の
テ
キ
ス
ト
の
入
力
方
法
に
つ
い
て

も
話
し
合
っ
て
い
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
予
定
の
時
間
で
は
足

り
な
い
ほ
ど
、
皆
さ
ん
熱
中
し
て
い
た
。

第

回
例
会

２
０
０
８
年
９
月

日
（
水
）

：

～

34

10

13

30

：

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
第
１
会
議
室

15

30

９
月
の
例
会
は
、
今
年
の
五
月
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
若
葉
基

金
」
（
福
祉
に
関
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
団
体
へ
の
、
活
動

資
金
は
二
団
体
に
、
リ
サ
イ
ク
ル
パ
ソ
コ
ン
は
全
部
で
１
０
１

台
提
供
）
の
、
パ
ソ
コ
ン
貸
与
に
申
請
し
て
い
た
も
の
が
、
幸
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い
に
も
応
募
数
の
３
６
０
団
体
に
対
し
、

団
体
が
当
選
し
、

38

「
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
」
は
、
そ
の
幸
を
得
た
。
そ
の
贈
呈

式
が
偶
々
例
会
の
日
時
と
重
な
り
、
岡
田
さ
ん
は
例
会
に
は
欠

く
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
側
の
指
定
で
、
部
屋
の
都

合
上
、
一
団
体
二
人
の
う
ち
、
障
害
者
も
一
人
は
来
て
欲
し
い

と
の
こ
と
で
、
中
田
会
長
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
へ
は
わ
た
し
を
連
れ
て

行
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
羽
化
」
で
は
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
三
台
頂
い
た
の
で
、

会
員
で
、
も
う
パ
ソ
コ
ン
を
買
い
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

に
使
っ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
。

＊

予
告

月
の
例
会
（
第

回
）
２
０
０
８
年

月
８
日
（
水
）

10

35

10

：

～

：

、
７
階
第
１
会
議
室

13

30

15

30

第

回
学
習
会

２
０
０
８
年

月

日
（
土
）

18

10

25

：

～

：

18

30

20

30

港
区
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

月
の
例
会
（
第

回
）
２
０
０
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わ
た
く
し
ご
と

車
は
常
磐
道
を
一
路
颯
爽
と
走
り
、
目
指
す
は
竜
ヶ
崎
の
川か

原
代
町
と
か
へ
。

わ
ら
し
ろ
ま
ち

後
部
座
席
は
、
空
調
も
程
よ
く
、
自
分
の
思
い
に
沈
み
込
ん

だ
り
、
同
車
の
、
前
の
席
の
二
人
の
話
を
ぼ
ん
や
り
聴
く
と
も

な
く
聴
い
た
り
、
カ
ー
ス
テ
レ
オ
か
ら
流
れ
る
、
音
量
も
小
さ

め
の
、
ド
ラ
イ
バ
ー
好
み
の
曲
に
、
耳
を
傾
け
た
り
し
な
が

ら
、
の
ん
び
り
ド
ラ
イ
ブ
を
楽
し
ん
だ
。

さ
て
、
目
的
地
に
着
い
て
、
主
催
者
Ａ
さ
ん
に
簡
単
に
挨
拶

を
終
わ
ら
す
。
何
し
ろ
、
次
々
に
挨
拶
に
来
る
か
ら
で
あ
る
。

Ａ
さ
ん
が
、｢

何
を
手
伝
っ
て
も
ら
う
？｣

と
ス
タ
ッ
フ
に
聞

き
、｢

ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
皮
む
き｣

と
言
わ
れ
、｢

お
お
、
こ
の
三

人
が
皮
む
き
や
っ
て
く
れ
る
よ｣

と
早
速
仲
間
に
入
れ
て
も
ら

っ
た
。

先
ず
わ
た
し
た
ち
三
人
が
し
た
こ
と
は
、
手
を
洗
っ
て
ジ
ャ

ガ
イ
モ
の
皮
む
き
。
５
、

セ
ン
チ
は
あ
ろ
う
か
と
思
え
る
大

60

き
な
鍋
か
ら
、
茹
で
上
が
っ
た
ば
か
り
の
あ
つ
あ
つ
オ
ジ
ャ
ガ

の
皮
む
き
、｢

あ
っ
ち
ち
、
あ
っ
ち
ち｣

と
言
い
な
が
ら
の
作

業
。
こ
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
、
今
日
の
メ
イ
ン
の
仕
事
が
終
え
て

か
ら
ご
馳
走
に
な
る
、
本
場
仕
込
み
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
材
料

の
一
部
。
こ
の
皮
む
き
作
業
は
、
野
外
の
ベ
ン
チ
で
、
荒
削
り

の
テ
ー
ブ
ル
で
行
う
の
だ
か
ら
、
気
持
ち
の
よ
い
こ
と
限
り
な

し
。本

格
的
な
カ
レ
ー
作
り
は
そ
の
担
当
者
に
任
せ
て
、
わ
た
し

た
ち
仲
間
三
人
は
、
今
日
の
指
定
の
場
所
へ
と
、
軽
く

分
程

10

歩
い
て
行
く
。
出
が
け
に
ス
タ
ッ
フ
に
「
水
を
飲
ん
で
行
き
な

－ １６ －



さ
い
」
と
教
え
ら
れ
、
さ
ほ
ど
飲
み
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た

が
、
大
切
な
こ
と
だ
ろ
う
と
、
コ
ッ
プ
一
杯
飲
ん
で
行
っ
た
。

現
場
に
着
く
と
も
う
沢
山
集
ま
っ
て
い
た
。

主
催
者
Ａ
さ
ん
の
声
。

「
皆
さ
ん
二
列
に
並
ん
で
大
き
く
手
を
広
げ
て
、
隣
の
人
と

ぶ
つ
か
ら
な
い
く
ら
い
の
間
隔
を
取
っ
て
並
ん
で
下
さ
い
。
今

日
が
初
め
て
の
人
、
手
を
挙
げ
て
！
」

も
ち
ろ
ん
わ
た
し
は
手
を
挙
げ
た
。

「

人
く
ら
い
か
な
？
じ
ゃ
あ
、
２
回
目
の
人
、
手
を
挙
げ

20

て
！
う
ん

人
く
ら
い
か
。
じ
ゃ
、
３
回
目
の
人
、
う
ん
１

30

５
、
６
人
か
。
で
は
７
回
の
人
、
３
人
。
で
は
説
明
し
ま
す
。

今
日
の
稲
刈
り
は
、
今
み
ん
な
が
や
れ
る
程
度
だ
け
に
し
ま

す
。
作
業
は
１
時
間
、
ま
ず
こ
こ
に
、
何
本
ず
つ
か
、
片
手
で

握
れ
る
く
ら
い
の
か
た
ま
り
が
幾
つ
あ
る
か
、
各
グ
ル
ー
プ
で

数
え
て
く
だ
さ
い
」

区
分
け
さ
れ
た
何
組
か
の
総
号
数
を
出
し
た
。

「
次
に
、
こ
の
か
た
ま
り
か
ら
、
一
本
抜
い
て
く
だ
さ
い
」

わ
た
し
は
土
の
上
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
だ
。
１
メ
ー
ト
ル
く
ら

い
伸
び
た
稲
穂
の
か
た
ま
り
が
、
風
に
そ
よ
ぎ
な
が
ら
も
、
穂

を
垂
れ
て
い
る
。
〈
実
る
ほ
ど
頭
を
垂
れ
る
稲
穂
か
な
〉
は
本

当
だ
。
お
よ
そ

セ
ン
チ
置
き
に
並
ん
で
い
る
か
た
ま
り
を
確

30

認
し
、
一
番
手
元
に
あ
る
か
た
ま
り
か
ら
、
そ
っ
と
一
本
抜
い

て
見
た
。
思
い
の
外
簡
単
に
抜
け
た
。
根
元
に
土
を
少
し
着
け

て
い
る
。
で
も
そ
の
土
は
さ
ら
り
と
落
ち
る
。
土
が
よ
く
耕
さ

れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

Ａ
さ
ん
の
声
、

「
さ
あ
み
ん
な
、
そ
の
一
本
に
何
粒
米
が
着
い
て
い
る
か
数

え
て
く
だ
さ
い
」

や
っ
て
見
た
が
、
結
構
難
し
い
。
最
初
は
何
度
も
途
中
で
分

か
ら
な
く
な
っ
て
数
え
な
お
し
て
い
た
が
、
無
駄
と
知
り
、
大

ま
か
に
数
え
た
。
わ
た
し
は
で
た
ら
め
に

粒
か
な
？
な
ん
て

80

決
め
て
報
告
し
た
。

Ａ
さ
ん
、

「
さ
あ
、
そ
の
一
つ
の
か
た
ま
り
に
は
何
本
あ
る
か
な
？
」

こ
れ
な
ら
わ
た
し
に
も
数
え
ら
れ
る
。
伸
び
揃
っ
て
い
る
穂

を
数
え
始
め
た
。

本
か
？

23

Ａ
さ
ん
、

「
は
い
、
端
か
ら
数
を
言
っ
て
」

「

本
、

本
、

本
」
と
そ
れ
ぞ
れ
報
告
す
る
。

20

23

18

ま
た
Ａ
さ
ん
、

「
で
は
、
み
ん
な
、
自
分
で
数
え
た
一
本
の
米
の
数
を
、
こ

の
か
た
ま
り
の
本
数
で
掛
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
一
粒
の
米

か
ら
出
来
た
米
の
量
で
す
。
さ
っ
き
み
ん
な
で
数
え
た
か
た
ま

り
が
幾
つ
あ
っ
た
か
な
？
そ
れ
を
掛
け
れ
ば
、
お
お
よ
そ
こ
の

辺
り
の
全
体
量
が
分
か
り
ま
す
」

も
う
わ
た
し
は
計
算
は
せ
ず
、
た
だ
そ
の
一
粒
の
米
か
ら
、

こ
れ
だ
け
育
つ
こ
と
に
感
動
し
て
い
た
。
そ
れ
に
、
大
勢
な
の

で
、
わ
た
し
か
ら
遠
く
に
い
る
人
の
声
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
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も
い
る
。
で
、
結
局
ど
の
く
ら
い
な
の
か
は
分
か
ら
な
く
な
っ

た
が
、
何
れ
に
し
て
も
広
い
田
圃
に
、
２
列
並
ん
だ
６
、
７
０

人
が
い
る
様
子
が
掴
め
て
き
た
。

Ａ
さ
ん
、

「
は
い
、
そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
稲
を
刈
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

鎌
を
取
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。
鎌
を
持
つ
ほ
う
の
手
は
、
手
袋

を
は
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。
何
故
か
な
？
」

「
滑
っ
て
危
な
い
か
ら
」
と
一
斉
に
答
え
が
返
っ
て
く
る
。

ま
た
Ａ
さ
ん
、

「
片
手
で
株
全
体
を
握
っ
て
、
一
度
に
刈
り
取
っ
て
く
だ
さ

い
」わ

た
し
も
鎌
を
も
ら
い
、
や
っ
て
見
る
。
ま
ず
、
鎌
を
触
っ

て
見
る
と
、
刃
が
鋸
状
に
な
っ
て
い
る
。
手
前
か
ら
向
こ
う
側

に
向
け
て
刈
っ
て
み
た
。
さ
す
が
に
今
度
は
、

本
余
り
あ
る

20

の
で
堅
い
。
そ
れ
で
も
わ
た
し
に
も
刈
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
一
束
を
、
数
本
の
藁
で
、
く
る
く
る
と
巻
い
て
、
縛
ら
ず

に
、
巻
い
た
藁
の
間
に
、
も
う
片
方
を
挿
し
込
む
。
こ
う
す
る

と
、
片
方
を
引
っ
張
る
だ
け
で
、
す
る
り
と
稲
束
が
解
け
て
、

脱
穀
の
時
に
や
り
い
い
の
だ
と
い
う
。
そ
う
い
え
ば
、
こ
の
藁

も
稲
か
ら
お
米
を
取
っ
た
残
り
を
乾
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
も
こ
う
し
て
立
派
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
は
し
ゃ
が
ん
だ
ま
ま
で
、
刈
り
取
っ
て
束
ね
る
だ
け

で
、
「
は
い
、
お
願
い
し
ま
す
」
と
声
を
掛
け
る
と
、
仲
間
だ

け
で
な
く
、
初
め
て
会
っ
た
方
で
も
、
ど
な
た
か
が
、
「
は

い
、
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
っ
て
受
け
取
っ
て
、
稲
束
の
所
定

の
置
き
場
に
運
ん
で
く
だ
さ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
立
ち
仕
事
を

わ
た
し
は
省
略
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
皆
さ
ん
は
、

自
分
で
刈
り
取
り
、
束
ね
、
決
め
ら
れ
た
手
順
で
稲
の
山
を
作

っ
て
ゆ
く
。
稲
束
は

度
に
回
転
さ
せ
な
が
ら
、
平
ら
に
一
メ

90

ー
ト
ル
四
方
、
百
二
、
三
十
セ
ン
チ
の
高
さ
ま
で
積
ん
で
ゆ

く
。
従
っ
て
、
立
っ
た
り
座
っ
た
り
運
ん
だ
り
で
汗
だ
く
だ
。

皆
さ
ん
と
の
比
較
は
と
も
あ
れ
、
思
い
の
外
わ
た
し
な
り

に
刈
り
取
り
、
束
ね
る
こ
と
が
で
き
、
大
満
足
だ
。

畝
に
添
っ
て
歩
け
ば
、
一
人
で
も
仲
間
の
声
を
追
っ
て
、
危

険
な
く
歩
い
て
行
け
る
。
と
て
も
い
い
気
持
ち
。

１
時
間
は
瞬
く
間
に
過
ぎ
た
。
幾
山
出
来
た
の
だ
ろ
う
？

Ａ
さ
ん
の
声
が
し
た
。

「
今
度
は
落
ち
穂
を
拾
っ
て
く
だ
さ
い
。
ほ
ん
と
う
は
こ
の

落
ち
穂
は
貧
し
い
人
、
外
国
か
ら
来
た
人
の
た
め
に
、
イ
ス
ラ

エ
ル
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
残
し
て
置
く
習
慣
に
な
っ
て
い
ま

す
。
」

事
実
こ
こ
で
も
Ａ
さ
ん
は
、
落
ち
穂
だ
け
と
は
い
わ
ず
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
や
そ
の
他
の
外
国
か
ら
来
て
い
る
人
に
沢
山
援
助

し
て
お
ら
れ
る
。

わ
た
し
も
落
ち
穂
を
探
し
た
。
五
、
六
本
拾
っ
て
大
事
に
持

っ
た
。
落
ち
穂
を
拾
い
な
が
ら
、
切
り
取
っ
た
稲
の
切
り
株
が

少
し
濡
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
台
地
か
ら
栄
養
と
水
分

を
稲
に
与
え
る
た
め
に
、
ま
だ
吸
い
上
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
さ
あ
、
み
ん
な
、
水
を
飲
ん
で
記
念
写
真
だ
。
こ
の
杭
か

ら
こ
っ
ち
の
杭
の
中
に
立
た
な
い
と
、
写
真
に
は
入
ら
な
い

－ １８ －



よ
。
さ
あ
、
子
供
た
ち
は
前
に
座
っ
て
」

大
勢
の
集
合
写
真
の
例
に
漏
れ
ず
、
こ
こ
で
も
誰
が
入
ら
な

い
、
こ
っ
ち
は
重
な
り
過
ぎ
て
い
る
、
と
苦
労
し
な
が
ら
、
時

間
も
か
か
っ
た
が
、
と
に
か
く
予
定
の
作
業
は
終
わ
り
、
み
ん

な
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
Ａ
さ
ん
の
家
に
戻
っ
て
行
っ
た
。

「
名
前
を
書
い
て
く
だ
さ
い
！
書
か
な
い
人
は
こ
こ
に
は
入

れ
ま
せ
ん
」
と
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
が
言
う
。
さ
ら
に
Ａ
さ
ん
が

「
み
ん
な
よ
く
手
を
洗
っ
て
か
ら
好
き
な
飲
み
物
を
取
っ
て
く

だ
さ
い
。
綺
麗
に
手
を
洗
わ
な
い
人
は
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
よ
」

と
言
う
。
わ
た
し
た
ち
は
笑
い
な
が
ら
冷
た
い
水
に
満
足
し
つ

つ
手
を
洗
い
、
わ
た
し
は
紅
茶
を
希
望
し
た
。

稲
束
が
、
そ
う
落
ち
穂
拾
い
で
集
め
ら
れ
た
束
だ
ろ
う
か
。

ス
タ
ッ
フ
が
わ
た
し
の
側
を
稲
束
を
持
っ
て
通
っ
て
行
っ
た
。

や
っ
ぱ
り
い
い
匂
い
！

Ａ
さ
ん
が
話
し
は
じ
め
た
。

「
今
年
は
雨
が
多
く
、
実
り
具
合
が
ど
う
か
心
配
し
ま
し
た

が
、
ど
う
や
ら
こ
こ
ま
で
き
ま
し
た
。
後
は
こ
の
近
く
の
農
家

の
方
に
刈
り
取
り
、
脱
穀
な
ど
や
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
ま
ず
太

陽
と
土
と
水
に
感
謝
し
ま
し
ょ
う
…
。
こ
れ
か
ら
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ヤ
の
本
格
的
な
カ
レ
ー
を
作
っ
て
下
さ
っ
た
マ
リ
カ
さ
ん

に
、
食
べ
方
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
」

マ
リ
カ
さ
ん
は
中
年
？
の
男
性
、
静
か
な
日
本
語
で
カ
レ
ー

を
手
で
食
べ
る
の
だ
と
言
う
。
ち
ょ
っ
と
周
辺
で
ざ
わ
め
き
が

起
き
た
。
に
ん
ま
り
し
て
い
る
の
は
わ
た
し
だ
け
だ
ろ
う
。
三

本
の
指
で
ご
飯
と
カ
レ
ー
を
混
ぜ
な
が
ら
食
べ
る
の
だ
と
言

う
。
Ａ
さ
ん
が
こ
と
さ
ら
「
き
れ
い
に
手
を
洗
い
な
さ
い
」
と

言
っ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
っ
た
の
か
？
愉
快
だ
っ
た
。
「
今
日

は
フ
ォ
ー
ク
も
ス
プ
ー
ン
も
み
ん
な
隠
し
ち
ゃ
っ
た
か
ら
ね
。

カ
レ
ー
も
サ
ラ
ダ
も
お
か
わ
り
自
由
で
す
。
一
杯
食
べ
て
下
さ

い
」
と
Ａ
さ
ん
が
補
足
す
る
。

大
皿
に
一
杯
盛
ら
れ
た
カ
レ
ー
を
抱
え
、
冷
た
い
紅
茶
は
椅

子
一
脚
を
、
何
人
か
で
机
代
わ
り
に
し
た
椅
子
に
置
き
、
大
き

な
骨
付
き
鶏
肉
や
豚
、
に
ん
じ
ん
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
何
種
類
も

の
ス
パ
イ
ス
に
お
い
し
い
空
気
と
太
陽
も
加
え
、
大
っ
ぴ
ら
に

こ
の
指
で
持
ち
、
零
す
心
配
も
な
く
、
し
か
も
野
外
で
食
べ
る

の
は
開
放
的
で
こ
と
さ
ら
気
持
ち
が
い
い
。
直
接
手
を
使
っ
て

食
べ
る
の
は
、
体
に
入
れ
る
の
に
丁
度
い
い
温
度
に
な
る
か
ら

だ
と
ド
ラ
イ
バ
ー
の
女
性
が
説
明
し
て
く
れ
た
。
な
る
ほ
ど
、

と
素
直
に
納
得
す
る
。
「
木
村
さ
ん
、
サ
ラ
ダ
も
あ
る
よ
」
の

声
に
は
、
「
サ
ラ
ダ
は
こ
の
カ
レ
ー
を
食
べ
終
え
て
手
を
洗
っ

て
改
め
て
挑
戦
す
る
」
と
ニ
コ
ニ
コ
顔
。

誰
か
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
ギ
タ
ー
を
爪
弾
き
始
め
た
。
ラ
ジ
オ
も

ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
も
な
い
、
百
人
近
く
い
る
人
声
さ
へ
、
沢

山
の
木
々
に
囲
ま
れ
た
野
外
で
は
騒
音
に
は
な
ら
な
い
。
ギ
タ

ー
の
音
色
が
心
地
よ
い
。
鳥
の
声
と
、
少
し
や
か
ま
し
い
蝉

は
、
こ
れ
も
自
然
の
一
部
だ
。

さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
お

暇

を
、
と
Ａ
さ
ん
に
挨
拶
に
行
く

い
と
ま

と
、
「
待
っ
て
、
今
ゼ
リ
ー
が
出
て
き
た
よ
」
と
言
い
、
も
の

す
ご
い
大
き
な
ボ
ウ
ル
に
オ
レ
ン
ジ
、
ナ
シ
、
ブ
ド
ウ
、
パ
イ

ナ
ッ
プ
ル
が
一
杯
の
ゼ
リ
ー
を
手
渡
さ
れ
た
。
ま
る
で
ど
ん
ぶ

－ １９ －



り
の
よ
う
な
深
鉢
に
気
持
ち
の
良
い
冷
た
い
感
触
の
フ
ル
ー
ツ

は
、
ま
た
不
思
議
と
お
腹
に
入
る
。
「
え
？
こ
れ
い
っ
た
い
何

人
分
？
」
と
大
騒
ぎ
を
し
な
が
ら
も
結
構
食
べ
る
の
に
は
、
我

な
が
ら
笑
っ
て
し
ま
う
。

今
度
こ
そ
お
礼
の
挨
拶
に
行
き
お
ず
お
ず
と
「
あ
の
う
、
こ

れ
い
た
だ
い
て
行
っ
て
も
い
い
で
す
か
？
花
瓶
に
挿
し
た
い
の

で
す
」
と
、
五
、
六
本
の
落
ち
穂
を
見
せ
る
と
、
Ａ
さ
ん
は

「
お
お
、
も
っ
と
あ
げ
る
よ
、
待
っ
て
な
さ
い
」
と
言
っ
て
大

き
め
の
束
と
、
わ
た
し
が
持
っ
て
い
た
の
と
を
取
り
替
え
て
く

だ
さ
り
な
が
ら
、
「
こ
れ
は
ね
、
花
瓶
に
挿
さ
ず
に
、
下
に
向

け
て
壁
に
下
げ
て
お
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
へ
奥
様

も
出
て
来
て
、
カ
レ
ー
を
持
っ
て
行
き
な
さ
い
と
、
ま
た
こ
れ

も
沢
山
袋
に
入
れ
て
い
た
だ
い
た
。

わ
た
し
た
ち
三
人
が
車
へ
戻
る
た
め
に
歩
い
て
い
る
と
、
Ａ

さ
ん
が
後
ろ
か
ら
車
で
通
り
、
窓
を
開
け
て
、
「
あ
の
ね
、
こ

の
辺
り
の
畑
か
ら
何
で
も
取
っ
て
行
っ
て
い
い
で
す
よ
。
き
ゃ

べ
つ
で
も
な
す
で
も
何
で
も
」
と
言
っ
て
行
か
れ
た
。
わ
た
し

た
ち
は
車
に
戻
り
、
紙
袋
を
一
つ
持
っ
て
来
て
、
喜
喜
と
し

て
、
ピ
ー
マ
ン
、
な
す
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
採
り
、
さ
ら
に
か
ぼ
ち

ゃ
を
見
つ
け
て
、
「
ほ
ら
、
木
村
さ
ん
採
っ
て
ご
ら
ん
？
」
と

言
わ
れ
、
ほ
ど
よ
い
お
美
味
し
そ
う
な
か
ぼ
ち
ゃ
を
蔓
か
ら
折

り
採
っ
た
。
収
穫
の
や
り
方
と
し
て
、
こ
の
も
ぎ
か
た
で
い
い

の
か
心
配
だ
っ
た
が
、
や
は
り
う
れ
し
い
。
さ
ら
に
わ
た
し
は

そ
の
辺
り
の
、
名
前
が
分
か
ら
な
い
小
さ
な
花
を
見
つ
け
て
は

触
っ
て
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
ほ
ど
な
く
用
事
を

済
ま
せ
た
Ａ
さ
ん
が
戻
っ
て
来
て
、
ま
た
車
を
留
め
て
て
、

「
そ
の
お
芋
の
茎
を
採
っ
て
皮
を
む
い
て
甘
辛
く
炒
め
る
と
お

い
し
い
か
ら
採
っ
て
行
き
な
さ
い
」
と
言
う
。
仲
間
の
二
人

は
、
ど
れ
が
Ａ
さ
ん
が
言
う
お
芋
な
の
か
分
か
ら
ず
に
い
る

と
、
車
か
ら
降
り
て
来
て
教
え
て
く
れ
た
。

あ
ま
り
欲
張
ら
ず
に
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
一
人
が
モ
ロ

ヘ
イ
ヤ
を
見
つ
け
、
わ
た
し
と
彼
女
は
大
喜
び
で
柔
ら
か
い
と

こ
ろ
を
つ
ま
ん
で
引
き
上
げ
た
。

帰
路
、
も
の
す
ご
い
雷
雨
に
遭
い
、
ド
ラ
イ
バ
ー
は
大
変

だ
。
し
か
し
、
我
が
家
へ
た
ど
り
着
く
頃
に
は
す
っ
か
り
そ
の

雨
か
ら
抜
け
出
し
、
降
り
る
時
に
は
傘
一
本
も
要
ら
な
か
っ

た
。年

一
度
の
稲
刈
り
の
企
画
を
知
っ
て
い
た
ド
ラ
イ
バ
ー
を
務

め
て
く
れ
た
友
人
が
、
ま
だ
喪
失
か
ら
抜
け
出
ら
れ
ず
に
い
る

わ
た
し
を
、
こ
の
台
地
の
贈
り
物
の
行
事
に
誘
っ
て
く
れ
た
の

だ
。
頂
い
て
来
た
お
野
菜
と
カ
レ
ー
は
我
が
家
で
三
人
で
分
け

（
多
分
わ
た
し
が
一
番
い
た
だ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
）
、
稲
は

わ
た
し
の
大
切
な
人
の
写
真
の
向
か
い
側
に
、
素
敵
な
イ
ン
テ

リ
ア
と
し
て
飾
っ
て
く
れ
た
。

こ
れ
は
９
月
６
日
土
曜
日
の
、
阿
蘇
敏
文
さ
ん
が
無
農
薬
、

あ

そ

と
し
ふ
み

有
機
農
業
に
こ
だ
わ
る
、
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
（
こ
す
も
）
農
園
で
の

こ
と
で
あ
る
。

２
０
０
８
年
９
月

日
記
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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
５
回
（
第

回
）
報
告

20

17

１

日
時

平
成

年
８
月

日(

土)

20

16

時

分
～

時

分

18

30

20

42

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
：
固
、
個
、
兄
、
見
、
介
、
先
、
祝
、

兌
、
説
、
税
、
覚
、
視
、
界

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
）

漢
点
字
に
は
制
約
が
あ
り
、
墨
字
の
構
成
（
形
）
と
は
異
な

る
並
び
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

・
門
構
え
（

）
の
文
字

「
聞

」
（
門
と
耳

）
、
「
間

」
（
門
と
日

）
、
「
問

」
（
門
と
口

）
、
「
開

」
（
門
と
廿

）
、
「
閉

」
（
門
と
才

）

「
問
」
に
は
訪
問
の
言
葉
が
あ
る
が
、
人
を
訪
ね
て
質
問
す

る
、
疑
問
を
投
げ
か
け
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

・
囗
（
く
に
）
構
え
（

）
の
文
字

「
回

」
（
囗
と
口

）
、
「
国

」
（
囗
と
玉

）

「
国
」
の
旧
字
は
國
で
、
中
の
或
に
は
戈
（
ほ
こ
）
が
含
ま

れ
外
敵
と
戦
う
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

（
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
）

・
固

（
囗
構
え
２
・
３
・
５
・
６
；
古
２
・
４
・
５

）
と
そ
れ
を
含
む
文
字

「
固

」
音
読
み
の
コ
は
漢
音
、
ク
は
呉
音
。
ク
の

44
つ
く
熟
語
は
広
辞
苑
で
は
掲
載
な
し
。
訓
読
み
の
「
か
た
‐

い
」
と
同
訓
の
文
字
に
〝
硬
い
〟
〝
堅
い
〟
〝
難
い
〟
が
あ

る
。
他
の
訓
読
に
「
も
と
‐
よ
り
」
も
あ
る
。
〝
古
〟
は
十

（
盾
）
と
口
（
サ
イ
）
で
器
の
上
に
置
く
こ
と
で
神
を
守
る
誓

い
と
し
た
意
味
で
い
わ
ゆ
る
古
い
で
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
の
〝

古
く
固
い
頭
蓋
骨
を
四
角
い
枠
の
中
に
押
し
込
め
た
形
〟
は
語

釈
。
他
の
熟
語
に
〝
固
定
〟
〝
地
固
め
〟
〝
凝
固
〟
〝
断
固
〟

な
ど
が
あ
る
。

「
個

」
人
偏(

１
・
３)

と
囗
構
え(

２･

３･

５･
45

６)
で
表
す
。
古
の
部
分
は
省
略
。
音
読
み
の
コ
は
漢･

呉
音
、

コ
は
慣
用
音(

唐
音)

。
ク
の
読
み
は
不
明
。
元
の
意
味
は
人
一

人
。
熟
語
に
〝
個
展
〟
〝

個
別
〟
〝

個
室
〟
〝

個
条
〟
が
あ
る
。

カ
ジ
ヨ
ウ

＊
元

(
１
と
２･

５)

の

儿

(

２･

５)

の
付
い
た
文
字

ひ
と
あ
し

「
兄

」

口

(

１･

２･

４･

５)

と
儿
で
表
す
。

46
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口
は
サ
イ
で
サ
イ
を
膝
ま
づ
い
て
捧
げ
る
形
を
象
っ
た
も
の
。

家
の
長
男
で
家
を
継
ぐ
宿
命
を
持
つ(

常
用
字
解)

。
音
読
み
の

ケ
イ
は
漢
音
、
キ
ョ
ウ
は
呉
音
。
訓
読
み
は
〝
え
〟
〝
あ
に
〟

〝
せ
〟
。
〝
賢
兄
〟
〝
大
兄
（
お
お
え
、
お
せ
）
〟
〝
同
母

兄
、
同
母
姉
（
い
ろ
え
）
〟
〝
吾
兄
（
あ
せ
）
〟
他
に
〝
従
兄

弟
・
従
姉
妹
（
い
と
こ
）
〟
な
ど
が
あ
る
。

｢

見

｣
目

（
１･

２･

３･

４･

５･

６)

と
儿

47
で
表
す
。
音
読
み
の
ケ
ン
は
漢
音
、
ゲ
ン
は
呉
音
。
訓
読
み
の

ま
み
‐
え
る
は
人
に
会
う
こ
と
。
熟
語
に
は
〝
発
見
〟

〝

所
見

〟

〝
見
当
〟
〝
後
見
（
こ
う
け
ん
、
う
し
ろ
み
）
〟
〝
一
見
（
い

ち
げ
ん
、
い
っ
け
ん
）
〟
〝
拝
見
〟
〝
花
見
〟
〝
月
見
〟
〝
見

世
物
〟
〝
風
見
（
か
ざ
み
）
〟
な
ど
多
数
あ
る
。

「
介

」

ひ
と
や
ね

（
４
・
６
）
と
儿

で

48
表
す
。
ひ
と
や
ね
は
人
で
は
な
く
、
鎧
を
意
味
し
、
人
が
鎧
を

つ
け
た
様
子
を
表
す
。
元
々
は
隔
て
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ

る
。
音
読
み
の
カ
イ
は
漢
音
、
ケ
は
呉
音
。
熟
語
に
は
〝
介
然

か
い
ぜ
ん

（
孤
立
し
て
い
る
さ
ま
、
し
ば
ら
く
の
間
な
ど)

〟
〝
御
節
介
〟

お

せ

つ

か

い

〝
厄
介
〟
〝
介
抱
〟
〝
介
爾
（
非
常
に
微
弱
な
こ
と
）
〟
な

や
つ
か
い

け

に

ど
。
訓
読
み
の
す
け
は
名
前
に
用
い
る
。

【
字
式
】
（
常
用
字
解
）

「
兄
」
口
・
儿

「
磨
」
麻＞

石

「
回
」
囗＞

口

「
安
」
宀
／
女

「
林
」
木
＋
木

「
森
」
木
／
〝
木
＋
木
〟

「
聞
」
門＞

耳

「
摩
」
麻＞

手

「
回
」
囗＞

口

「
国
」
囗＞

玉

「
見
」
目
・
儿

「
崎
」
山
＋
奇

追
悼
、
木
下
田
鶴
子
様

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
代
表

岡
田
健
嗣

去
る
九
月
七
日
、
本
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
代
表
を
お
務
め
下
さ

っ
て
い
る
木
下
和
久
さ
ん
の
奥
様
、
木
下
田
鶴
子
様
が
、
ご
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。

田
鶴
子
様
と
本
会
と
の
関
わ
り
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
木
下
さ
ん

が
活
動
に
ご
参
加
下
さ
っ
た
と
き
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
一
九
九
六
年

一
月
末
日
を
最
初
と
す
る
、
漢
点
字
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
最
初
の
講

習
会
に
木
下
さ
ん
が
ご
参
加
下
さ
り
、
二
日
目
だ
っ
た
か
に
ご
都
合

で
ご
出
席
で
き
ず
、
代
わ
り
に
奥
様
が
ご
出
席
下
さ
い
ま
し
た
。
私

が
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
そ
の
折
で
し
た
。

そ
の
後
、
木
下
さ
ん
の
お
宅
を
訪
れ
た
折
り
に
お
会
い
し
た
り
、

お
電
話
で
は
話
が
弾
ん
で
、
結
構
長
話
に
な
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

木
下
さ
ん
が
本
会
の
活
動
の
大
黒
柱
と
し
て
、
長
年
活
動
を
支
え

て
い
た
だ
け
る
の
も
、
そ
の
後
ろ
の
奥
様
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ

と
は
、
取
り
立
て
て
申
さ
ず
と
も
当
然
の
こ
と
と
い
う
の
が
、
会
員

の
間
で
一
致
し
た
思
い
で
し
た
。

田
鶴
子
様
は
長
年
、
横
浜
市
の
小
学
校
で
教
鞭
を
お
執
り
に
な
っ

て
、
何
校
も
の
校
長
を
お
務
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
沢
山
の
教
え
子

を
、
世
に
送
り
出
さ
れ
た
も
の
と
存
じ
ま
す
。

退
職
後
は
音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
に
ご
参
加
に
な
っ
た
り
、

地
域
の
福
祉
活
動
な
ど
に
も
積
極
的
に
ご
参
加
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
私
が
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
こ
ろ
に
は
、

既
に
心
臓
に
ご
病
気
を
抱
え
て
お
ら
れ
て
、
ご
無
理
の
利
か
な
い
お

身
体
で
あ
る
こ
と
が
、
声
音
な
ど
か
ら
私
ど
も
に
も
薄
々
感
じ
ら
れ

る
の
で
し
た
。

そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
に
は
脳
出
血
に
、
二
〇
〇
三
年
に
は
脳
梗
塞

に
見
舞
わ
れ
て
、
ご
病
気
と
の
闘
い
に
入
ら
れ
ま
し
た
。

ご
生
前
の
田
鶴
子
様
の
ご
厚
情
に
感
謝
し
、
お
姿
を
偲
び
つ
つ
、

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

合
掌
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漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

長

恨

歌

（
５

）

盛
唐

白
居
易

リ

タ
レ
バ

ル

ニ

歸

來

池

苑

皆

依
レ

舊

ノ

ノ

太

液

芙

蓉

未

央

柳

ハ

ク

ノ

ハ

シ

ノ

芙

蓉

如
レ

面

柳

如
レ

眉

シ
テ

ニ

ゾ

ラ
ン

レ

對
レ

此

如

何

不
二

涙

垂
一

ク
ノ

春

風

桃

李

花

開

夜

ツ
ル
ノ

秋

雨

梧

桐

葉

落

時

ク

西

宮

南

苑

多
二

秋

草
一

チ
テ

ニ

ハ

落

葉

滿
レ

階

紅

不
レ

掃

ノ

タ
ニ

梨

園

弟

子

白

髮

新

ノ

イ
タ
リ

椒

房

阿

監

青

娥

老

※

遠

藤

哲

夫

『

語

法

詳

解

漢

詩

』(

旺

文

社)

参

照

帰
り
来
た
れ
ば
池
苑
皆
旧
に
依
る

か
え

き

ち

え

ん

み
な
き
ゅ
う

よ

太
液
の
芙
蓉
未
央
の
柳

た
い
え
き

ふ

よ

う

び

お

う

や
な
ぎ

芙
蓉
は
面
の
如
く
柳
は
眉
の
如
し

お
も
て

ご
と

ま
ゆ

此
に
対
し
て
如
何
ぞ
涙
垂
れ
ざ
ら
ん

こ
れ

た
い

い

か

ん

な
み
だ

た

春
風
桃
李
花
開
く
の
夜

し
ゅ
ん
ぷ
う

と

う

り

は
な

ひ
ら

よ

秋
雨
梧
桐
葉
落
つ
る
の
時

し
ゅ
う
う

ご

ど

う

は

お

と
き

西
宮
南
苑
秋
草
多
く

せ
い
き
ゅ
う
な
ん
え
ん

し
ゅ
う
そ
う
お
お

落
葉
階
に
満
ち
て
紅
掃
わ
ず

ら
く
よ
う

か
い

み

こ
う

は
ら

梨
園
の
弟
子
白
髪
新
た
に

り

え

ん

て

い

し

は
く
は
つ

あ
ら

椒
房
の
阿
監
青
娥
老
い
た
り

し
ょ
う
ぼ
う

あ

か

ん

せ

い

が

お

未
央
＝
宮
殿
の
名

太
液
池
の
芙
蓉
（
蓮
の
花
）
↑

椒
房
＝
皇
后
の
居
室

を
見
て
楊
貴
妃
を
思
う
玄
宗
。

阿
監
＝
女
官
長

（
『
長
恨
歌
絵
巻
』)

青
娥
＝
美
し
い
容
貌

安
禄
山
の
乱
も
鎮
圧
さ
れ
、
玄
宗
は
長
安
の
都
へ
帰
る
。

池
も
庭
も
昔
と
変
わ
ら
な
が
、
楊
貴
妃
は
今
は
な
く
、

宮
廷
の
楽
人
や
美
し
い
女
官
長
も
年
老
い
て
し
ま
っ
た
。

－ ２３ －



－ ２４ －

歸 リ 來 タレ バ 池 苑 皆 依 ル

舊 ニ

太 液 ノ 芙 蓉 未 央 ノ 柳

芙 蓉 ハ 如 ク 面 ノ 柳 ハ 如

シ 眉 ノ

對 シテ 此 ニ 如 何 ゾ 不 ラン

涙 垂 レ

春 風 桃 李 花 開 クノ 夜

秋 雨 梧 桐 葉 落 ツルノ 時

西 宮 南 苑 多 ク 秋 草

落 葉 滿 チテ 階 ニ 紅 不 掃 ハ

梨 園 ノ 弟 子白 髮 新 タニ

椒 房 ノ 阿 監 青 娥 老 イタリ

わびしい宮廷の庭。
階段に散り敷いた紅葉の
落ち葉は掃除されること
もない。

(『長恨歌絵巻』）



(横－１） － ２５ －

漢点字講習用テキスト

初級編 第十一回

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 （６）

（「兄 」の上に八が付く「兌 」が部首として含まれる文字、続き)。

（５２） 税 ゼイ みつぎ

と‐る ぬ‐く

「禾 」の右側に「兌 」を置いた形の文字です。「禾偏」は、

作物の実りを表した部首です。ここでは、国家や支配者が、収穫物から

決まった分量を抜き取ることを表しています。〝みつぎ〟には、この税

の他に、「租・庸・調」のあったことが知られます。漢点字では、「

（禾偏）」と「 （兌 ）」で表されます。

「税金」「税額」「国税」「地方税」「直接税」「消費税」

※ 「見 」を部首として含む文字二つ。

（５３） 覚 カク さ‐める さ‐ます

おぼ‐える さと‐る

「学 」の冠と同じ「ツメ冠」の下に、「見 」を置いた形の文字

です。この冠は、手でやり取りしながら子どもにものを教えるという意

味があります。この文字は、目が覚める、ものを記憶する、ものごとを

感じ取る、聞き分けるという意味を表します。漢点字では、「 （ツメ

冠）」と「 （見 ）」で表されます。

「覚醒」「覚悟」「感覚」「知覚」「覚え書き」「覚束無い」

（５４） 視 シ み‐る

「示 偏」の右側に「見 」を置いた形の文字です。「示 」の祭

壇の意味は強くありませんが、じっとみる、真っ直ぐにみるという意味

があります。また、「… 視」として、ものの見方を表すときにも用いら

れます。漢点字では、「 （示 偏）」に「 （見 ）」で表されます。

「視覚」「視力」「視線」「視点」「視野」「白眼視」「客観視」



－ ２６ － (横－２）

※ 「介介」を部首として含む文字一つ。

（５５） 界 カイ さかい

「介 」の上に「田 」を置いた形の文字です。「介 」は、も

のの間に入って区切りを付けるという意味があります。この文字は、「田

」は田畑のことで、耕作地に境を付けて、区画を決める、決められた

区画を意味します。現在では大幅にその意味が広がりました。漢点字で

は、「 （田 ）」に「 （介 ）」で表されます。

「界隈」「世界」「学界」「法曹界」

※ 「学 、覚 」の冠「ツメ冠」を含む文字二つ。

（５６） 栄 エイ ヨウ は‐える

さか‐える さか‐ん

「学 、覚 」と同じ冠「ツメ冠」の下に「木 」が置かれる文

字です。この「ツメ冠」は、「学 」や「覚 」とは異なって、木一杯

に花が咲いている様子を表しています。はなやかでにぎやかな様、さか

えにぎわっているという意味があります。また、身体の栄養、漢方で言

うところのエネルギー、家の屋根の端、軒の意味もあります。漢点字で

は、「 （ツメ冠）」と「 （木）」で表されます。

「栄養」「栄冠」「繁栄」「春栄」「栄耀栄華」「栄枯盛衰」「栄花物語」

（５７） 労 ロウ つか‐らす つか‐れる

いたわ‐る ねぎら‐う

「ツメ冠」の下に「力 」を置いた形の文字です。この「ツメ冠」

は、火が盛んに燃えている様子を表しています。そこから、力を出し尽

くして働く、力を使い果たして疲れるという意味が生じました。またそ

れをいたわる、ねぎらうという意味も表します。漢点字では、「 （ツ

メ冠）」と「 （力）」で表されます。

「労働」「労苦」「労力」「労作」「苦労」「勤労」「疲労」「労せずして

…」「労を厭わず」



－ ２７ － (横－３）

※ 「加」とそれを含む文字。

（５８） 加 カ ケ くわ‐える

くわ‐わる くわ‐うるに

「力 」の右側に「口 」を置いた形の文字です。ものを〝くわえ

る〟、数を増す、影響を与えるの意味を表します。さらに、〝くわうる

に〟と、副詞的にも用います。漢点字では、「 （力）」と「 （口）」

で表されます。

「加減」「加盟」「加入」「加圧」「加害者」「参加」

（５９） 賀 ガ カ よろこ‐ぶ

「加 」の下に「貝 」を置いた形の文字です。「加 」は、肩

にものを担ぐことを、「貝 」は、高価な金品を表して、祝いの品を担い

で持って行くことを意味します。漢点字では、「 （加）」と「 （貝）」

で表されます。

「賀状」「賀詞交換」「年賀」「祝賀」「慶賀」「謹賀新年」

※ 「化」とそれを含む文字。

（６０） 化 カ ケ ゲ ば‐ける

ば‐かす か‐わる

この文字は、左右二つの部首からなっています。左側は「人 偏」、

右側は「比 」の右側、すなわち、カタカナの〝ヒ〟に似た形をしてい

ます。何れも人の姿を表していると言われます。左側は、立っている人

の、右側は、身体を曲げている人の姿と言われます。この文字は、この

ように人の姿形の変化を以て、ものごとの移り変わり、変容を表します。

漢点字では、「 （人偏）」と「 （比の右側）」で表されます。この

場合の人偏は、「 」ではなく、「 」です。このような符号を、「第

二人偏」と呼びます。

「化学」「化合」「化石」「化粧」「文化」「変化」「進化」「羽化」「七

変化」

（６１） 花 カ ケ ゲ はな

「草 」の下に「化 」を置いた形の文字です。「化 」は、

様々に姿を変えることを意味していますが、この文字は、植物が大きく

姿を変えたもの、様子が変わり易いもの、すなわち鮮やかな〝はな〟を



－ ２８ － (横－４）

表します。また波及して、華やかなもの、派手なものも指します。日本

では〝はな〟と言えば、〝サクラ〟を指しますが、中国では〝ボタン〟

であったり〝モモ〟であったりします。漢点字では、「 （草冠）」に

「 （化）」で表されます。

「花壇」「花瓶」「生花」「供花」「花火」「花束」「花道」「草花」

（６２） 貨 カ まいない‐する

「化 」の下に「貝 」を置いた形の文字です。元もとは、何に

も変えることのできるもの、すなわち〝おかね〟のことでした。現在で

はそれに加えて、商品や財産も表します。また、〝まいないする〟と読

んで、〝賄賂〟の意味にも用いられます。漢点字では、「 （貝）」と

「 （化）」で表されます。左右が逆になった文字です。

「貨幣」「貨物」「貨車」「通貨」「財貨」

※ 「言 」、「云 」を部首として含む文字。

・「言 」を含む文字。

（６３） 信 シン まこと のぶ

「人 」の右に「言 」を置いた形の文字です。一度口に出した

こと、決めたことを、曲げずに実行する、本当のこととするという意味

を表します。また、本当のことを伝える、ものごとを信じるという意味

もあります。漢点字では、「 （人偏）」と「 （言）」で表されます。

「信用」「信頼」「信仰」「信号」「通信」「音信」「風信」「交信」「電

信」

（６４） 恋 レン こい こ‐う

こい‐しい

この文字の旧字体の上部は、横に「糸 、言 、糸 」と並んでい

ます。糸がもつれるように、きっぱりとものごとを決めかねる、ものご

とが乱れる様子を表しています。この文字は、その下に「心 」を置い

た形で、心がもつれ乱れることを表しています。男女の心の引き合う力、

それによって引き起こされる様々な人間模様を含んだ文字です。漢点字

では、「 （言）」と「 （心）」で表されます。二つの「糸 」が省

略されています。

「恋愛」「恋情」「恋慕」「失恋」「恋心」「忍ぶ恋」



ご
報
告
と
ご
案
内

一

木
下
田
鶴
子
様
、
ご
逝
去

本
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
代
表
の
木
下
和
久
さ
ん
の
奥
様
・
田
鶴

子
様
が
、
去
る
九
月
七
日
（
土
）
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し

た
。
通
夜
を
九
日
、
葬
儀
並
び
に
告
別
式
を
十
日
に
、
横
浜
市

泉
区
の
エ
ヴ
ァ
ホ
ー
ル
戸
塚
に
て
営
ま
れ
ま
し
た
。

田
鶴
子
様
は
、
長
い
病
魔
と
の
闘
い
に
終
止
符
を
打
た
れ
ま

し
た
が
、
本
会
の
活
動
も
、
奥
様
の
お
支
え
が
あ
っ
て
の
こ
と

と
感
謝
せ
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

木
下
さ
ん
の
ご
意
思
で
、
広
く
お
知
ら
せ
致
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
本
誌
で
初
め
て
お
知
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
皆
様
に
は
、
深

く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

二

本
誌
の
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
化
に
つ
い
て

本
誌
「
う
か
」
は
、
墨
字
版
の
完
成
後
直
ち
に
、
音
訳
者
の

皆
様
の
お
力
で
、
テ
ー
プ
版
を
作
成
し
発
行
し
て
お
り
ま
す
。

昨
今
の
音
訳
の
媒
体
メ
デ
ィ
ア
が
、
ア
ナ
ロ
グ
の
カ
セ
ッ
ト

・
テ
ー
プ
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
の
Ｃ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
へ
と
移
り
変
わ
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
式
は
「
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
」
と
呼
ば
れ
ま

す
。
本
誌
も
こ
の
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
版
へ
の
移
行
を
検
討
し
て
お
り

ま
す
。
計
画
で
は
、
七
三
号
（
二
〇
〇
九
年
五
月
）
発
行
分
か

ら
の
移
行
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

テ
ー
プ
版
の
読
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ま
だ
Ｄ
Ａ

Ｉ
Ｓ
Ｙ
を
お
聴
き
に
な
れ
な
い
方
も
お
あ
り
か
と
存
じ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
皆
様
に
は
、
暫
時
カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
で
お
送
り

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

七
三
号
以
降
も
テ
ー
プ
版
を
ご
希
望
の
方
は
、
七
二
号
の
ご

返
送
ま
で
に
、
そ
の
旨
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

三

「
生
麦
事
件
」

去
る
八
月
末
に
、
吉
村
昭
著
「
生
麦
事
件

上
巻
」
（
新
潮

文
庫
）
を
完
成
し
ま
し
た
。
ご
希
望
の
方
に
は
既
に
お
送
り
致

し
ま
し
た
が
、
常
時
ご
要
望
を
承
っ
て
お
り
ま
す
。
Ｅ
Ｉ
Ｂ

版
、
あ
る
い
は
従
来
の
漢
点
字
書
の
形
で
ご
提
供
で
き
ま
す
。

一
〇
月
末
に
は
、
下
巻
の
完
成
も
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
ご

要
望
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

四

字
式
の
ご
紹
介

『
常
用
字
解
』
（
白
川
静
編
、
平
凡
社
）
の
漢
点
字
版
の
完

成
を
目
前
に
し
て
お
り
ま
す
。

漢
字
の
三
要
素
を
「
形
・
音
・
義
」
と
言
い
ま
す
が
、
漢
字

－ ２９ －



で
は
、
文
字
の
形
が
そ
の
意
味
や
読
み
に
直
結
し
ま
す
。
漢
点

字
の
創
案
者
で
あ
る
故
・
川
上
泰
一
先
生
は
、
そ
の
形
の
説
明

に
苦
慮
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
字
式
」
と
い
う
方
法
を
ご
提

案
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
本
会
で
は
『
常
用
字
解
』
の
漢
点
字
訳

に
際
し
て
、
こ
の
「
字
式
」
を
採
用
し
て
、
視
覚
障
害
者
に
漢

字
の
形
と
配
置
を
理
解
し
易
い
よ
う
、
工
夫
し
ま
し
た
。
川
上

先
生
の
ご
提
案
で
は
漢
字
の
構
成
要
素
の
配
置
を
、
左
右
の
関

係
を
「
＋
」
で
、
上
下
の
関
係
を
「
／
」
で
表
さ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
と
考
え
て
、
本
会
で
は
構
え
と
垂

林 ＝ 木＋木 周 ＝ 冂＞吉

森 ＝ 木／林 麻 ＝ 广＞林

休 ＝ 人偏＋木 摩 ＝ 麻＞手

保 ＝ 人偏＋呆 磨 ＝ 麻＞石

呆 ＝ 口・木 魔 ＝ 麻＞鬼

国 ＝ 囗＞玉 付 ＝ 人偏＋寸

聞 ＝ 門＞耳 府 ＝ 广＞付

街 ＝ 行＞圭 腐 ＝ 府＞肉

字 式 の 例

れ
の
中
に
入
る
形
を
「
＞
」
で
、
縦
の
関
係
で
、
互
い
に
く
っ

つ
く
も
の
を
「
・
」
で
表
す
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

（
以
上
は
、
飽
く
ま
で
漢
字
の
形
を
表
そ
う
と
い
う
試
み

で
、
字
源
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
）

五

ニ
ー
ズ
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

・
本
会
で
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
漢
点

字
訳
書
を
製
作
し
て
お
り
ま
す
。
プ
リ
ン
タ
ー
で
打
ち
出
し
た

も
の
ば
か
り
で
な
く
、
Ｅ
Ｉ
Ｂ
フ
ァ
イ
ル
で
も
ご
提
供
し
て
お

り
ま
す
。

内
容
は
問
い
ま
せ
ん
。
ご
希
望
の
方
は
、
ご
遠
慮
な
く
ご
相

談
下
さ
い
。

・
こ
れ
ま
で
製
作
し
て
来
た
漢
点
字
書
（
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・

サ
ー
ビ
ス
の
一
部
を
含
む
）
の
ご
提
供
も
可
能
で
す
。
随
時
本

誌
に
ご
報
告
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
な

ど
で
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

ま
た
近
く
、
製
作
書
の
リ

ス
ト
を
作
成
す
る
予
定
で

す
。ご

利
用
下
さ
い
。

－ ３０ －



Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： okada_tr_eib@ybb.ne.jp
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▼
先
日
の
亡
妻
の
葬
儀
に
は
遠
方

か
ら
も
岡
田
代
表
を
は
じ
め
沢
山

の
方
に
ご
会
葬
い
た
だ
き
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
岡
田
さ
ん
の
心
の
こ
も

っ
た
追
悼
文
に
も
感
謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。
今
ま
さ
に

高
齢
社
会
の
ま
っ
た
だ
中
で
、
老
々
介
護
の
問
題
を
こ
の

身
を
以
て
体
験
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
介
護
保
険
や
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
の
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
点

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
い
う
形
に
せ
よ
高
齢
者

の
介
護
や
医
療
に
は
大
き
な
費
用
が
か
か
る
の
で
す
。
高

齢
者
自
身
が
あ
る
程
度
の
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
や

む
を
得
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
少
な
く
と
も
、
私
の
場
合

は
介
護
保
険
と
、
そ
れ
に
伴
う
公
的
な
介
護
制
度
の
恩
恵

を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
▼
身
の
回
り
に
も
、

が
ん
な
ど
で
急
に
健
康
を
害
す
る
例
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら

れ
ま
す
。
せ
い
ぜ
い
自
分
自
身
の
健
康
に
は
注
意
し
て
活

動
を
続
け
て
い
き
た
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

(

木
下

和
久)

訂
正
と
お
詫
び

前
号
（
「
う
か
」
第

号
）

ペ

69

15

ー
ジ
の
表
題
の
番
号
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

｢

見
果
て
ぬ
夢
を(

十
一)

｣

と
あ
り
ま
し
た
が
、
正
し
く

は(

十
二)

で
し
た
。
訂
正
し
て
お
詫
び
し
ま
す
。

編

集

後

記

（有）横浜トランスファ福祉サービス
障害者自立支援法の下、障害者にガイドヘルパーを派遣して、外出を

支援しています。対象は、横浜市在住･在宅の、視覚・肢体・知的重度

障害者。

常時募集・ガイドヘルパー： 資格・ホームヘルパー２級以上、およ

び視覚・肢体障害者移動介護研修修了。

業務概要： 上記障害者の外出支援。詳細は担当・柳田まで。

〒231-0063横浜市中区花咲町1-46-1

GSプラザ桜木町1104

電話: 045-263-0306

FAX: 045-263-0316
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