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漢
点
字
の
散
歩
（
十
三
）

岡
田

健
嗣

五

点

字

②

ド
イ
ツ
語
点
字(

一)

序

前
回
ま
で
三
回
に
渡
っ
て
、
英
語
点
字
に
つ
い
て
考
え
て
来

た
。
私
は
そ
こ
で
、
「
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
と
い
う
用
語

を
用
い
て
み
た
が
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
必
要
で
は
と

考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
仮
と
い
う
の
も
、
英
語
点
字
の

解
説
書
に
は
、
そ
の
よ
う
な
語
彙
は
、
全
く
登
場
し
な
い
。
一

つ
の
法
則
性
に
基
づ
い
た
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け

で
、
取
り
立
て
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
は
こ
う
使
用
す

る
、
そ
れ
以
外
の
点
字
符
号
は
こ
う
使
用
す
る
と
い
う
整
理
で

は
な
か
っ
た
。
点
字
符
号
を
大
づ
か
み
に
捉
え
て
、
そ
の
中
に

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
そ
の
他
の
点
字
符
号
も
一
緒
に
整
理
さ
れ

本
稿
で
は
、
〈
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
。

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
整
理
に
以
前
か
ら
気
づ
い
て

い
た
だ
け
で
あ
る
。

今
回
は
ド
イ
ツ
語
の
点
字
を
ご
紹
介
す
る
の
だ
が
、
こ
の

「
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
と
い
う
概
念
は
、
ド
イ
ツ
語
点
字

で
は
極
め
て
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ

し
英
語
点
字
と
同
様
に
、
こ
の
よ
う
な
用
語
や
概
念
を
、
取
り

立
て
て
押
し
出
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
当
然
そ
う

な
る
」
と
い
う
取
り
扱
い
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
言
う
「
拡

張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
は
、
あ
く
ま
で
本
稿
に
限
っ
て
使
用
す

る
用
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
概
念
に
普
遍
性
を
持
た
せ
よ
う
と
は

思
わ
な
い
。

日
本
列
島
に
生
ま
れ
住
ん
で
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
は
、
欧
米
の
言
語
を
表
記
す
る
文
字
で
あ
っ

て
、
そ
の
数
が
二
六
個
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
超
え
る
の
は
な

か
な
か
難
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
ロ
シ
ア
文
字
三
三
個
、
ギ
リ

シ
ア
文
字
二
四
個
、
そ
し
て
一
般
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
二
六
個

と
い
う
の
が
、
規
定
の
数
値
と
捉
え
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
提
示
し
た
「
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
と

い
う
側
面
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
私
た
ち
が
見
て
い

る
見
方
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
語
は

そ
の
表
記
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
使
用
し
て
い
る
。
が
三
つ

の
母
音"

a
･
o
･
u
"

に
は
変
音
符
号
（
ウ
ム
ラ
ウ
ト
）
が
付
い

て
、“

a
･
o
･
u
”

と
は
別
の
音
を
指
示
す
る
文
字
に
な
る
し
、

“
s
z
”

は
一
つ
の
文
字
に
な
っ
て
一
つ
の
子
音
を
指
示
す
る
。

－ １ －



ルイ・ブライユの点字表

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 ge es em β st

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
４： ＋

au eu ei ch sch ein er ue oe Ww

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
５： Lower4

， ； ： un or an eh te in ar

51 52 53 54 55 56
６：

aeu ie ich ae des im

57 58 59 60 61 62 63
７：

ig lich ck ach

同
様
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
、
母
音
を
表
す

文
字
に
幾
種
か
の
ア
ク
セ
ン
ト
符
号
が
付

い
て
、
別
の
音
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
。

英
語
を
見
る
と
、
ア
ク
セ
ン
ト
符
号
や

変
音
符
号
は
な
い
が
、
発
音
に
は
そ
の
分

注
意
が
必
要
に
な
る
。“

m
e
e
t
”

と“
m
e
a

t
”

は
、
綴
り
が
違
っ
て
い
な
が
ら
発
音
は

同
じ
で
あ
る
。“

m
e
a
t
”

、“
g
r
e
a
t
”

、

“
r
e
a
l
”

に
あ
る
母
音
の
綴
り“

e
a
”

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
発
音
が
異
な
っ
て
い

る
。
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
で
は
、
母

音
の
発
音
を
よ
り
正
確
に
表
記
し
よ
う
と

し
た
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
英
語
で
は
む
し
ろ
綴
り
と
発
音
の

整
合
性
よ
り
も
綴
り
の
伝
統
に
比
重
が
か

か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
と
は
そ
の
意
味
で
、
私
た
ち
が
受

け
止
め
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
二
六
個
と
い

う
数
は
、
け
し
て
強
い
枠
組
み
で
は
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。

＊

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
点
字
表

記
を
ご
紹
介
す
る
の
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
の

表
記
に
つ
い
て
、
二
つ
の
約
束
事
を
決
め

て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、“

a
･
o
･
u
”

の
ウ

－ ２ －



ム
ラ
ウ
ト
で
あ
る
。
通
常
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
はe

を
後
置
し

て
表
す
の
で
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
倣
う
。
従
っ
て“

a
e
･
a
e
u
･
o

e
･
u
e
”

と
い
う
表
記
に
な
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
語
で
は“

s
z
”

を

一
文
字
で
表
す
が
、
通
常
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
は“

B
”

を
代

用
し
て
当
て
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
本
来
の“

B
”

と
の
混
同

を
避
け
る
た
め
に
、“

β
”

を
使
用
す
る
。

①

ド
イ
ツ
語
点
字
と
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

私
が
「
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
と
い
う
考
え
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、｢

ド
イ
ツ
語
点
字｣

に
触
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
に
は
、
先
ず
母
音
の
変
音“

u
m
l
a
u
t
”

（
ウ
ム
ラ

ウ
ト
）
と
、
重
子
音
で
あ
る“

s
z
”

が
あ
る
。
ウ
ム
ラ
ウ
ト
は

通
常“

a
･
o
･
u
”

の
上
に
符
号
を
付
け
て
表
さ
れ
る
が
、
点
字

で
は
そ
れ
を
一
マ
ス
の
点
字
符
号
で
表
す
。

a
e

＝

o
e

＝

u
e

＝

“
s
z
”

は
、
通
常
一
文
字“
β
”

で
表
さ
れ
る
が
、
点
字
で

も
一
マ
ス
の
点
字
符
号
が
当
て
ら
れ
る
。

β

＝
こ
れ
だ
け
揃
え
ば
ド
イ
ツ
語
は
、
点
字
で
表
記
で
き
る
と
思

え
る
。
確
か
に
英
語
点
字
の“

f
u
l
l
s
p
e
l
l
i
n
g
”

の
表
記
法

は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
そ
の
ま
ま
点
字
符
号
に
置
き
換
え
て

表
さ
れ
る
の
で
、
先
ず
は
こ
れ
で
よ
い
と
考
え
る
の
が
普
通
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
語
点
字
の“

V
o
l
l
s
c
h
r
i
f
t
”

（
総
綴
り
字
法
）
で
は
、
こ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
加
え
て
、

三
つ
の
重
子
音
と
五
つ
の
重
母
音
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
マ
ス
の
点

字
符
号
で
表
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
音
素
を
表
す
符
号
で
あ
る

の
で
、
点
字
の
表
記
の
中
で
は
、
通
常
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と

同
格
に
扱
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
う
ち
の
重
母
音
は
、
一
音
節
に

数
え
ら
れ
る
。

c
h

＝

s
c
h

＝

s
t

＝

a
u

＝

a
e
u

＝

e
i

＝

e
u

＝

i
e

＝

n
s

（e
i
n
s

）

z
w

（z
w
e
i

）

d
r

（d
r
e
i

）

v
r

（v
i
e
r

）

f
n
f

（f
u
e
n
f

）

s
e
s

（s
e
c
h
s

）

s
b
e
n

（s
i
e
b
e
n

）

a
t

（a
c
h
t

）

n
n

（n
e
u
n

）

z
e
h
n

D
t

（D
e
u
t
s
c
h

）

e
r
r

（O
e
s
t
e
r
r
e
i
c
h

）

B
m

（B
a
u
m

）

B
m
e

（B
a
e
u
m
e

）

F
r

（F
r
a
u

）

F
r
l
n

（F
r
e
u
l
e
i
n

）

H
s

（H
a
u
s

）

M
e
r

（M
e
i
s
t
e
r

）

r
b
e
n

（s
c
h
r
e
i
b
e
n

）

u
l
e

（S
c
h
u
l
e

）

R
h

n

（R
h
e
i
n

）

W
n

（W
i
e
n

）

ド
イ
ツ
語
点
字
の
総
綴
り
法
で
単
語
を
記
す
と
、
以
上
の
よ

う
に
な
る
。

②

ド
イ
ツ
語
点
字
と
ド
イ
ツ
語

私
た
ち
が
親
し
ん
で
い
る
外
国
語
と
言
え
ば
、
英
語
で
あ

る
。
中
学
以
来
ず
っ
と
英
語
を
教
科
と
し
て
学
ん
で
き
た
。
受

－ ３ －



験
科
目
と
し
て
は
最
も
中
心
的
な
科
目
で
あ
っ
た
。
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
で
も
、
音
楽
は
ポ
ッ
プ
ス
、
映
画
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
、
至

る
所
に
英
語
は
溢
れ
て
い
た
。
だ
が
本
当
に
親
し
み
を
感
じ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
？
極
め
て
心
許
な
い
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
で
き

ず
、
ト
ー
キ
ン
グ
も
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
も
で
き
な
い
。
さ
ら
に
リ

ー
デ
ィ
ン
グ
も
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
も
で
き
な
い
。
全
て
に
渡
っ
て

中
途
半
端
で
未
熟
な
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
ど
う
し
て
も
も
う
一
つ
外
国
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
腹
を
括
る
こ
と
に
し
た
。
誠
に
簡

単
に
腹
を
括
っ
た
。
現
在
の
英
語
力
（
こ
れ
以
上
伸
ば
そ
う
と

は
思
っ
て
い
な
い
）
と
同
程
度
の
力
を
つ
け
れ
ば
い
い
か
、
と

決
め
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
に
触
れ
て
見
て
最
初
に
感
じ
た
の
は
、
意
外
に
も

日
本
語
に
近
い
の
で
は
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
は
ず
は

な
い
。
欧
州
諸
語
の
中
で
も
最
も
古
い
ゲ
ル
マ
ン
語
の
構
造
を

保
持
し
て
い
る
言
語
と
言
わ
れ
る
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
。
日
本
語

と
は
対
極
的
な
位
置
に
あ
る
言
語
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
語

を
、
ど
う
し
て
近
し
く
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

今
思
え
ば
二
つ
の
理
由
に
思
い
当
た
る
。
一
つ
は
、
如
何
に

も
英
語
に
苦
し
ま
さ
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
英
語
は
く
び

き
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
英
語
で
は
な
い
、
別
の
外
国
語

に
触
れ
る
こ
と
で
、
私
の
中
の
英
語
の
占
め
る
場
所
が
、
だ
ん

だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
行
く
感
触
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

実
に
心
地
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
ド
イ
ツ
語
は
や
は
り
、
英

語
よ
り
日
本
語
に
近
く
思
え
て
な
ら
な
い
。
理
由
を
考
え
て
見

る
。
そ
の
一
つ
は
「
格
」
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
の
構
造
に
「
格
」
の
占
め
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
大

き
い
。
定
冠
詞
の
格
変
化
の
暗
誦
が
、
ド
イ
ツ
語
の
勉
強
の
始

ま
り
だ
。
文
章
の
構
造
は
、
格
に
よ
る
序
列
に
よ
っ
て
、
そ
の

構
成
要
素
で
あ
る
語
と
語
の
関
係
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
定
冠

詞
の
格
変
化
を
暗
誦
す
る
こ
と
で
、
語
と
語
の
序
列
・
関
係
が

把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。

勿
論
日
本
語
に
は
、
格
変
化
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
。
し

か
し
格
を
表
す
品
詞
は
あ
る
。
そ
れ
は
「
助
詞
」
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
語
の
文
を
日
本
語
に
置
き
換
え
る
と
き
、
「
助
詞
」
、
つ

ま
り
「
て
に
を
は
」
を
う
ま
く
格
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
案

外
に
う
ま
く
行
く
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
英
語
で
は
味
わ
え

な
い
感
触
で
あ
る
。

も
う
一
つ
が
、
造
語
力
で
あ
る
。

日
本
語
の
造
語
は
、
そ
の
多
く
が
漢
語
の
熟
語
で
あ
る
。
幕

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
多
く
の
文
物
が
西
洋
か
ら
渡
来
し

た
。
今
ま
で
に
は
見
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
聞
い
た
こ
と
も
な

い
、
有
形
・
無
形
の
事
物
が
や
っ
て
来
た
。
こ
れ
ら
を
日
本
語

に
す
る
の
が
、
当
時
の
知
識
人
の
大
き
な
仕
事
で
あ
っ
た
。

「
自
然
」
、
こ
れ
を
〝
シ
ゼ
ン
〟
と
読
め
ば“

n
a
t
u
r
e
”

、

「
人
間
」
を
〝
ニ
ン
ゲ
ン
〟
と
読
め
ば"

h
u
m
a
n
”

の
訳
語
と
な

っ
た
。
ま
た
新
た
に
作
ら
れ
た
漢
語
の
熟
語
も
あ
っ
た
。
「
社

会
、
世
界
、
市
民
、
国
民
」
な
ど
は
、
現
在
普
通
の
言
葉
と
し

て
通
用
し
て
い
る
。

－ ４ －



も
う
一
つ
漢
語
の
造
語
力
が
あ
る
。
役
所
や
大
企
業
に
行
く

と
、
沢
山
の
漢
字
が
並
ん
だ
プ
レ
ー
ト
に
出
く
わ
す
。
役
所
の

発
行
す
る
印
刷
物
に
も
、
や
た
ら
と
漢
字
が
列
を
作
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
漢
字
の
並
び
は
、
漢
字
表
記
の
負
の
部
分
と

し
て
、
か
つ
て
「
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
表
記
に
改
め
よ
う
」

と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
実
行
す
る
と
、
あ
に
、
外
国

語
（
主
に
英
語
）
の
発
音
を
カ
タ
カ
ナ
で
表
し
た
も
の
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

だ
が
こ
の
漢
字
の
造
語
力
を
積
極
的
に
評
価
す
れ
ば
、
無
限

の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
も
言
え
る
。
実
際
に
「
微
苦
笑
」

や
「
異
文
化
」
と
い
う
熟
語
は
、
少
し
前
の
辞
書
に
は
な
い
語

で
あ
る
。
専
門
分
野
、
た
と
え
ば
医
学
の
用
語
で
は
、
こ
の
能

力
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
一
つ
一
つ
を
単
語
と
捉

え
て
、
そ
の
持
つ
意
味
と
表
さ
れ
る
概
念
を
組
み
合
わ
せ
て
新

た
な
用
語
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
や
や
難
解
で
は
あ
っ

て
も
、
よ
り
的
確
な
理
解
を
得
ら
れ
る
用
語
と
な
る
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
用
語
は
、
漢
字
を
単
語
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
可
能
に
な
る
の
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
に
も
類
似
、
あ
る
い
は
同

様
の
造
語
法
が
あ
る
。
英
語
の
名
詞
句
や
形
容
詞
句
を
作
る
の

と
同
じ
方
法
で
は
あ
る
が
、
前
置
詞
は
関
与
せ
ず
、
分
か
ち
書

き
も
せ
ず
に
、
単
語
が
一
連
の
列
を
作
っ
て
、
一
つ
の
熟
語
を

構
成
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は“

B
-

u
n
d
e
s
r
e
p
u
b
l
i
k
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
”

で
あ
り
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク

の
訓
盲
学
院
は“

B
l
i
n
d
e
n
s
t
u
d
i
e
n
a
n
s
t
a
l
t
”

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
格
変
化
」
と
「
造
語
力
」
と
い
う
ド
イ
ツ
語

の
特
徴
を
如
何
に
点
字
で
表
す
か
と
い
う
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
語

点
字
の
眼
目
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

ド
イ
ツ
語
の
格
変
化
は
、
極
め
て
単
純
で
規
則
的
で
あ
る
。

単
語
の
語
尾
の
変
化
と
し
て
は
、“

e
･
e
m
･
e
n
･
e
r
･
e
s
”

の
五

つ
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の“

e
r
･
e
s
”

の
二
つ
は
、
語

尾
の
変
化
で
あ
る
と
と
も
に
、
重
要
な
単
語
で
も
あ
る
。

"
V
o
l
l
s
c
h
r
i
f
t
”

（
総
綴
り
字
法
）
で
は
こ
の
語
尾
変
化
は

全
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
さ
れ
る
が“

K
u
r
z
s
c
h
r
i
f
t
”

（
略
字
法
）
で
は
、
一
マ
ス
の
音
節
略
字
が
用
い
ら
れ
る
。

単
語
の
簡
略
体
は
、
英
語
点
字
と
同
様
に
、
滑
ら
か
な
触
読

に
は
欠
か
せ
な
い
体
系
で
あ
る
。
英
語
で
は
二
つ
以
上
の
単
語

が
任
意
に
融
合
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
ド
イ
ツ
語
で

は
頻
繁
に
行
わ
れ
る
。
簡
略
体
を
用
意
す
る
に
も
、
そ
の
よ
う

な
造
語
に
耐
え
う
る
体
系
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
例
示
し
て

お
く
。

B
u
n
d
e
s
r
e
p
u
b
l
i
k
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

→B
d
r
k
D
l
d

B
l
i
n
d
e
n
s
t
u
d
i
e
n
a
n
s
t
a
l
t

→B
l
c
u
d
i
c

t

B
l
i
n
d
e
n
v
o
l
l
s
c
h
r
i
f
t

→B
l
c
q
t

B
l
i
n
d
e
n
k
u
r
z
s
c
h
r
i
f
t

→B
l
c
k
z
t

（"
L
e
i
t
f
a
d
e
n
d
e
r
B
l
i
n
d
e
n
v
o
l
l
s
c
h
r
i
f
t
"
u
n
d
"
K
u
r
z
s
-

h
r
i
f
t
"

1
9
7
3
B
l
i
n
d
e
n
s
t
u
d
i
e
n
a
n
s
t
a
l
t

M
a
r
b
u
r
g
L
a
-

h
n

）
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
七
〇
）

新
常
用
漢
字
表
（
二
）

山
内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

元
々
、
新
聞
の
文
字
使
用
に
関
し
て
は
日
本
新
聞
協
会
（
新

聞
社
だ
け
で
は
な
く
全
国
の
通
信
、
放
送
各
社
が
一
九
四
六
年

七
月
に
創
立
し
た
社
団
法
人
）
の
中
に
新
聞
用
語
懇
談
会
が
設

置
さ
れ
て
お
り
、
常
用
漢
字
表
が
出
来
た
昭
和
五
六
年
に
常
用

漢
字
以
外
の
文
字
で
常
用
漢
字
並
み
に
使
え
る
表
外
字
六
字

（
亀
・
舷
・
痕
・
挫
・
哨
・
狙
）
、
二
〇
〇
一
年
に
は
三
九
字

（
例
え
ば
磯
・
鶴
・
柿
・
腎
な
ど
）
を
追
加
し
て
い
る
。
さ
ら

に
日
本
新
聞
協
会
に
加
盟
し
て
い
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
は
放
送
用
語
委

員
会
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
新
聞
協
会
が
定
め
た
六
字
＋
三
九

字
の
他
に
「
鵜
・
梨
・
拉
」
の
三
字
を
表
外
字
と
定
め
て
使
用

し
て
い
る
。
今
回
の
新
常
用
漢
字
表
の
提
案
に
つ
い
て
、
日
本

新
聞
協
会
は
二
〇
〇
九
年
三
月
二
四
日
に
「
「
『
新
常
用
漢
字

表
（
仮
称
）
』
に
関
す
る
試
案
」
へ
の
意
見
」
を
提
出
し
て
い

る
。
そ
の
中
で
字
種
に
関
し
て
は
以
下
の
六
点
を
具
体
的
に
提

案
し
て
い
る
。

「
今
回
の
追
加
候
補
字
種
一
九
一
字
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
必

要
で
な
い
と
思
わ
れ
る
字
種
が
入
っ
て
い
る
一
方
、
日
常
よ
く

使
わ
れ
て
い
る
字
種
で
入
っ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
次
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
追
加
し
た
い
字
種
と
、
追
加
か
ら

外
し
た
い
字
種
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

Ａ

さ
ら
に
追
加
し
た
い
字
種

①

社
会
生
活
上
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
仮
名
書
き
よ
り
漢

字
書
き
の
方
が
分
か
り
や
す
い
字
は
追
加
す
る
。
→
現
在
『
新

聞
用
語
集
』
で
使
用
し
、
読
者
・
視
聴
者
の
理
解
を
得
て
い
る

「
磯

釜

獅

柿
」
の
４
字
や
、
数
社
で
使
用
し
て
い
る
「
絆

炒
」
な
ど
。

②

よ
く
使
わ
れ
る
漢
字
熟
語
を
構
成
す
る
字
で
、
そ
れ
ほ
ど

難
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
交
ぜ
書
き
を
避
け
る
た
め

追
加
す
る
。
→
「
禄
（
貫
禄
。
代
用
字
「
貫
録
」
と
比
べ
て
本

来
の
字
は
難
し
く
な
い
）
肛
（
肛
門
）
疹
（
発
疹
）
蘇
（
蘇

生
）
挽
（
挽
回
）
胚
（
胚
芽
。
単
独
で
も
使
う
）
」
な
ど
。

Ｂ

追
加
か
ら
外
し
た
い
字
種

③

漢
字
書
き
が
や
や
難
し
く
、
仮
名
書
き
で
も
読
み
に
く
く

な
い
和
語
（
ま
た
は
和
語
化
し
た
語
）
に
当
て
る
漢
字
は
採
用

し
な
く
て
も
よ
い
。

→
「
顎

膝

肘

頬
（
体
の
部
位
名
は
よ
く
使
わ
れ
る
か
ら
難

し
い
も
の
は
仮
名
書
き
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
字
は

音
読
み
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
熟
語
に
使
用
で
き
な
い
）

宛

挨

拶
」
な
ど
。

④

漢
字
熟
語
を
構
成
す
る
字
で
あ
っ
て
も
、
書
き
換
え
が
定

着
し
、
追
加
さ
れ
た
た
め
に
使
い
分
け
に
迷
う
お
そ
れ
の
あ
る

も
の
は
採
用
し
な
く
て
も
よ
い
。
→
「
潰
（
「
壊
滅
、
決
壊
」

な
ど
が
定
着
）
苛
（
「
過
酷
」
が
定
着
）
」
な
ど
。

－ ６ －



⑤

使
用
頻
度
が
少
な
く
、
読
み
方
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
字

は
採
用
し
な
く
て
も
よ
い
。
→｢

詮

憚

聘｣

な
ど
。(

こ
れ
ら

の
文
字
を
使
用
す
る
場
合
に
は
読
み
仮
名
を
付
け
る
の
が
適
切)

⑥

現
行
常
用
漢
字
で
現
在
『
新
聞
用
語
集
』
で
使
用
し
な
い

こ
と
を
決
め
て
い
る
一
一
字
の
う
ち
、
「
箇
」
な
ど
は
教
科
書

等
の
表
記
に
合
わ
せ
る
た
め
使
用
す
る
こ
と
を
検
討
中
で
あ
る

が
、
次
の
四
字
は
引
き
続
き
使
用
し
な
い
と
い
う
立
場
で
あ

る
。
→
「
且

又

但

虞
」
い
ず
れ
も
仮
名
書
き
が
一
般
的
で

あ
る
。
「
公
用
文
作
成
の
要
領
」
で
も
副
詞
・
接
続
詞
な
ど
の

う
ち
、
次
の
よ
う
な
も
の
は
仮
名
書
き
に
す
る
と
規
定
し
、
例

と
し
て
「
且
つ
→
か
つ
、
又
→
ま
た
、
但
し
→
た
だ
し
」
を
挙

げ
て
い
る
。
ま
た
「
虞
（
お
そ
れ
）
」
は
難
読
で
、
仮
名
書
き

の
方
が
分
か
り
や
す
い
し
、
漢
字
書
き
の
場
合
、
辞
書
で
も

「
恐
れ
」
の
表
記
を
採
用
し
て
い
る
。
」

以
上
が
日
本
新
聞
協
会
の
字
種
に
対
す
る
意
見
だ
が
、
同
会

は
合
わ
せ
て
先
の
字
体
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ

て
い
る
。

「
新
常
用
漢
字
表
に
お
い
て
は
、
一
点
し
ん
に
ゅ
う
で
統
一

さ
れ
て
い
る
現
行
常
用
漢
字
の
中
に
「
遜
、
遡
」
な
ど
二
点
し

ん
に
ゅ
う
の
文
字
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
食
偏
の

「
餌
、
餅
」
な
ど
も
同
様
で
す
。
漢
字
を
教
え
る
場
合
、
「
こ

れ
は
二
点
し
ん
に
ゅ
う
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
書
く
と

き
は
一
点
し
ん
に
ゅ
う
で
よ
い
」
と
い
う
の
は
分
か
り
に
く

く
、
「
そ
れ
な
ら
な
ぜ
こ
の
字
は
一
点
し
ん
に
ゅ
う
に
し
な
い

の
か
」
と
い
う
疑
問
が
出
る
の
は
当
然
で
す
。
書
く
こ
と
が
困

難
な
漢
字
で
も
、
情
報
機
器
に
よ
っ
て
打
ち
出
せ
る
と
い
わ
れ

る
も
の
の
、
画
面
が
小
さ
い
と
画
数
の
多
い
字
は
読
み
に
く
く

な
り
ま
す
。
多
く
の
携
帯
端
末
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
、
常
用
漢
字

体
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ
た
簡
易
慣
用
字
体
、
一
点
し
ん
に
ゅ
う

な
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
読
み
や
す
さ
に
留
意
し
て
い
る

か
ら
で
す
。
携
帯
電
話
な
ど
は
、
今
回
追
加
候
補
と
さ
れ
た
字

種
に
つ
い
て
、
常
用
漢
字
体
は
打
ち
出
せ
ま
す
が
、
本
表
に
掲

げ
ら
れ
た
印
刷
標
準
字
体
は
出
せ
な
い
機
種
が
多
い
の
が
実
情

で
す
。

「
曽
、
麺
、
痩
」
は
簡
易
慣
用
字
体
を
本
表
に
掲
げ
、

「
僧
」
「
麦
」
「
捜
」
な
ど
と
の
整
合
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
一

歩
進
め
て
三
部
首
許
容
を
適
用
し
た
常
用
漢
字
体
を
本
表
に
掲

げ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
（
中
略
）
「
本
表
で
は
常
用
漢
字

表
内
の
整
合
性
を
保
つ
た
め
、
追
加
字
種
に
つ
い
て
も
簡
易
慣

用
字
体
、
部
首
許
容
の
字
体
を
掲
げ
た
が
、
こ
れ
は
印
刷
標
準

字
体
に
従
っ
て
改
定
さ
れ
た
Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
Ｘ
〇
二
一
三
）
の
字
体

の
変
更
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
印
刷
標
準
字
体
と
し
て
の

字
体
の
基
準
は
変
わ
ら
な
い
」
と
付
記
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
（
以
下
略
）
」

以
上
の
日
本
新
聞
協
会
の
見
解
が
ほ
ぼ
現
在
の
中
庸
な
意
見

と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

こ
の
字
体
の
問
題
に
関
し
て
は
白
川
静
が
『
常
用
字
解
』
の

巻
頭
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
当
用
漢
字
表
」
の
告
示
の
時
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か
ら
引
き
続
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
白
川
は
そ
の
中
で

「
器
・
臭
・
類
・
戻
」
の
「
犬
」
の
字
を
要
素
と
す
る
漢
字
が

「
大
」
の
字
に
変
改
さ
れ
た
た
め
に
漢
字
の
構
成
的
な
意
味
が

失
わ
れ
、
「
害
・
告
・
舎
」
に
つ
い
て
も
「
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
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
で
嗅
覚
の
「
嗅
」
は
表

外
字
で
あ
り
Ｊ
Ｉ
Ｓ
で
も
「
犬
」
が
使
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
現

行
の
漢
字
使
用
に
は
未
だ
に
多
く
の
矛
盾
点
が
存
在
す
る
。
こ

う
し
た
問
題
に
関
し
て
今
回
の
改
訂
で
す
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と

は
出
来
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

二
〇
〇
九
年
四
月
一
六
日
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
締
め

切
ら
れ
た
。
朝
日
新
聞
（
二
〇
〇
九
年
五
月
一
八
日
朝
刊
）
に

よ
れ
ば
、
「
新
常
用
漢
字
表
（
仮
称
）
」
に
関
す
る
試
案
に
寄

せ
ら
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
約
二
二
〇
件
だ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
中
で
追
加
字
種
候
補
に
関
し
て
は
、
東
京
都
三
鷹
市

が
長
崎
県
松
浦
市
（
旧
鷹
島
町
な
ど
）
や
北
海
道
鷹
栖
町
な
ど

と
連
携
し
て
「
鷹
」
を
要
望
し
た
例
か
ら
、
「
私
の
名
前
の
漢

字
を
入
れ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
私
的
な
も
の
ま
で
、
さ
ら
に
三

〇
二
字
の
希
望
が
あ
っ
た
と
い
う
。
朝
日
新
聞
の
記
事
「
審
議

の
拙
速

危
ぶ
む
声

新
常
用
漢
字
表
」
の
中
で
「
日
本
新
聞

協
会
用
語
専
門
委
員
の
金
武
伸
弥
さ
ん
が
『
審
議
を
拙
速
と
す

る
意
見
は
傾
聴
に
値
す
る
。
来
年
二
月
に
何
が
何
で
も
答
申
す

る
こ
と
よ
り
も
、
追
加
字
種
の
字
体
問
題
な
ど
で
十
分
な
審
議

を
尽
く
し
た
い
』
と
発
言
し
た
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
全

く
同
感
で
あ
る
。

一

言

岡

田

健

嗣

上
方
落
語
の
笑
福
亭
伯
鶴
さ
ん
が
電
車
の
事
故
に
遭
っ
て
か

ら
、
半
年
を
過
ご
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
知
名
度
の
高
い
視
覚

障
害
者
が
、
交
通
事
故
な
ど
の
災
厄
に
遭
遇
し
て
、
そ
の
都
度

メ
デ
ィ
ア
は
注
目
し
て
見
せ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
故

は
、
止
む
気
配
は
な
い
。

点
字
毎
日
が
手
元
に
届
い
た
。
そ
こ
に
は
伯
鶴
さ
ん
の
、

「
ご
機
嫌
さ
ん
で
す
」
が
載
っ
て
い
た
。
文
章
か
ら
だ
け
だ

が
、
大
変
お
元
気
そ
う
に
見
え
る
。
幸
い
で
あ
る
。

こ
の
中
に
、
面
白
い
文
が
あ
る
の
で
、
引
用
し
て
見
る
。
原

文
は
カ
ナ
の
点
字
で
あ
る
の
で
、
ひ
ら
が
な
表
記
、
カ
ナ
点
字

に
倣
っ
た
分
か
ち
書
き
、
棒
引
き
仮
名
遣
い
に
す
る
。

「
び
ょ
ー
い
ん
で

い
ろ
い
ろ

た
い
け
ん
し
ま
し
た
わ
。

さ
い
き
ん
の

け
い
こ
ー
で
し
ょ
ー
が

『
わ
か
も
の

こ
と

ば
』
と

い
う

も
ん
わ

ど
ー

し
よ
ー
も

お
ま
へ
ん
な

あ
。
に
ゅ
ー
い
ん
を

し
て

お
そ
ら
く

だ
い

こ
ー
は

10

ん
の

み
な
ら
い
か

だ
い

ぜ
ん
は
ん
と

お
も
え
る

20

か
ん
ご
し
さ
ん
の

こ
と
ば
づ
か
い
を

き
い
て
る
と

わ
け

わ
か
ら
ん
し

ぎ
ゃ
く
に

わ
か
っ
た
ら

む
か
つ
き
ま
ん

な
あ
。
と
に
か
く

よ
ー
じ
ご
が

お
お
い
で
す
わ
。
じ
ぶ
ん

の

ば
い
ほ
ど

と
し
う
え
の

か
ん
じ
ゃ
さ
ん
が

は
を
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み
が
く

と
き
に

せ
ん
め
ん
の

ど
ー
ぐ
を

も
っ
て

い

っ
て

『
さ
あ

こ
ん
ど

お
く
ち
を

き
れ
い

き
れ
い
に

し
ま
し
ょ
ー
ね
。
ゆ
す
い
だ

お
み
ず
わ

の
ま
な
い
で

ぺ
っ
ぺ

し
ま
し
ょ
ー
ね
』
。
い
う
な
ら

『
し
ょ
く
じ
の

あ
と

う
が
い
で
す
。
み
ず
わ

の
ま
ず
に

ち
ゃ
ん
と

は

き
だ
し
て

く
だ
さ
い
』
で

え
え
や

お
ま
へ
ん
か
。
…
」

伯
鶴
さ
ん
、
気
張
っ
て
ま
ん
な
あ
！

異
文
化

今
年
は
点
字
の
創
案
者
で
あ
る
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
生
誕
二
〇

〇
年
に
当
た
る
年
で
あ
る
。
一
月
四
日
が
誕
生
日
で
、
年
初
か

ら
各
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
色
々
な
企
画
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
全
て
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
点
字
毎

日
や
一
般
紙
の
特
集
を
読
む
こ
と
は
で
き
た
。

本
誌
に
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
木
村
多
恵
子
さ
ん
の
、
点

字
毎
日
の
募
集
に
応
じ
た
原
稿
（
残
念
な
が
ら
不
掲
載
と
な
っ

た
が
）
も
、
木
村
さ
ん
の
、
触
読
文
字
で
あ
る
点
字
へ
の
思
い

を
、
規
定
の
字
数
に
収
め
た
も
の
で
あ
る
。

木
村
さ
ん
の
稿
を
お
読
み
い
た
だ
い
た
皆
様
に
は
、
点
字
と

い
う
文
字
が
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
ど
ん
な
位
置
に
あ
る
か

を
ご
理
解
い
た
だ
け
た
も
の
と
思
う
。
だ
が
驚
い
た
の
は
、
今

回
の
ブ
ラ
イ
ユ
生
誕
二
〇
〇
年
を
記
念
し
た
各
紙
の
特
集
に

は
、
私
の
知
る
限
り
、
我
が
国
の
文
化
に
関
心
を
寄
せ
る
視
覚

障
害
者
の
視
点
は
、
全
く
な
か
っ
た
。

何
年
か
前
に
、
私
の
お
話
し
し
た
漢
点
字
の
話
を
お
聞
き
下

さ
っ
た
女
性
か
ら
い
た
だ
い
た
メ
ー
ル
に
、
面
白
か
っ
た
と
い

う
好
意
的
な
お
言
葉
と
と
も
に
、
「
異
文
化
で
あ
る
視
覚
障
害

者
の
方
か
ら
、
漢
字
の
お
話
を
お
聞
き
す
る
こ
と
に
、
戸
惑
い

を
感
じ
ま
し
た
。
」
と
い
う
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
正
直

私
は
驚
い
た
。
ま
さ
か
同
じ
日
本
人
で
あ
っ
て
、
同
じ
日
本
語

を
話
し
て
い
る
は
ず
の
私
が
、
先
方
か
ら
は
「
異
文
化
」
な
人

と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
瞬
間
的
に
反
応
し
て
し

ま
っ
た
。
私
の
未
熟
故
で
あ
る
。
以
来
こ
の
「
異
文
化
」
と
い

う
言
葉
が
、
心
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
異
文
化
」
と
い
う
語
が
、
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
い
る
の

か
、
今
一
つ
分
か
り
難
い
。
私
の
愛
用
し
て
い
る
電
子
ブ
ッ
ク

版
の
「
広
辞
苑
」
（
第
四
版
）
に
は
、
こ
の
項
目
は
な
か
っ

た
。
第
六
版
に
は
あ
る
が
、
「
生
活
様
式
や
宗
教
な
ど
が
自
分

の
生
活
圏
と
異
な
る
文
化
。
」
と
、
読
ん
で
字
の
如
し
以
上
の

説
明
は
な
か
っ
た
。
（
も
っ
と
も
「
文
化
」
と
い
う
語
か
ら
し

て
、
使
う
人
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
都
合
よ
く
使
わ
れ
る
語

で
は
あ
る
が
。
）

私
が
カ
チ
ン
と
き
て
し
ま
っ
た
の
は
、
私
は
生
ま
れ
落
ち
て

か
ら
日
本
を
離
れ
た
こ
と
の
な
い
、
日
本
語
し
か
話
せ
な
い
、

私
と
同
じ
よ
う
な
境
遇
の
人
た
ち
と
の
付
き
合
い
が
多
い
と
い

う
、
と
て
も
普
通
と
異
な
っ
た
生
活
を
し
て
い
る
積
も
り
は
な
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か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
異
文
化
の
視
覚
障
害
者
」
と
括

ら
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
が
も
う
一
つ
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
っ

た
。
そ
の
カ
チ
ン
と
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。

視
覚
障
害
者
で
あ
る
私
は
、
一
般
の
健
常
者
の
皆
さ
ん
と
同
様

に
評
価
さ
れ
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
に

照
ら
せ
ば
、
む
し
ろ
通
常
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
見
か
け
か
ら

し
て
違
う
し
、
行
動
も
違
う
、
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
、
こ
の

よ
う
な
常
態
か
ら
「
異
な
る
」
と
い
う
答
え
が
導
か
れ
た
と
し

て
も
、
ち
っ
と
も
変
で
は
な
い
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
考
え

方
を
充
分
理
解
し
て
い
た
積
も
り
が
、
何
故
か
ス
ー
ッ
と
私
の

な
か
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
、
強
く
シ
ョ
ッ

ク
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
ブ
ラ
イ
ユ
生
誕
二
〇
〇
年
を
記
念
し
た
各
紙
の
特
集

は
、
大
方
が
点
字
の
意
義
を
讃
え
た
論
旨
の
文
章
を
募
集
す
る

か
、
ブ
ラ
イ
ユ
の
足
跡
を
訪
ね
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
あ
っ
た
の
は
、
触
読
文
字
が
視
覚
障
害
者
に
如
何
に
大
き

な
福
音
を
も
た
ら
し
た
か
、
論
者
が
そ
の
習
得
に
如
何
に
苦
労

し
、
ど
う
享
受
し
、
感
謝
し
て
い
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
。
だ
が
私
に
は
食
い
足
り
な
か
っ

た
。我

が
国
ば
か
り
で
な
い
、
全
て
の
民
族
、
全
て
の
国
々
は
、

そ
の
歴
史
と
と
も
に
文
化
を
育
ん
で
来
た
。
そ
の
「
文
化
」
の

基
層
に
は
、
例
外
な
く
「
文
学
」
が
あ
る
。
詩
人
の
大
岡
信
さ

ん
は
、
化
学
や
技
術
は
、
歴
史
を
経
れ
ば
経
る
ほ
ど
豊
か
に
な

る
が
、
二
千
年
前
、
三
千
年
前
の
人
々
の
考
え
て
い
る
こ
と
、

悩
ん
で
い
る
こ
と
、
憂
い
、
喜
び
は
、
案
外
現
在
と
共
通
す
る

の
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
の
遺
し
た
詩
や
散
文
に
現
代
の
私
た

ち
が
惹
か
れ
る
の
も
、
人
の
変
わ
ら
な
い
も
の
を
、
そ
こ
に
感

じ
取
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
。
「
文

化
」
の
基
層
を
な
す
「
文
学
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
。

視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
そ
う
い
う
文
字
で
あ
る
は
ず
の
点
字

を
創
案
し
た
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
を
讃
え
、
感
謝
し
よ
う
と
い
う

な
ら
、
当
然
文
字
で
表
現
し
た
も
の
を
ど
う
享
受
し
た
か
、
ど

の
よ
う
な
表
現
を
心
が
け
て
い
る
か
な
ど
、
書
く
べ
き
視
点
は

い
く
ら
で
も
見
つ
か
る
は
ず
な
の
だ
。
が
残
念
な
が
ら
そ
の
よ

う
な
文
章
に
は
、
お
目
に
か
か
れ
な
か
っ
た
。

現
在
人
の
成
長
を
語
る
に
は
、
学
校
教
育
の
過
程
を
無
視
で

き
な
い
。
そ
の
学
校
教
育
で
、
も
の
を
考
え
る
力
の
養
育
と
し

て
、
国
語
教
育
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
国
語
教
育
と
は
、

読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
の
教
育
で
あ
る
。
初
等
教
育
で
は
読
み

書
き
に
欠
か
せ
な
い
文
字
と
そ
の
使
用
法
を
教
え
、
読
み
方
を

教
え
、
文
を
作
ら
せ
る
。
（
私
は
こ
の
作
文
が
、
最
も
苦
手
で

あ
っ
た
。
）

中
等
教
育
・
高
等
教
育
の
課
程
で
は
、
現
代
文
の
理
解
と
鑑

賞
、
古
典
の
理
解
と
鑑
賞
と
歩
を
進
め
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
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を
「
教
育
」
と
言
う
。
こ
れ
を
ド
イ
ツ
語
で
は"

B
i
l
d
u
n
g
"

と

言
う
。
人
間
の
成
長
、
人
格
の
形
成
を
指
す
語
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
過
程
を
通
し
て
、
一
人
前
の
人
間
に
な
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
我
が
国
の
文
科
省
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

こ
の
六
月
十
一
日
の
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
に
、

「
か
な
し
い
」
と
き
に
、
「
悲
し
い
」
と
書
く
か
「
哀
し
い
」

と
書
く
か
、
あ
る
い
は
「
か
な
し
い
」
と
カ
ナ
書
き
す
る
か
、

こ
う
い
う
選
択
は
文
字
を
知
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
書
い
て
下
さ
っ
た
。
こ
れ
は
大
上
段
に
構
え
た
物
言
い

に
な
る
私
に
代
わ
っ
て
、
本
会
の
会
員
の
お
一
人
が
言
っ
て
下

さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
の
日
本
人
に
は
、
こ
の
選
択
は
保

障
さ
れ
て
い
る
。
う
ま
く
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
個
人
差
の
範

疇
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
視
覚
障
害
者
の
教
育
課
程
で
は
、
そ
の
基
本
と
な

る
文
字
、
読
み
書
き
で
き
る
文
字
の
教
育
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
私
は
気
が
つ
い
た
。
視
覚
障
害
者
を
「
異
文
化
」

な
人
た
ち
と
捉
え
て
い
る
彼
の
女
性
は
、
決
し
て
視
覚
障
害
者

に
反
感
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
女
の
周
辺
の
視
覚
障

害
者
（
彼
女
の
周
辺
に
は
、
大
勢
の
視
覚
障
害
者
が
い
る
よ
う

な
の
だ
）
た
ち
が
、
「
異
文
化
」
と
理
解
し
な
く
て
は
理
解
で

き
な
い
人
た
ち
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

翻
っ
て
私
自
身
も
、
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
よ
う
だ
…
。

毎
日
新
聞
記
事
か
ら

漢
字
を
表
す｢

漢
点
字｣

を
学
ぶ
人
が

増
え
て
い
ま
す

◇
広
が
る
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ

漢
字
の
意
味
、
成
り
立
ち
も
表
現

漢
点
字
と
は
漢
字
を
表
現
す
る
た
め
の
点
字
体
系
で
、
今
か

ら

年
前
に
大
阪
府
立
盲
学
校
教
諭
の
故
川
上
泰
一
氏
が
考

40
案
。
盲
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
な
く
、
点
字
を
利
用
す
る

人
の
間
で
も
十
分
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
東
京
と
横
浜
で
市
民

団
体
が
学
習
会
を
開
き
、
少
し
ず
つ
す
そ
野
を
広
げ
て
い
る
。

「
最
初
に
勉
強
す
る
の
は
品
川
の
『
品
』
で
す
。
口
が
三
つ

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
白
川
静
先
生
の
常
用
字
解
を
見
る
と

『
品
』
は
お
祈
り
に
関
係
す
る
字
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
」
。
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
の
岡
田
健
嗣
（
た
け
し
）
代
表

（

）
は
月
１
回
、
東
京
都
港
区
の
障
害
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

59
で
学
習
会
を
開
き
、
参
加
者
に
１
文
字
ず
つ
漢
字
の
意
味
と

形
、
漢
点
字
の
書
き
方
を
指
導
し
て
い
る
。
視
覚
障
害
が
あ
り

以
下
は
、
毎
日
新
聞
、
六
月
十
一
日
朝
刊
、
家
庭
欄

に
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
す
。
有
田
浩
子
記
者
が
、
約
半

年
に
渡
っ
て
取
材
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

－ １１ －



漢
点
字
を
学
び
始
め
て
１
年
と
い
う
竹
井
真
紀
子
さ
ん
（

）
28

は
「
漢
字
の
形
と
意
味
が
分
か
る
と
、
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
っ
て

面
白
い
」
と
話
す
。

日
本
の
点
字
の
歴
史
は
明
治
時
代
に
始
ま
る
。
東
京
盲
唖

（
も
う
あ
）
学
校
教
諭
だ
っ
た
石
川
倉
次
氏
が
創
始
者
ル
イ
・

ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
を
基
に
「
日
本
語
に
あ
っ
た
も
の
が
必
要

だ
」
と
、
現
在
普
及
し
て
い
る
仮
名
点
字
を
考
案
し
た
。
１
マ

ス
縦
３
列
、
横
２
列
の
計
６
個
の
点
を
組
み
合
わ
せ
、
仮
名
、

数
字
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
な
ど
を
表
す
。
こ
の
点
字
は
単
語
の

「
音
」
だ
け
を
表
す
も
の
で
、
漢
字
の
成
り
立
ち
や
意
味
は
分

か
ら
な
い
。

漢
点
字
は
こ
の
６
点
の
上
に
、
漢
字
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を

表
す
二
つ
の
点
を
加
え
、
縦
４
列
横
２
列
、
計
８
個
の
点
で
構

成
し
て
い
る
。
入
り
組
ん
だ
漢
字
で
は
全
体
の
形
を
正
確
に
表

す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
木
」
や
「
目
」
な
ど
の
基
本
的
な

文
字
を
１
マ
ス
で
表
す
ル
ー
ル
を
設
け
、
そ
れ
ら
を
部
首
と
し

た
文
字
を
最
大
３
マ
ス
ま
で
で
表
す
。
つ
ま
り
、
「
品
」
な
ら

ば
普
通
の
点
字
で
は
「
し
」
と
「
な
」
だ
が
、
漢
点
字
で
は

「
口
」
が
三
つ
並
ん
で
い
る
と
表
現
す
る
。
漢
点
字
を
使
え

ば
、
視
覚
障
害
が
あ
っ
て
も
漢
字
と
ひ
ら
が
な
が
交
じ
っ
た
本

来
の
日
本
語
に
近
い
形
で
文
章
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
。川

上
氏
の
漢
点
字
は
通
信
講
座
で
広
ま
っ
た
。
そ
こ
で
学
ん

だ
人
た
ち
を
中
心
に
、

年
前
に
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
が
発

17

足
。
４
年
前
に
は
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
が
で
き
た
。
会
に
は

視
覚
障
害
者
だ
け
で
な
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
加
わ
っ
て
お
り
、

普
通
の
文
章
を
漢
点
字
に
変
換
す
る
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
を
使

い
、
テ
キ
ス
ト
を
作
成
す
る
。
東
京
羽
化
の
会
で
は
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
中
田
利
夫
さ
ん
（

）
が
代
表
を
務
め
て
い
る
。

60

視
覚
障
害
者
は
約

万
人
。
そ
の
う
ち
点
字
利
用
者
は
約
３

30

万
人
と
言
わ
れ
る
。
盲
学
校
で
は
漢
字
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も

積
極
的
に
は
教
え
て
い
な
い
の
が
現
状
と
い
い
、
漢
点
字
を
知

っ
て
い
る
の
は
全
国
で
も
１
０
０
０
人
に
満
た
な
い
と
さ
れ

る
。
岡
田
代
表
は
「
例
え
ば
『
か
な
し
い
』
と
書
く
と
き
に

『
悲
し
い
』
と
書
く
か
『
哀
し
い
』
と
書
く
の
か
。
目
が
見
え

な
く
て
も
そ
の
と
き
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
文
字
を
使
い
た
い

し
、
そ
の
文
字
を
思
い
浮
か
べ
な
が

ら
話
を
し
た
い
。
そ
れ
が
我
々
が
漢

点
字
を
学
ぶ
原
点
」
と
話
す
。

横
浜
の
学
習
会
は
隔
月
の
祝
日

（
年
内
は
７
月

日
、
９
月

日
、

20

23

月

日
）
、
横
浜
市
中
区
の
市
健

11

23

康
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
で
。
東
京
の

学
習
会
は
毎
月
第
３
土
曜
日
、
東
京

都
港
区
の
障
害
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

で
。
横
浜
の
会
で
は
機
関
誌
「
う

か
」
を
発
行
し
て
お
り
、
会
で
作
成

し
た
テ
キ
ス
ト
の
販
売
も
し
て
い

る
。
問
い
合
わ
せ
は
岡
田
さ
ん
（
０

－ １２ －



３
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・
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１
６
０
）
。
横
浜
の
会
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
:
/
/
u
k
a
n
o
k
a
i
.
w
e
b
.
i
n
f
o
s
e
e
k
.
c
o
.
j
p
/
)

も
あ
る
。

◇
固
有
名
詞
、
同
音
異
義
語
も
正
し
く

漢
点
字
に
は
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ル
ー
ル
は
多
い
が
、

言
葉
の
世
界
が
広
が
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
。
例
え
ば
「
き
」

と
い
う
通
常
の
点
字
の
上
に
、
漢
字
の
始
ま
り
（
左
上
）
と
終

わ
り
（
右
上
）
の
二
つ
の
点
を
加
え
る
こ
と
で
、
漢
字
の

「
木
」
と
読
ま
せ
る
。
「
き
」
を
漢
字
で
読
む
時
の
基
本
は
最

も
多
い
「
木
」
と
決
ま
っ
て
お
り
、
「
気
」
は
別
の
表
記
に
な

る
。
こ
れ
ら
を
覚
え
る
こ
と
で
「
キ
ニ
ナ
ル
キ
」
を
「
気
に
な

る
木
」
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
た
、
通
常
の
点
字

に
は
な
い
ひ
ら
が
な
と

カ
タ
カ
ナ
の
区
別
も
あ

り
、
固
有
名
詞
や
同
音

異
義
語
も
正
し
く
伝
え

ら
れ
る
。

写
真－

新
し
く
漢
点
字

を
習
い
始
め
た
人(

右)

に

読
み
方
を
教
え
る
東
京
羽

化
の
会
の
メ
ン
バ
ー
＝
東

京
都
港
区
で

ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の
偉
業
を
生
か
す
た
め
に

東
京

木
村
多
恵
子

ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
点
字
を
考
え
出
し
た
の
は
、
視
覚
障
害

を
持
つ
自
ら
が
、
い
つ
で
も
何
処
で
も
表
現
で
き
る
文
字
が
、

ど
う
し
て
も
欲
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
字
な
く
し
て
知
識

を
得
た
り
教
養
を
高
め
た
り
で
き
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
を
浮
き
出
さ
せ
た
文
字
は
、
読
め
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
が
そ
の
点
字
は
、
彼
の
生
前
に
は
社
会
に
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
。
彼
の
死
後
点
字
は
、
明
治
維
新
直
後
の
日
本
に

届
き
、
日
本
語
に
合
っ
た
点
字
が
必
要
と
、
石
川
倉
次
氏
が

「
日
本
語
点
字
」
を
翻
案
し
た
。
し
か
し
漢
字
を
作
る
ま
で
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。

１
９
６
９
年
、
川
上
泰
一
氏
が
「
漢
点
字
」
を
発
表
し
て
、

日
本
の
視
覚
障
害
者
に
も
文
字
の
曙
が
訪
れ
た
。
２
点
増
や
し

て
、
漢
字
と
か
な
と
を
分
け
て
、
触
読
に
適
し
た
も
の
に
し

た
。
今
で
は
視
覚
障
害
者
も
パ
ソ
コ
ン
で
漢
字
仮
名
交
じ
り
文

を
書
い
て
い
る
。
だ
が
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

左
は
点
字
毎
日
が
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
生
誕
２
０
０
年

を
記
念
し
た
募
集
論
文
に
、
木
村
多
恵
子
さ
ん
が
応
募
し

た
文
で
す
。
残
念
な
が
ら
同
誌
の
掲
載
に
は
至
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
お
許
し
を
い
た
だ
い
て
本
誌
に
掲
載
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

－ １３ －



語
彙
の
貧
し
さ
に
気
づ
く
は
ず
だ
。
語
彙
を
豊
か
に
す
る
に

は
、
常
に
「
読
む
」
こ
と
を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
漢
点
字
の
力
が
発
揮
さ
れ
る
。

横
浜
で
、
『
常
用
字
解
』
（
白
川
静

編

平
凡
社
２
０
０
３

年
）
の
漢
点
字
訳
が
完
成
し
、
既
に
横
浜
中
央
図
書
館
に
納
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
漢
点
字
書
は
、
点
字
デ
ー
タ
と
し
て

ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
読
め
る
ソ
フ
ト
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。

「
常
用
字
解
」
は
、
白
川
漢
字
学
の
集
大
成
の
書
で
あ
る
。

こ
の
見
出
し
文
字
に
は
、
川
上
氏
の
提
唱
し
た
字
式
が
添
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
視
覚
障
害
者
に
も
漢
字
の
形
が

分
か
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
本
を
読
み
始
め
た
。
漢
字
成
立
期

の
殷
、
周
の
古
代
の
人
々
の
生
活
習
慣
、
神
へ
の
畏
敬
の
念
や

祭
事
の
方
法
が
、
文
字
の
成
り
立
ち
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

漢
字
教
育
は
子
供
の
時
か
ら
受
け
る
の
が
よ
い
。
触
読
文
字

で
あ
る
点
字
は
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
必
須
で
あ
る
か
ら
、

漢
字
も
触
読
文
字
で
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
、
漢
点
字
を

初
等
教
育
が
取
り
上
げ
る
の
が
最
も
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
漢
点
字
を
学
習
し
た
子
供
た
ち
は
、
わ
た
し
た

ち
と
は
別
の
人
生
を
歩
む
は
ず
だ
。
ブ
ラ
イ
ユ
の
仕
事
を
ベ
ー

ス
に
２
点
加
え
る
だ
け
で
、
漢
字
が
生
き
て
く
る
。
彼
が
点
字

を
考
案
し
た
の
は
、
文
字
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
な
人
生

を
生
き
た
い
と
願
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
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
９
年
４
月
８
日
（
水
）

：

～

41

13

30

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
第
１
会
議
室

15

30

「
漢
文
の
読
み
方
」
を
入
力
す
る
た
め
に
、
レ
点
の
付
け
方

や
送
り
仮
名
を
入
れ
る
位
置
な
ど
、
基
本
的
な
こ
と
を
岡
田
さ

ん
が
解
説
し
た
。
最
初
か
ら
、
み
ん
な
で
同
じ
所
を
入
力
し
て

い
た
だ
い
て
、
実
際
に
そ
れ
を
使
っ
て
確
認
し
て
ゆ
く
こ
と
に

し
て
、
本
の
最
初
の
コ
ピ
ー
を
持
ち
帰
っ
て
い
た
だ
い
た
。

４
月

日
の
講
演
会
の
た
め
に
、
漢
点
字
の
説
明
の
リ
ハ
ー

24

サ
ル
を
し
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

４
月

日
の
善
隣
協
会
で
の
、
岡
田
さ
ん
の
漢
点
字
に
つ
い

24

て
の
講
演
は
、
１
時
間
と
い
う
短
い
時
間
内
で
、
必
要
な
こ
と

を
網
羅
し
て
話
さ
れ
（
も
ち
ろ
ん
ご
自
身
は
も
っ
と
沢
山
伝
え

た
い
こ
と
が
一
杯
あ
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
も
）
、
後
の

分
の

30

中
に
質
問
も
出
て
、
熱
心
に
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
良
か

っ
た
と
感
じ
た
。
わ
た
し
は
、
こ
れ
ま
で
に
岡
田
さ
ん
が
、
漢

点
字
と
視
覚
障
害
者
の
識
字
に
関
し
て
講
演
さ
れ
た
の
を
、
何

回
か
聴
か
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
今
回
は
滑
ら
か
で
皆
さ
ん
に

－ １４ －



も
岡
田
さ
ん
の
思
い
が
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

質
問
さ
れ
た
方
の
奥
様
が
、
点
訳
奉
仕
を
し
て
お
ら
れ
、
そ

の
グ
ル
ー
プ
で
、
「
漢
点
字
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が

な
い
と
言
わ
れ
た
と
の
お
話
に
は
や
は
り
悲
し
か
っ
た
。
厳
し

い
現
実
で
あ
る
。
岡
田
さ
ん
が
い
つ
も
言
う
よ
う
に
、
漢
点
字

を
使
っ
て
、
し
っ
か
り
勉
強
し
、
実
力
を
付
け
て
、
そ
の
よ
さ

を
伝
え
る
し
か
な
い
の
だ
。

け
れ
ど
も
、
「
行
頭
下
点
」
に
つ
い
て
具
体
的
な
質
問
が
出

た
こ
と
で
も
、
そ
の
熱
心
さ
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

何
れ
に
し
て
も
、
今
回
、
村
田
先
生
を
は
じ
め
善
隣
協
会
の

皆
様
に
は
一
つ
の
機
会
を
与
え
て
頂
け
て
、
思
わ
ぬ
方
向
か
ら

何
か
が
起
こ
さ
れ
た
ら
良
い
と
思
う
。

岡
田
さ
ん
の
講
演
内
容
は
、
善
隣
協
会
か
ら
発
行
さ
れ
て
い

る
「
善
隣
」
と
い
う
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
。
善
隣
協
会

の
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
講
演
を
、
毎
日
新
聞
の
有
田
記
者
も
取
材
に
来
て
く
だ

さ
っ
た
。
こ
の
講
演
を
聴
か
れ
て
、
な
お
熱
心
に
、
深
く
漢
点

字
の
有
用
性
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
漢
点
字
を
、
世
に
問
い
、

広
め
る
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

大
阪
か
ら
、
こ
の
日
の
た
め
に
「
日
本
漢
点
字
協
会
」
会
長

の
川
上
リ
ツ
エ
様
が
お
出
で
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
感
謝
い
た
し

ま
す
。

ま
た
、｢

横
浜
羽
化｣

の
木
下
さ
ん
や
吉
田
さ
ん
、
そ
の
他
の

皆
様
も
ご
参
加
下
さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
東
京
羽
化
」
の
皆
様
に
も
多
数
来
て
い
た
だ
き
、
岡
田
さ

ん
の
お
手
伝
い
も
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

第

回
例
会

２
０
０
９
年
５
月

日
（
水
）

：

～

42

13

13

30

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
竹
芝
小
ホ
ー
ル

15

30

今
日
は
集
中
的
に
「
漢
文
の
読
み
方
」
の
入
力
の
方
法
に
つ

い
て
、
具
体
的
に
入
力
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
を
使
っ
て
、
送

り
仮
名
や
返
り
点
の
打
ち
方
、
記
号
の
使
い
方
な
ど
、
部
分
的

に
、
詳
細
に
わ
た
っ
て
、
岡
田
さ
ん
の
説
明
を
受
け
た
。
時
間

が
足
り
な
い
ほ
ど
皆
さ
ん
熱
中
し
て
お
ら
れ
た
。

漢
文
を
勉
強
す
る
と
、
日
本
語
の
構
造
が
よ
く
分
か
る
の
だ

と
、
岡
田
さ
ん
は
言
う
。
正
直
に
言
え
ば
、
わ
た
し
個
人
は
難

し
く
て
何
処
ま
で
つ
い
て
ゆ
け
る
か
心
配
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

不
思
議
な
こ
と
に
白
文
で
も
、
こ
れ
ま
で
に
聞
き
慣
れ
た
言
葉

は
読
め
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、

「
国

破

山

河

在
」

は
、
「
国
破
れ
て

山
河
在
り
）
」
と
自
然
に
読
め
て
し
ま
う

か
ら
妙
で
あ
る
。

「
城

春

草

木

深
」
を
「
城
春
に
し
て
草
木
深
し
」

な
ん
て
読
め
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
最
初
は
訓
点
が
な
い
方
が
読

め
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
形
式
で
、
同
じ
数

の
漢
字
だ
け
が
並
ん
で
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
使
い
慣
わ
さ
れ
、

－ １５ －



聞
き
慣
れ
て
い
な
い
詩
句
で
あ
っ
た
ら
、
わ
た
し
に
は
絶
対
に

読
め
な
い
。
先
人
が
訓
点
を
付
け
る
こ
と
で
日
本
語
と
し
て
理

解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
て
き
た
必
然
性
は
あ
る
。
さ
て
、
こ

れ
か
ら
が
楽
し
み
？
や
っ
ぱ
り
難
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

わ
た
し
だ
け
の
こ
と
な
の
で
、
階
段
を
一
段
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り

で
も
上
っ
て
ゆ
き
た
い
。
皆
様
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。４

月

日
の
、
善
隣
協
会
・
岡
田
さ
ん
の
講
演
会
の
折
り
、

24

「
日
本
漢
点
字
協
会
」
会
長
の
川
上
リ
ツ
エ
様
か
ら
、
大
阪
の

美
味
し
い
お
菓
子
と
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
、
賛
助
会
費
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

５
月

日
の
学
習
会
に
は
毎
日
新
聞
の
有
田
記
者
が
取
材
に

23

見
え
、
み
な
さ
ん
の
学
習
風
景
を
写
真
撮
影
さ
れ
た
。

＊

予
告

６
月
の
例
会
（
第

回
）
、
２
０
０
９
年
６
月

日

43

10

（
水
）
、

：

～

：

、
７
階
第
１
会
議
室

13

30

15

30

第

回
学
習
会
、
２
０
０
９
年
６
月

日
（
土
）
、

：

27

20

18

30

～

：

、
港
区
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

20

30

７
月
の
例
会
（
第

回
）
、
２
０
０
９
年
７
月
８
日

44

（
水
）
、
７
階
第
一
会
議
室

第

回
学
習
会
、
２
０
０
９
年
７
月

日
（
第
二
土
曜

28

11

日
）
、

：

～

：

、
７
階
第
一
会
議
室

18

30

20

30

わ
た
く
し
ご
と

「
神
様
が
く
れ
た
漢
字
た
ち
」
、
な
ん
と
魅
力
的
な
タ
イ
ト

ル
だ
ろ
う
。
だ
が
用
心
し
て
か
か
ら
な
い
と
大
変
だ
。
何
故
っ

て
、
こ
の
本
は
白
川
静
先
生
が
『
常
用
字
解
』
の
序
文
で
、

「
小
、
中
学
生
向
け
に
、
漢
字
が
作
ら
れ
た
殷
（
３
３
０
０
年

前
）
当
時
の
、
古
代
中
国
時
代
の
生
活
習
慣
や
宗
教
に
深
く
関

わ
る
物
語
を
著
す
」
と
約
束
し
た
本
が
こ
れ
で
あ
ろ
う
か
ら
、

ち
ょ
っ
と
恐
ろ
し
い
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

漢
字
は
、
亀
の
甲
羅
や
牛
や
羊
、
鹿
の
肩
胛
骨
に
刻
ま
れ
た

も
の
で
、
そ
れ
ら
の
文
字
を
「
甲
骨
文
字
」
と
い
い
、
そ
の
文

章
化
さ
れ
た
も
の
を
「
甲
骨
文
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。
大
半
の
漢
字
は
亀
の
甲
羅
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
、
そ
れ
は
鋭
い
刃
先
の
ナ
イ
フ
の
よ
う
な
も
の
で
キ
リ
っ

と
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

漢
字
が
成
立
し
た
の
は
、
お
よ
そ
３
３
０
０
年
前
の
、
中
国

の
殷
王
朝
が
幾
度
か
都
を
遷
し
た
の
ち
、
安
陽
に
定
着
し
た
武

丁
王
の
時
期
だ
と
い
う
。

そ
の
安
陽
の
時
代
に
出
土
し
た
亀
の
甲
羅
や
動
物
の
骨
に
、

雨
が
降
る
か
降
ら
な
い
か
、
風
が
吹
く
か
吹
か
な
い
か
、
穀
物

の
実
り
が
よ
い
か
、
出
産
に
危
険
は
な
い
か
、
異
族
を
征
伐
で

き
る
か
ど
う
か
、
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
占

い
の
内
容
が
、
漢
字
で
刻
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
問
い
は
、
王
が
神
に
告
げ
、
神
に
尋
ね
、
神
に
訴
え
る
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も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
か
ら
の
応
答
も
記
さ
れ
て
い

る
。
神
の
応
答
は
、
亀
の
甲
羅
を
灼
い
た
と
き
の
裂
け
目
に
現

れ
る
と
信
じ
ら
れ
、
そ
の
裂
け
目
を
「
兆
候
」
と
い
い
、
そ
れ

を
手
掛
か
り
に
、
王
は
判
断
す
る
。
な
お
興
味
深
い
こ
と
は
、

王
の
判
断
の
言
葉
と
と
も
に
、
そ
の
判
断
が
正
し
か
っ
た
こ
と

を
示
す
結
果
が
つ
ぶ
さ
に
記
さ
れ
て
い
る
。

王
は
、
こ
の
漢
字
を
用
い
て
神
に
呼
び
か
け
、
神
か
ら
の
応

え
を
読
み
解
き
、
神
の
許
し
や
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
大
き
な

仕
事
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
れ
ら
の
要
求
が
実
現
し
、
結
果
が
よ

け
れ
ば
、
王
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
民
衆
か
ら

信
頼
さ
れ
、
神
と
等
し
い
力
を
持
っ
た
か
の
よ
う
に
、
そ
の
権

威
を
増
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
漢
字
は
王
の
特
権
を
保
証
す
る

た
め
に
創
造
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

古
代
の
支
配
の
仕
組
み
は
、
基
本
的
に
は
、
王
自
身
が
、
神

と
人
び
と
と
の
媒
介
者
と
し
て
、
重
い
使
命
を
担
う
こ
と
に
な

る
。

殷
の
王
で
あ
る
湯
が
、
夏
王
朝
の
桀
（
け
つ
）
と
い
う

王
を
討
伐
し
て
か
ら
、
ひ
ど
い
旱
魃
が
７
年
つ
づ
い
た
。

洛
川
の
水
も
涸
れ
果
て
た
。
殷
の
湯
王
が
い
っ
た
。
「
私

が
雨
乞
い
を
す
る
の
は
、
民
の
こ
と
を
思
う
か
ら
で
あ

る
。
も
し
、
誰
か
が
、
祈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

な
ら
ば
、
ど
う
か
、
私
を
そ
の
任
に
当
た
ら
せ
て
欲
し

い
」
。
こ
う
し
て
、
祓
い
清
め
て
髪
と
爪
を
切
っ
て
、
自

ら
を
犠
牲
と
し
、
桑
林
の
中
の
祭
壇
で
祈
っ
た
。

と
『
太
平
御
覧
』
の
中
の
『
新
王
世
記
』
と
い
う
書
に
書
か
れ

て
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
古
代
の
王
は
、
本
来
民
を
守
る
た
め
の
存
在
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
れ
は
「
王
と
神
の
物
語
」
に
書
い
て
あ
っ
た
の
だ
が
、
読

み
進
む
に
連
れ
て
、
ち
ょ
っ
と
薄
気
味
悪
い
説
明
が
沢
山
出
て

く
る
。

漢
字
が
成
立
し
た
殷
・
周
の
古
代
中
国
で
は
、
「
人
」
を
崇

高
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
時
代
に
出
土
し
た

青
銅
器
に
鋳
こ
ま
れ
た
銘
文
や
甲
骨
文
に
は
、
殷
か
ら
見
て

「
南
人
」
と
呼
ば
れ
る
南
方
の
異
族
や
、
「
羌
人
（
き
ょ
う
じ

ん
）
」
と
呼
ば
れ
る
西
方
の
異
族
の
多
く
の
人
が
、
羊
や
牛
と

と
も
に
〝
捕
獲
〟
さ
れ
て
、
生
け
贄
と
し
て
神
に
さ
さ
げ
ら
れ

た
、
と
い
う
内
容
の
記
事
が
沢
山
見
ら
れ
る
と
い
う
。

「
民
」
の
字
の
由
来
は
『
万
葉
集
』
や
『
古
事
記
』
に
も
あ

る
が
、
農
耕
に
従
事
す
る
人
、
罪
を
負
う
人
、
天
皇
の
財
宝
と

さ
れ
る
人
な
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ

て
、
下
層
民
の
こ
と
を
「
民
草
」
と
も
い
う
。
「
民
」
は
「
田

見
」
に
語
源
を
求
め
る
よ
う
で
あ
る
が
、
「
民
」
の
漢
字
の
成

り
立
ち
に
、
む
し
ろ
「
罪
を
負
う
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ

う
で
、
も
と
は
大
き
い
矢
か
針
で
目
を
突
き
刺
す
形
で
記
さ
れ

た
。
お
そ
ら
く
殷
王
朝
を
脅
か
す
異
族
を
捕
ら
え
て
、
そ
の
人
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の
目
に
加
え
る
処
罰
を
示
す
も
の
で
、
こ
う
し
て
眼
蜻
（
ま
な

こ
）
を
失
っ
た
捕
虜
の
多
く
は
、
神
の
僕
と
し
て
神
に
仕
え
る

身
と
な
る
の
だ
と
い
う
。

「
耳
」
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
こ
れ
も
ま
た
凄
惨
に
な
る
。
戦

場
で
敵
の
首
を
打
ち
取
っ
た
と
き
、
そ
の
左
の
耳
を
切
り
取
っ

て
自
分
の
陣
へ
持
ち
帰
り
、
手
柄
の
証
明
と
す
る
。
左
耳
を
手

で
取
る
さ
ま
を
示
す
字
が
、
「
取
」
で
あ
る
。
な
ぜ
左
の
耳
な

の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
（
勿
論
ど
ち
ら
か
片
方
に
決
め
て
お
か

な
け
れ
ば
、
正
確
に
打
ち
倒
し
た
敵
の
数
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

で
あ
ろ
う
）
、
こ
の
顔
か
ら
突
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
霊
的

な
も
の
が
宿
る
と
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
耳
を

祀
っ
た
「
耳
塚
」
が
何
カ
所
も
あ
る
と
い
う
。

こ
の
打
ち
取
っ
た
敵
の
死
体
か
ら
、
さ
ら
に
耳
を
切
り
取
る

こ
と
や
、
耳
塚
を
作
っ
て
、
耳
の
霊
す
な
わ
ち
死
者
の
霊
を
鎮

め
る
習
わ
し
は
日
本
に
も
伝
わ
っ
た
の
で
、
我
が
国
に
も
耳
塚

は
何
カ
所
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
霊
が
籠
も
っ
て
い
る
耳
を

祀
ら
ず
に
、
安
ん
じ
て
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
耳
に
は
強
い
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

の
で
、
耳
が
入
っ
た
文
字
は
特
別
の
意
味
が
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、
「
聖
」
は
大
き
く
誇
張
さ
れ
た
「
耳
」
を
持
つ

人
の
形
で
、
神
の
預
言
を
聴
き
分
け
る
霊
能
の
あ
る
人
を
い

い
、
聖
徳
太
子
は
、
一
度
に
幾
人
も
の
人
の
意
見
を
聴
く
こ
と

が
で
き
た
と
言
う
言
い
伝
え
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

「
聖
」
、
「
聡
」
、
「
聴
」
の
字
は
、
い
ず
れ
も
、
神
の
声

に
耳
を
澄
ま
す
態
度
を
表
す
も
の
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る

と
い
う
。

次
に
わ
た
し
が
心
惹
か
れ
た
文
字
は
「
采
」
で
あ
る
。

「
采
」
は
、
彩
り
、
手
で
取
り
入
れ
る
、
選
び
取
る
な
ど
の
意

味
が
あ
る
。
「
采
」
は
、
上
の
方
か
ら
手
を
か
ぶ
せ
る
も
の
、

木
の
実
を
「
手
」
に
採
る
形
だ
と
い
う
。

お
お
よ
そ
紀
元
前
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
詠
わ
れ
た

詩
を
収
め
る
「
詩
経
」
の
中
に
、
「
卷
耳
（
け
ん
じ
）
」
と
い

う
詩
が
あ
る
。
遠
征
に
赴
い
て
い
っ
た
人
を
思
い
懐
か
し
む
詩

で
あ
る
。

原
文
は
省
略
す
る
。
た
だ
し
、
一
、
二
行
目
は
こ
こ
に
挙
げ

た
文
字
な
の
で
記
し
て
お
く
。

卷
を
采
り
采
る
も
傾

筐
に
盈
た
ず

け
い
き
よ
う

み

耳
菜
草
を
摘
み
摘
む
も

み
み
な
ぐ
さ

籠
に
満
た
な
い

あ
あ
、
あ
の
人
を
思
え
ば

遠
く
、
あ
の
人
の
も
と
へ
通
じ
る
道
の
ほ
と
り
に
置
く

岩
山
に
登
れ
ば

わ
が
馬
は
す
で
に
よ
た
よ
た

い
さ
さ
か
酒
酌
ん
で
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思
い
を
忘
れ
よ
う

高
山
に
登
れ
ば

わ
が
馬
は
す
で
に
黒
ず
ん
だ

い
さ
さ
か
酒
酌
ん
で

憂
い
を
忘
れ
よ
う
〕

詩
の
初
め
の
二
句
は
、
耳
菜
草
を
く
り
か
え
し
摘
ん
で
は
い

る
け
れ
ど
、
い
っ
こ
う
に
籠
を
い
っ
ぱ
い
に
満
た
す
こ
と
が
で

き
な
い
、
そ
の
嘆
き
を
伝
え
る
。
な
ぜ
こ
う
ま
で
し
て
草
摘
を

続
け
る
の
か
、
気
が
か
り
で
あ
る
。
食
用
に
す
る
た
め
で
あ
れ

ば
、
せ
っ
か
く
摘
ん
だ
耳
菜
草
を
道
の
べ
に
置
く
こ
と
は
な

い
。
草
を
摘
み
、
そ
の
草
を
道
の
べ
に
置
く
こ
と
自
体
に
、
重

要
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
三
句
め
で
は
、
は

る
か
か
な
た
の
人
を
追
想
し
て
い
る
。
草
を
摘
ん
で
、
道
の
ほ

と
り
に
置
く
こ
と
で
、
遠
く
隔
て
ら
れ
た
人
に
捧
げ
、
そ
の
人

の
無
事
を
祈
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
万
葉
集
』
の
中
に
姫
御
子
た
ち
が
、
大
津
の
御
子
を
追
想

し
て
、
馬
酔
木
の
花
を
摘
ん
で
い
る
歌
が
あ
る
。
山
部
赤
人

も
、
「
春
の
野
に
菫
摘
み
に
と
来
し
我
そ
野
を
な
つ
か
し
み
一

夜
寝
に
け
る
」
と
詠
ん
で
い
る
。

草
摘
は
、
古
代
の
人
々
の
祭
礼
、
俗
習
と
し
て
広
く
行
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
草
を
摘
む
こ
と
は
、
草
を
育
て
る
大
地

に
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
本
を
読
み
な
が
ら
、
大
樹
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
と
き

の
あ
の
満
足
感
が
、
古
代
の
人
の
よ
う
な
鋭
い
感
性
で
は
な
い

ま
で
も
、
わ
ず
か
な
り
と
も
わ
た
し
に
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
う
れ
し
か
っ
た
。
そ
し
て
、
子
供
の
頃
、
為
政
者
の
た
め

に
、
寺
院
や
宮
殿
な
ど
、
大
き
な
建
築
物
の
建
立
に
当
た
っ

て
、
そ
の
浄
め
と
し
て
、
乙
女
を
人
柱
と
し
て
さ
し
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
親
子
の
悲
し
い
話
を
読
ん
だ
こ
と
を
思
い
出

し
た
。
あ
れ
は
単
な
る
「
作
り
話
」
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
犠

牲
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
貧
し
い
下
層
民
の
怒
り
が
、
悲
し
み

が
、
傑
出
し
た
物
語
と
し
て
噴
出
し
、
多
く
の
人
た
ち
の
共
感

を
得
て
、
言
い
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ほ
と
ん
ど
の
人
類
は
、
最
初
、
畏
敬
を
も
っ
て
神
を
創
造
し

て
い
る
。
神
を
信
頼
し
、
委
ね
、
求
め
、
訊
ね
、
謙
虚
に
神
の

言
葉
を
厳
粛
に
聴
き
し
た
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
つ
の
間

に
か
人
は
そ
の
神
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
が
ち
だ
。
漢
字
が

作
ら
れ
、
王
の
権
威
が
高
ま
り
、
力
を
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
神
か
ら
の
託
宣
」
は
、
何
時
の
間
に
か
、
王
自
身
の
都
合
の

よ
い
方
向
へ
誘
導
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

こ
れ
は
本
来
の
こ
と
か
ら
大
変
逸
脱
し
て
し
ま
っ
た
が
、
中

国
の
人
々
の
智
恵
は
、
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
の
驚
き

で
あ
る
。
漢
字
が
作
ら
れ
た
の
は
、
今
か
ら
三
千
三
百
年
ほ
ど

前
だ
と
知
っ
た
と
き
、
わ
た
し
は
思
わ
ず
読
ん
で
い
た
本
か
ら

手
を
離
し
て
立
ち
上
が
り
、
部
屋
中
を
歩
き
回
っ
た
覚
え
が
あ

－ １９ －



る
。今

回
「
常
用
字
解
」
と
「
神
様
が
く
れ
た
漢
字
た
ち
」
を
手

に
し
て
、
ほ
ん
の
少
し
だ
け
、
文
字
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
理

解
し
よ
う
と
す
る
と
、
古
代
の
人
々
の
、
自
然
に
対
す
る
鋭
い

感
性
は
、
「
人
は
畏
れ
」
か
ら
物
事
を
考
え
る
の
だ
と
気
づ
か

さ
れ
た
。
「
耳
」
が
顔
か
ら
突
出
し
て
い
る
の
は
、
神
の
霊
が

宿
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
、
と
信
ず
る
の
に
は
意
表
を
突
か
れ

た
。
戦
場
で
敵
を
討
ち
取
っ
て
耳
を
切
り
取
る
こ
と
も
、
「
耳

塚
」
の
あ
る
こ
と
も
聴
い
て
い
た
し
、
何
故
「
耳
」
を
取
る
の

か
、
理
屈
と
し
て
は
分
か
っ
た
つ
も
り
で
い
た
が
、
今
回
の
古

代
の
人
々
の
、
人
や
物
に
対
す
る
考
え
方
を
、
今
ま
で
よ
り
は

理
解
出
来
た
気
が
す
る
。

エ
ジ
プ
ト
王
の
墓
に
彫
ら
れ
た
「
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
」
や
シ
ュ

メ
ー
ル
人
の
「
シ
ュ
メ
ー
ル
文
字
」
や
、
ク
レ
タ
島
に
現
れ
た

「
線
刻
文
字
」
は
、
何
れ
も
お
よ
そ
三
千
年
ほ
ど
前
に
作
ら
れ

た
文
字
で
あ
る
。
し
か
し
も
う
疾
う
に
日
常
的
に
は
使
わ
れ
な

く
な
っ
た
。

漢
字
は
中
国
の
人
々
の
知
恵
の
集
積
で
あ
る
。

と
は
言
え
わ
た
し
は
臆
病
も
の
な
の
で
、
オ
ド
ロ
オ
ド
ロ
し

い
説
明
を
読
み
続
け
る
の
が
少
し
辛
い
。

「
神
さ
ま
が
く
れ
た
漢
字
た
ち
」
を
読
め
る
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
っ
た
、
「
東
京
羽
化
の
会
」
の
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

２
０
０
９
年
５
月

日
29

東
京
漢
点
字

学
習
会
報
告

東
京
漢
点
字
羽
化
の
会

菅
野
良
之

平
成

年
度

第

回
（
第

回
）
報
告

20

12

24

１

日
時

平
成

年
３
月

日

(

土)

21

21

時

分
～

時

分

18

30

20

33

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

教
材

「
漢
点
字
講
習
用
テ
キ
ス
ト

初
級
編

第
三
回
（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
：
絹

、
季

、
委

、

好

、
姉

、
妹

、
男

、
細

５

学
習
会
内
容

（
１
）

お
知
ら
せ

４
月

日
の
国
際
善
隣
協
会
の
漢
点
字
講
話
参
加
希
望
者
は

24

岡
田
さ
ん
に
連
絡
す
る
。

（
２
）

前
回
の
復
習

・

合
（
リ
と
レ
下
が
り
）
と
、
合
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含

む
文
字
三
つ
。

「
合

」

合
を
含
む
場
合
漢
点
字
２
マ
ス
で
表
す
場
合

は
、
レ
下
が
り
を
使
う
場
合
が
多
い
。

「
給

」

糸
偏
と
レ
下
が
り
。

「
拾

」

手
偏
と
レ
下
が
り
。
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「
答

」

竹
冠
と
レ
下
が
り
。

・
員

（
貝
；
オ
下
が
り
と
口
；
レ
）
と
そ
れ
を
パ
ー
ツ

と
し
て
含
む
文
字
一
つ
。

「
員

」

貝
は
〝
鼎
（
カ
ナ
エ
：

金
属
製
ま
た
は
土

製
の
容
器
で
普
通
は
３
足
）
〟
、
口
は
丸
い
形
を
意
味
し
、
鼎

の
周
り
を
丸
く
囲
ん
だ
形
か
ら
き
て
い
る
。

「
損

」

手
偏
（
テ
；
１
・
２
・
３
・
４
・
５
の
点
）

と
口
で
表
し
、
貝
の
部
分
は
省
略
。

（
３
）
今
回
の
学
習
内
容

テ
キ
ス
ト
第
三
回
、

複
合
文
字
（
１
）

５
．
漢
数
字
お
よ
び
第
１
基
本
文
字
を

部
首
と
し
た
文
字
（
５
）

・
史

（
口
と
人
）
と
、
史
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文

字
。

「
史

」

口
（
レ
、
１
・
２
・
４
・
５
の
点
）
と
人

87
（
ナ
、
１
・
３
の
点
）
で
表
す
。
口
は
サ
イ
。
サ
イ
を
棒
の
先

に
つ
け
振
り
回
し
て
神
に
折
る
。
字
式
は
口
＼
人
。
音
読
み
の

シ
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
史
実
〟
〝
史
跡
〟
〝
郷
土
史
〟

〝
女
工
哀
史
〟
〝
美
術
史
〟
な
ど
が
あ
る
。
旧
字
は
中
・
又

「
使

」
第
２
人
偏
（
４
・
６
の
点
）
二
つ
で
表
す
。

88
字
式
は
人
偏
＋
吏
（
リ
）
。
音
読
み
の
シ
は
漢
・
呉
音
。
訓
読

み
の
〝
し
‐
む
〟
〝
せ
し
‐
む
〟
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
。

熟
語
に
〝
使
者
〟
〝
使
命
〟
〝
使
途
〟
〝
特
使
〟
〝
労
使
〟
な

ど
が
あ
る
。

・
舌

(

口
と
千)

と
舌
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
三
つ
。

「
舌

」
口
（
レ
、
１
・
２
・
４
・
５
の
点
）
と
千

89
（
セ
、
１
・
２
・
４
・
５
・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
千
・

口
。
音
読
み
の
ゼ
ツ
は
呉
音
、
漢
音
に
セ
ツ
が
あ
る
。
熟
語
に

〝
筆
舌
〟
〝
饒
舌
（
ジ
ョ
ウ
ゼ
ツ
）
〟
〝
舌
禍
（
ゼ
ッ
カ
）
〟

〝
猫
舌
〟
〝
舌
の
根
〟
な
ど
。
他
に
〝
百
舌
（
モ
ズ
）
〟
が
あ

る
。

「
活

」
さ
ん
ず
い
（
ニ
、
１
・
２
・
３
の
点
）
と
舌

90
（
千
で
口
の
部
分
は
省
略
）
で
表
す
。
字
式
は
、
さ
ん
ず
い
＋

舌
。
旧
字
は
〝
千
〟
の
部
分
が
〝
干
〟
。
口
は
サ
イ
。
音
読
み

の
カ
ツ
は
漢
音
。
熟
語
に
〝
活
字
〟
〝
活
躍
〟
〝
活
用
〟
〝
活

性
〟
〝
活
版
〟
〝
死
活
〟
な
ど
。
他
の
読
み
と
し
て
〝
独
活

（
ウ
ド
）
〟
が
あ
る
。

「
舎

」
三
角
屋
根
（
リ
、
１
・
２
・
５
）
と
舌
（
口

91
の
部
分
は
省
略
）
で
表
す
。
字
式
は
屋
根
／
土
／
口
。
音
読
み

の
シ
ャ
は
漢
・
呉
音
。
訓
読
み
に
〝
す
て
‐
る
〟
が
あ
る
。
熟

語
に
〝
駅
舎
〟
〝
鳩
舎
〟
〝
牛
舎
〟
〝
舎
利
〟
な
ど
。
他
の
読

み
と
し
て
〝
田
舎
（
い
な
か
）
〟
〝
舎
人
（
と
ね
り
）
〟
が
あ

る
。

「
話

」
言
偏
（
エ
、
１
・
２
・
４
の
点
）
と
舌
（
口

92
の
部
分
は
省
略
）
で
表
す
。
字
式
は
言
偏
＋
舌
。
音
読
み
の
ワ

は
唐
音
。
漢
音
に
カ
と
カ
イ
、
呉
音
に
エ
と
ワ
イ
が
あ
る
。
元

の
意
味
に
、
神
か
ら
ダ
メ
だ
し
さ
れ
悪
口
雑
言
を
吐
く
こ
と
と

い
う
説
が
あ
る
。
熟
語
に
〝
話
法
〟
〝
世
話
〟
〝
対
話
〟
〝
通

話
〟
〝
電
話
〟
〝
童
話
〟
〝
秘
話
〟
〝
実
話
〟
〝
手
話
〟
〝
茶

話
会
〟
〝
裏
話
（
う
ら
ば
な
し
）
〟
〝
噂
話
（
う
わ
さ
ば
な
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し
）
〟
〝
閑
話
（
カ
ン
ワ
）
〟
〝
四
方
山
話
（
よ
も
や
ま
ば
な

し
）
〟
な
ど
が
あ
る
。

平
成

年
度

第
１
回
（
第

回
）
報
告

21

25

１

日
時

平
成

年
４
月

日(

土)

時

分
～

時

分

21

18

18

30

20

35

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
三
回
（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
：
絹

、
季

、
委

、
好

姉

、
妹

、
男

、
細

５

学
習
会
内
容

（
１
）

お
知
ら
せ

①

『
う
か
第

号

２
０
０
９
年
４
月
』
配
布

73

②

竹
井
さ
ん
所
属
「
こ
う
ば
こ
の
会
」
の
春
季
公
演

４
月

日
午
後
１
時
開
場

25

場
所
は
東
京
都
障
害
者
福
祉
会
館
２
階
教
室

（
港
区
芝
５
‐

‐
２
）

18

③

４
月

日
「
国
際
善
隣
協
会
」
に
お
け
る
岡
田
さ
ん
の

24

漢
点
字
に
関
す
る
講
話

（
２
）

前
回
の
復
習

・
史

（
口
と
人
）
と
、
史
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
。

「
史

」
、
「
使

」

・
舌

(

口
と
千)

と
舌
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
三
つ
。

「
舌

」
蛇
の
舌
の
よ
う
に
先
が
二
つ
に
分
か
れ
、

よ
く
動
く
と
い
う
の
が
元
の
意
味
。

「
活

」
舌
の
部
分
は
、
針
を
サ
イ
（
口
）
に
突
き

刺
す
様
が
元
の
意
味
。

「
舎

」
旧
字
の
「
舍
」
か
ら
、
三
角
屋
根
の
下
に

舌
の
漢
点
字
を
当
て
た
。

「
話

」
人
の
悪
口
を
言
う
こ
と
か
ら
き
た
文
字
。

（
３
）
今
回
の
学
習
内
容

テ
キ
ス
ト
第
三
回
、

複
合
文
字
（
１
）

５
．
漢
数
字
お
よ
び
第
１
基
本
文
字
を

部
首
と
し
た
文
字
（
５
）

・
口

（
レ
、
１
・
２
・
４
・
５
の
点
）
を
含
む
が

漢
点
字
符
号
に
反
映
さ
れ
な
い
文
字
。

「
絹

」
糸
（
イ
、
１
・
２
の
点
）
と
月
（
１
・
５
の

93
点
）
で
表
し
、
口
は
省
略
。
口
は
丸
い
口
、
月
は
虫
で
口
か
ら

糸
を
出
し
て
い
る
意
味
が
あ
る
。
字
式
は
糸
＋
口
／
月
。
音
読

み
の
ケ
ン
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
人
絹
〟
〝
絹
漉
し
（
き
ぬ

ご
‐
し
）
〟
〝
絹
目
〟
〝
生
絹
（
キ
ギ
ヌ
：
生
糸
で
織
っ
た
絹

布
。
ス
ズ
シ
：
生
糸
の
織
物
で
練
っ
て
い
な
い
も
の
、
の
二
つ

が
あ
る
。
）
〟
人
名
に
〝
人
見
絹
枝
（
ひ
と
み
き
ぬ
え
。
１
９

２
８
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
８
０
０
ｍ
の

２
位
。
日
本
初
の
女
性
メ
ダ
リ
ス
ト
。
１
９
０
７
～
３
１
）
〟

６
．
漢
数
字
お
よ
び
第
１
基
本
文
字
を

部
首
と
し
た
文
字
（
６
）

「
季

」
ノ
木
（
ノ
、
２
・
３
・
４
の
点
）
と
子

94
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（
コ
、
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
ノ
木
／
子
。
ノ

木
が
上
に
あ
る
場
合
は
、
穀
物
も
穂
を
帽
子
に
つ
け
、
収
穫
を

祝
う
舞
を
踊
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
舞
う
の
は
村
長
の
末
の

子
ど
も
で
そ
こ
か
ら
〝
す
え
〟
の
読
み
が
生
ま
れ
た
。
音
読
み

の
キ
は
漢
・
呉
音
。
訓
読
み
に
〝
と
き
、
と
し
、
ひ
で
〟
が
あ

る
。
熟
語
に
〝
年
季
〟
〝
季
刊
〟
〝
乾
季
〟
〝
季
月
〟
な
ど
が

あ
る
。

＊

女

（
フ
、
１
・
３
・
４
・
６
の
点
）
を

パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
四
つ
。

「
委

」
ノ
木
（
ノ
、
２
・
３
・
４
の
点
）
と
女

95
（
フ
、
１
・
３
・
４
・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
ノ
木
／

女
。
収
穫
を
祝
う
舞
を
女
性
が
踊
る
と
い
う
意
味
か
ら
発
し
て

い
る
。
音
読
み
の
イ
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
委
員
〟
〝
委
細

〟
〝
委
棄
（
イ
キ
）
〟
〝
委
託
〟
〝
委
曲
（
イ
キ
ョ
ク
、
ツ
バ

ラ
、
ツ
ブ
ツ
ブ
：

詳
し
い
さ
ま
）
〟
な
ど
が
あ
る
。
他
に
〝

漢
委
奴
国
（
か
ん
の
わ
の
な
の
く
に
）
〟
が
あ
る
。

「
好

」
子
（
コ
、
２
・
４
・
６
の
点
）
と
女
（
フ
、

96
１
・
３
・
４
・
６
の
点
）
で
表
す
。
女
と
子
で
表
す
と
漢
点
字

で
は
別
の
字
「
娯
」
と
な
る
。
字
式
は
女
＋
子
。
音
読
み
の
コ

ウ
は
漢
・
呉
音
。
訓
読
み
の
名
前
で
〝
よ
し
〟
。
熟
語
に
〝
好

評
〟
〝
好
機
〟
〝
好
物
〟
〝
好
色
〟
〝
好
調
〟
〝
お
好
み
焼
き

〟
〝
好
奇
心
〟
〝
好
事
（
コ
ウ
ズ
）
〟
な
ど
多
数
。

「
姉

」
女
（
フ
、
１
・
３
・
４

６
の
点
）
と
市

97

（
シ
、
１
・
２
・
５
・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
女
＋
市
。

音
読
み
の
シ
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
従
姉
（
ジ
ュ
ウ
シ
、
年

上
の
女
の
い
と
こ
）
〟
な
ど
。

「
妹

」
女
（
フ
、
１
・
３
・
４
・
６
の
点
）
と
未
で
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表
す
。
字
式
は
女
＋
未
。
熟
語
に
〝
令
妹
（
レ
イ
マ
イ
：
他
人

の
妹
の
尊
語
）
〟
〝
妹
背
（
イ
モ
セ
：
愛
し
合
う
男
女
、
妹
と

兄
、
姉
と
弟
）
〟
〝
吾
妹
（
ワ
ギ
モ
：
男
性
が
女
性
を
親
し
ん

で
呼
ぶ
語)

〟
。
人
名
に
〝
小
野
妹
子(

オ
ノ
ノ
イ
モ
コ
：

聖

徳
太
子
が
命
じ
た
遣
隋
使
）
〟
前
の
姉
と
合
わ
せ
、
〝
従
姉
妹

（
イ
ト
コ
）
〟
〝
十
姉
妹
（
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
）
〟
な
ど
が
あ

る
。＊

田

（
タ
、
１
・
３
・
５
の
点
）
を

パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
四
つ
。

「
男

」
田
と
力
（
ヌ
、
１
・
３
・
４
の
点
）
で
表

99
す
。
字
式
は
田
／
力
。
田
畑
で
力
を
出
し
て
働
く
男
を
表
す
。

音
読
み
の
ダ
ン
は
漢
音
、
ナ
ン
は
呉
音
。
訓
読
み
に
〝
お
の
こ
〟

名
前
に
使
う
〝
お
〟
が
あ
る
。
熟
語
に
〝
男
爵
〟
〝
下
男
〟

〝
男
雛
（
オ
ビ
ナ
）
〟
〝
色
男(

い
ろ
お
と
こ)

〟
〝
男
色
（
ダ

ン
シ
ョ
ク
）
〟
〝
東
男
（
あ
ず
ま
お
と
こ
）
〟
〝
女
尊
男
卑
〟

〝
善
男
善
女
〟
〝
男
郎
花
（
お
と
こ
え
し
、
オ
ミ
ナ
エ
シ
科
の

多
年
草
）
〟
〝
男
前
（
お
と
こ
ま
え
）
〟
地
名
に
〝
男
鹿
（
お

が
）
〟
〝
男
体
山
（
な
ん
た
い
さ
ん
）
〟
な
ど
多
数
あ
る
。

－ ２３ －



見
果
て
ぬ
夢
を
（
十
六
）

山

本

優

子

十
五

第
一
回
卒
業
式

孝
之
進
の
働
き
が
拡
大
し
、
一
般
の
新
聞
で
も
紹
介
さ
れ
る

こ
と
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
点
字
や
盲
教
育
の
こ
と
を
心
に
留

め
る
人
た
ち
も
徐
々
に
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
が
、
六
光
社
と

訓
盲
院
の
経
済
的
困
難
は
、
ひ
ど
く
な
る
一
方
だ
っ
た
。
そ
ん

な
孝
之
進
た
ち
の
苦
闘
を
見
る
に
見
か
ね
た
援
助
者
た
ち
の
助

け
が
あ
り
、
訓
盲
院
は
明
治
四
十
一
年
春
、
校
舎
を
加
納
町

（
か
の
う
ち
ょ
う
）
一
丁
目
の
衛
生
院
（
病
院
）
跡
に
移
転
し

た
。
敷
地
四
百
坪
（
千
三
百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）
、
建
坪
百

二
十
坪
（
三
百
九
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル
）
も
あ
っ
た
。

二
階
建
て
本
館
は
事
務
室
、
教
室
、
職
員
室
、
食
堂
に
当
て

ら
れ
、
別
館
の
病
室
だ
っ
た
部
屋
十
室
（
六
畳
敷
一
階
二
階
に

五
部
屋
ず
つ
）
は
、
小
学
部
児
童
と
苦
学
生
の
寄
宿
舎
と
さ
れ

た
。
ま
た
、
六
光
社
は
と
う
と
う
引
き
払
っ
て
本
館
の
一
室
に

併
設
し
た
。
職
員
も
六
名
と
な
り
院
舎
も
整
い
、
訓
盲
と
出

版
、
つ
ま
り
学
校
教
育
と
社
会
教
育
に
貢
献
す
る
学
園
の
形
が

整
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
孝
之
進
は
著
し
い
体
調
不
良

の
た
め
、
こ
れ
以
上
働
き
続
け
ら
れ
な
い
の
を
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
母
や
増
江
に
さ
え
、
具
合
が
悪
い
の
を
見
せ
な
い
よ

う
、
が
ん
ば
り
通
し
て
し
ま
う
孝
之
進
だ
っ
た
が
、
時
々
あ
ま

り
の
疲
労
に
昼
間
崩
れ
る
よ
う
に
横
に
な
り
、
し
ば
ら
く
動
け

な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
周
り
の
誰
も
が
、

「
先
生
、
お
身
体
悪
い
ん
と
ち
ゃ
い
ま
す
か
」

と
、
言
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
九
〇
八
年
（
明
治
四
十
一
年
）
の
秋
。
明
け
方
突
然
孝
之

進
は
、
喀
血
し
た
。
増
江
は
、
慌
て
ふ
た
め
い
て
、
医
師
を
呼

び
に
走
っ
た
。
こ
れ
で
胸
を
病
ん
で
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し

た
。
医
師
は
肋
膜
炎
と
言
っ
た
が
、
孝
之
進
に
は
、
自
分
の
病

状
が
よ
く
理
解
で
き
た
。
増
江
や
訓
盲
院
の
院
生
、
職
員
た
ち

か
ら
離
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
孝
之
進
は
断
腸
の
思
い

で
、
決
心
し
た
。
医
師
の
勧
め
を
受
け
入
れ
、
明
石
大
蔵
谷

（
あ
か
し
お
お
く
ら
だ
に
）
の
「
長
寿
院
（
ち
ょ
う
じ
ゅ
い

ん
）
」
と
い
う
療
養
所
に
移
り
療
養
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ

で
祈
り
つ
つ
院
務
に
あ
た
り
、
「
あ
け
ぼ
の
」
の
編
集
も
続
け

る
日
々
が
続
い
た
。
加
藤
儀
平
は
院
と
院
長
の
間
の
連
絡
係
り

を
勤
め
た
。

「
あ
け
ぼ
の
」
の
抜
き
刷
り
な
ど
を
届
け
る
と
、
孝
之
進
の
声

は
明
る
く
な
る
。

－ ２４ －



「
し
っ
か
り
や
っ
て
く
れ
て
い
る
な
。
神
の
支
え
が
あ
る
よ

う
に
」

と
、
孝
之
進
は
、
儀
平
を
励
ま
す
の
だ
っ
た
。
療
養
中
で
は

あ
っ
て
も
、
元
気
な
う
ち
は
儀
平
を
海
岸
に
連
れ
て
い
き
水
泳

を
教
え
た
り
も
し
た
。

し
か
し
、
療
養
先
の
孝
之
進
の
と
こ
ろ
に
は
米
が
無
い
と

か
、
お
金
が
な
く
て
不
自
由
し
て
い
る
と
い
っ
た
話
が
ど
こ
か

ら
と
も
な
く
院
生
た
ち
に
も
伝
わ
っ
た
。

院
生
た
ち
が
連
れ
立
っ
て
見
舞
い
に
行
く
と
、
孝
之
進
は
笑

顔
で
、
語
る
の
だ
っ
た
。

「
夢
を
、
幻
を
持
っ
て
、
が
ん
ば
る
ん
だ
ぞ
。
き
み
た
ち

は
、
盲
人
界
の
未
来
を
創
り
つ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
な
」

一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
年
）
春
、
第
一
回
の
卒
業
式
が

執
り
行
わ
れ
た
。
安
藤
周
作
（
あ
ん
ど
う

し
ゅ
う
さ
く
）
、

天
野
文
蔵
（
あ
ま
の

ぶ
ん
ぞ
う
）
、
加
藤
儀
平
の
三
人
の
卒

業
生
を
社
会
に
送
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
晴
れ
の
日
に

参
加
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
孝
之
進
は
、
な
け
な
し
の
金
を
使

っ
て
電
報
を
送
っ
た
。

「
御
国
建
設
の
た
め
、
邁
進
さ
れ
ん
こ
と
を
念
ず
…
…
」

卒
業
式
の
後
、
孝
之
進
の
健
康
状
態
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
て

い
っ
た
。
衰
弱
し
た
姿
を
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
孝
之
進
は
嫌

が
り
、
院
生
以
外
の
見
舞
い
は
断
っ
て
く
れ
と
駄
々
を
こ
ね
る

よ
う
に
増
江
に
言
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
体
調
が
比
較
的
よ
い
日

は
正
座
し
て
増
江
と
共
に
心
を
注
ぎ
だ
し
て
祈
る
時
間
を
持
っ

て
い
た
が
、
そ
れ
も
難
し
く
な
っ
て
い
き
、
一
日
中
床
に
つ
い

て
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
増
江
は
毎
日
の
よ
う
に
孝
之
進

に
手
を
置
い
て
一
心
に
病
の
癒
し
を
祈
っ
た
。
そ
ん
な
時
の
孝

之
進
は
心
地
よ
さ
そ
う
に
目
を
つ
ぶ
り
、
う
つ
ら
う
つ
ら
し
な

が
ら
祈
り
に
心
を
あ
わ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
最
後
に
か
す
か
な

声
で
「
ア
ー
メ
ン
」
と
言
う
の
だ
っ
た
。

夏
前
に
、

「
半
年
ほ
ど
療
養
し
た
ら
、
訓
盲
院
の
方
に
顔
を
出
し
た

い
。
祈
っ
て
欲
し
い
」

と
い
う
内
容
の
手
紙
を
増
江
に
代
筆
さ
せ
て
訓
盲
院
関
係
者

に
宛
て
て
し
た
た
め
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
院
生
た
ち
の
見
舞
い

も
断
り
、
「
あ
け
ぼ
の
」
の
原
稿
を
校
正
す
る
こ
と
も
や
め

た
。同

年
十
一
月
十
一
日
、
冬
を
思
わ
せ
る
寒
さ
が
や
っ
て
き
た

朝
だ
っ
た
。
長
寿
院
で
増
江
と
母
千
代
に
看
取
ら
れ
な
が
ら
、

孝
之
進
は
眠
る
よ
う
に
召
天
し
た
。
三
十
九
歳
だ
っ
た
。

増
江
は
、
後
に
人
に
語
っ
た
。

「
あ
の
人
、
夢
を
見
な
が
ら
天
国
に
旅
立
っ
て
い
っ
た
み
た

い
で
し
た
」

－ ２５ －



(横－１） － ２６ －

漢点字講習用テキスト

初級編 第十五回

３ 複合文字 （１）

４．漢数字および第一基本文字を部首とした文字 （６）

※ 「口 」を部首として含む文字（続き）。

・「合 」と、それを部首として含む文字三つ（続き）。

（８４） 答 トウ こたえ こた‐える

「竹 冠」の下に「合 」を置いた形の文字です。竹でできたフタ

が、容器にぴたりと合っていることを表していると言われます。そこか

ら、相手の問いに対する〝こたえ〟の意味が生じました。相手に対する

返事、質問に対する答え、計算や問題の答えを意味します。漢点字では、

「 （竹冠）」と「 （合 ）」で表されます。

「答案」「解答」「回答」「応答」「返答」「ご名答」

・「員 」と、それを部首として含む文字一つ。

（８５） 員 イン エン

「口 」の下に「貝 」の置かれた形の文字です。元は、カナエの周

りを丸く取り囲んだ形から始まったもので、〝まるい〟という意味が含

まれています。現在では、人の数、ある枠内にいる人という意味で用い

られます。また、一定の幅の意味も表します。漢点字では上下を逆にし

て、「 （貝）」と「 （口）」で表されます。

「員数」「人員」「会員」「社員」「店員」「定員」「団員」「乗員」「復員

軍人」「幅員」

（８６） 損 ソン そこ‐なう そこ‐ねる

「手 偏」の右側に「員 」を置いた形の文字です。「員 」は、

丸い形を意味して、丸い穴を表します。そこから、ものがなくなる、失

われるの意味が生じました。漢点字では、「 （手偏）」と「 （員）」で

表されます。

「損失」「損害」「損益」「損金」「損傷」「破損」「欠損」「大損」



－ ２７ － (横－２）

・「史 」と、それを部首として含む文字一つ。

（８７） 史 シ ふびと ふみ

横長の「口 」に「人 」に似た字の上の縦の線を重ねた形の文字で

す。ただし、「人 」に似た字とは、右側の斜めの線が左側の斜めの線と、

交差した形をしています。この横長の「口 」は、竹の札を束ねて納め

る容器で、「人 」の字に似た形は、それを持っている手を表しています。

この文字は、〝ふびと〟と訓読みしますが、天子の側で、コヨミを作っ

たり、天文による占いを行った官吏のことです。昔は、農業が製産の大

部分を占めていましたので、自然の運行を見定めることが、政治の中心

だったからです。時代が下って、〝ふみ〟と読むのは、歴史書のことを

指します。中国では、一つの王朝の歴史書を編むことが、その国にとっ

て、最も大きな事業でした。〝ふびと〟は、その編纂にも当たりました。

漢点字では、「 （口）」と「 （人）」で表されます。「人 」に似た形

を、「人 」で表しました。

「史記」「歴史」「世界史」「日本史」

（８８） 使 シ つか‐う つか‐い し‐む せし‐む

「人 偏」の右側に「史 」の上の部分に横線を交差させた形の文

字です。右側は、「史 」と同様の意味の文字で、役人を表します。天

子のツカイのことから、ものを使う、使いにやる、何かをさせる、とい

う意味になりました。漢点字では、「 （人偏）」と「 （史に横線を交

差させた形）」で表されます。「 」は、第二人偏です。

＊ 「使 」の旁は、「吏 」で、〝リ〟と音読する文字です。意

味は、「史 」と同様、役人のことで、〝官吏、吏員〟と用いられます。

詳細は中級編でご紹介します。

「使用」「使役」「大使」「遣唐使」「天使」「使い走り」「お使い物」

・「舌 」と、それを部首として含む文字三つ。

（８９） 舌 ゼツ した

漢数字の「千 」の下に「口 」を置いた形の文字です。この「千

」は、数字ではありません。千の字の形をしていますが、本来は、

〝口の中で動くもの〟という意味を表します。口の中で動くもの、その

シタから発せられる言葉、シタの形をしたもの等々の意味があります。

漢点字では上下が逆になって、「 （口）」と「 （千）」で表されます。

「舌鋒」「弁舌」「毒舌」「長広舌」「滑舌」「竜舌蘭」「舌鼓」「舌舐り」

「舌先三寸」「二枚舌」



－ ２８ － (横－３）

（９０） 活 カツ い‐きる い‐かす い‐ける く‐

らす

「さんずい 」の右側に「舌 」を置いた形の文字です。この「舌

」は、元は〝した〟とは別字でしたが、現在では同じ形が使用され

ています。生き生きと動き回る様子、人の生活する姿を表す文字です。

漢点字では、「 （さんずい）」と「 （舌）」で表されます。

「活動」「活発」「活力」「活気」「活火山」「活魚」「生活」「自活」「快

活」「復活」「活け花」「活け作り」

（９１） 舎 シャ やど いえ やど‐る やど‐す

三角の屋根の形の下に「土 」、その下に「口 」を置いた形の文字で

す。手足をゆったりと伸ばしてくつろげる家、一休みするためのヤドを

意味します。この文字の旧字「舍」は、三角の屋根の下に「舌 」に

似た字を置いた形の文字です。漢点字ではその旧字の形に倣って、「 （三

角屋根）」と「 （舌）」で表されます。

「舎監」「舎館」「寄宿舎」「官舎」「兵舎」「厩舎」

（９２） 話 ワ はな‐す はなし

「言 偏」の右側に「舌 」を置いた形の文字です。「舌 」は、

本来はシタとは別字でしたが、現在では同じ形です。口を開いてはなす、

勢い付いてはなす、はなしをする、物語をはなす、あるいは言葉一般を

指す文字です。漢点字では、「 （言偏）」と「 （舌）」で表されます。

「話芸」「話題」「話術」「会話」「談話」「神話」「民話」「説話」「寓話」

「逸話」「話し上手」「話し好き」「昔話」「夜話」

・「口 」を部首として含んでいて、漢点字の符号に反映されていない

文字一つ。

（９３） 絹 ケン きぬ

左側に「糸 偏」、右側に、上に「口 」、下に「月 」を置いた形の

文字です。蚕の繭から取った糸のことです。右側の「口 」は、丸い形

の繭を象ったもので、その下の「月 」は「肉 」、つまり繭の中にいる

サナギを表しています。漢点字では、「 （糸）」と「 （月）」で表され

ます。「口 」は省略されます。

「絹糸」「絹布」「正絹」「人絹」「生絹」「練絹」「絹織物」



ご
報
告
と
ご
案
内

一

国
際
善
隣
協
会
で
、
漢
点
字
の
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

去
る
四
月
二
四
日
（
金
）
、

：

～

：

、
国
際
善
隣

13

30

15

00

会
館
五
階
会
議
室
で
、
漢
点
字
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

前
号
・
前
々
号
で
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
横
浜

国
立
大
学
の
村
田
忠
禧
先
生
の
ご
推
薦
で
、
社
団
法
人
・
国
際

善
隣
協
会
（
〒1

0
5
-
0
0
0
4

東
京
都
港
区
新
橋
一
‐
五
‐
五
、
℡

0
3
-
3
5
7
3
-
3
0
5
1

（
代
表
）
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t
t
p
:
/
/
w
w
w

．k
o
k
u
s
a
i
z

e
n
r
i
n

．c
o
m
/

）
で
、
漢
点
字
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

「
漢
点
字
と
日
中
友
好
」
と
い
う
演
題
で
お
話
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、
私
（
岡
田
）
は
、
中
国
の
事
情
は
全
く
存
じ

上
げ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
村
田
先
生
に
、
大
い
に
助
け
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
先
生
の
お
話
か
ら
、
現
在
の
中
国
の
情
況
を
知

る
と
、
触
読
文
字
と
し
て
の
漢
字
の
体
系
を
、
中
国
の
視
覚
障

害
者
の
皆
さ
ん
に
お
見
せ
で
き
る
時
が
、
早
く
訪
れ
る
こ
と
を

期
待
す
る
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

善
隣
協
会
の
皆
様
は
、
漢
字
を
触
読
文
字
で
あ
る
点
字
で
表

す
と
い
う
試
み
に
つ
い
て
は
、
全
く
初
め
て
触
れ
ら
れ
た
ご
様

子
で
し
た
が
、
ご
質
問
も
沢
山
い
た
だ
き
、
関
心
を
お
寄
せ
い

た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
可
能

で
あ
れ
ば
、
文
化
交
流
の
一
つ
と
し
て
、
中
国
の
皆
さ
ん
に
漢

点
字
を
ご
紹
介
で
き
る
機
会
を
お
与
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
に

存
じ
ま
す
。

当
日
は
、
日
本
漢
点
字
協
会
の
川
上
リ
ツ
エ
会
長
も
駆
け
つ

け
て
下
さ
い
ま
し

た
。
そ
し
て
東
京

と
横
浜
の
本
会
の

会
員
も
、
多
数
ご

来
場
下
さ
い
ま
し

た
。
ま
た
お
手
伝

い
も
い
た
だ
き
ま

し
た
。
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

当
日
の
模
様
を

録
音
し
て
、
本
誌

の
前
号
・

号
の

73

D
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I
S
Y

版
と
と
も

に
、D

A
I
S
Y

の
読

者
の
皆
様
に
お
届

け
致
し
ま
し
た
。

善
隣
協
会
の
皆

様
、
村
田
先
生
、

簡単な漢点字の形を説明しながら講演する岡田さん

－ ２９ －



誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
漢
点
字
の
運
動
が
、
日
中

友
好
に
お
役
に
立
て
れ
ば
、
こ
の
上
な
い
慶
び
で
す
。

二

毎
日
新
聞
様
に
取
材
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

昨
年
暮
れ
か
ら
約
半
年
間
に
渡
っ
て
、
毎
日
新
聞
様
に
、
本

会
の
活
動
を
、
取
材
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
六
月
十
一

日
の
朝
刊
「
福
祉
ナ
ビ
」
に
、
記
事
と
し
て
掲
載
さ
れ
ま
し

た
。
直
ち
に
本
誌
に
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
一
読

下
さ
い
。

有
田
浩
子
さ
ん
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
四
年
前

・
二
〇
〇
五
年
の
七
月
で
し
た
。
東
京
で
も
羽
化
の
会
の
活
動

を
始
め
た
い
と
考
え
、
各
紙
に
会
員
の
募
集
記
事
の
掲
載
を
お

願
い
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
毎
日
新
聞
様
だ
け
が
、
直
接
取
材

し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
他
紙
は
、
電
話
で
用
件
を
お
伝
え
す
る

に
留
ま
り
ま
し
た
。

取
材
に
訪
れ
ら
れ
た
の
が
有
田
さ
ん
で
、
二
時
間
を
超
え
る

取
材
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
東
京
の
活
動
が
成

り
立
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
は
「
常
用
字
解
」
漢
点
字
版
の
完
成
に
よ
っ
て
、
視
覚

障
害
者
と
漢
字
が
よ
り
近
し
く
な
っ
た
こ
と
、
横
浜
で
も
東
京

で
も
、
漢
点
字
の
学
習
会
を
開
催
し
て
い
る
こ
と
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
会
員
の
熱
心
な
活
動
で
、
漢
点
字
で
読
ん
で
初
め
て
鑑
賞

し
得
る
書
物
の
漢
点
字
訳
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
を
お

話
し
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
じ
っ
く
り
日
を
か
け
て
取
材
し
て

下
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

四
月
二
四
日
の
善
隣
協
会
で
の
お
話
に
も
お
越
し
下
さ
り
、

漢
点
字
の
パ
タ
ー
ン
を
直
接
ご
覧
い
た
だ
け
た
こ
と
で
、
ご
不

明
な
点
が
明
ら
か
に
で
き
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
ま
し

た
。取

材
は
東
京
が
中
心
に
な
り
ま
し
た
が
、
活
動
の
内
容
は
、

横
浜
の
活
動
も
取
り
上
げ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

有
田
さ
ん
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
と

も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

三

音
訳
媒
体
の
変
更

本
誌
前
号
・

号
の
音
訳
版
か
ら
、
媒
体
を
カ
セ
ッ
ト
テ
ー

73

プ
か
ら
、D

A
I
S
Y

に
変
更
致
し
ま
し
た
。
音
訳
者
の
皆
さ
ん
、

D
A
I
S
Y

製
作
に
携
わ
っ
て
下
さ
る
皆
さ
ん
、
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。四

漢
点
字
講
習
会

漢
点
字
の
学
習
会
も
、
横
浜
で
は
七
年
目
、
東
京
で
は
三
年

目
に
入
り
ま
し
た
。

毎
日
新
聞
の
有
田
さ
ん
も
、
東
京
の
会
に
二
度
ほ
ど
お
越
し

に
な
り
、
受
講
者
の
皆
さ
ん
の
熱
心
さ
に
、
心
打
た
れ
た
ご
様

子
で
し
た
。

ご
参
加
を
ご
希
望
の
方
は
、
い
つ
で
も
結
構
で
す
、
お
声
を

お
か
け
下
さ
い
。

－ ３０ －
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▼
入
梅
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
地

球
温
暖
化
の
影
響
で
し
ょ
う
か
、
こ

の
梅
雨
の
季
節
も
、
年
々
不
規
則
な

形
で
や
っ
て
き
ま
す
。
ど
う
や
ら
今
年
は
、
沖
縄
が
そ
の
標
的

に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
、
い
つ
ま
で
も
強
い
梅
雨
前
線
が
沖

縄
に
張
り
付
い
て
大
雨
を
降
ら
せ
て
い
ま
す
▼
我
々
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
仲
間
に
も
、
体
調
を
く
ず
し
た
り
、
そ
の
他
の
事
情
で

活
動
が
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
と
い
う
、
困
難
な
問
題
が
出

始
め
て
い
ま
す
。
ず
っ
と
「
漢
文
の
ペ
ー
ジ
」
で
、
漢
文
の
例

文
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
担
当
者
が
ど
う
し
て
も
継

続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
、
代
わ
り
の
担
当
者

が
見
つ
か
る
ま
で
、
し
ば
ら
く
「
漢
文
」
は
お
休
み
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
▼
先
日
の
岡
田
代
表
に
よ
る
善
隣
協
会
で
の
講

演
会
で
は
、
与
え
ら
れ
た
短
い
時
間
の
中
で
、｢
漢
点
字｣

を
ど

う
伝
え
て
い
く
か
と
、
岡
田
さ
ん
は
苦
慮
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

非
常
に
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
、
漢
点
字
に
つ
い
て
の
話
を
聞

く
始
め
て
の
人
た
ち
に
も
十
分
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の

と
思
い
ま
す
▼
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、
横
浜
市
も
神
奈
川
県
も
財

政
難
で
、
小
誌
の
発
行
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
神
奈

川
県
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
印
刷
機
も
、
無
料
部
分
が
完
全
に

な
く
な
っ
て
、
す
べ
て
有
料
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
発

行
の
費
用
も
そ
れ
な
り
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
会
の
財
政
は
、

今
す
ぐ
危
機
的
な
状
態
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
賛
助
会
費
等
に
つ
い
て
、
更
に
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
た
い
と
い
う
の
が
、
偽
ら
ぬ
本
音
で
す
。
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