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漢
点
字
の
散
歩
（
十
四
）

岡
田

健
嗣

五

点

字

【
余
談
】

こ
の
間
何
冊
か
の
本
を
読
ん
だ
。

「
英
語
点
字
」
を
三
回
、
「
ド
イ
ツ
語
点
字
」
を
一
回
分
書

い
て
、
そ
の
都
度
考
え
る
の
が
、
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
で
あ

っ
た
。
拙
稿
で
私
は
、
「
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
と
い
う
概

念
を
仮
想
し
た
。

ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
創
案
し
た
点
字
が
欧
米
各
国
に
伝
播
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
に
あ
っ
た
体
系
に
仕
上
げ
ら
れ
た
が
、

ブ
ラ
イ
ユ
が
作
っ
た
の
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
二
六
文
字
と
句
読

符
号
、
そ
し
て
引
用
符
な
ど
の
文
章
記
号
で
あ
っ
た
。
が
残
念

な
が
ら
こ
れ
だ
け
で
は
、
触
読
す
る
に
は
使
用
者
の
満
足
を
得

ら
れ
な
か
っ
た
。
各
国
の
言
語
に
マ
ッ
チ
し
た
、
触
読
し
易
い

点
字
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ア
ル
フ

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
。

ァ
ベ
ッ
ト
の
概
念
を
拡
張
し
、
音
節
を
点
字
符
号
の
文
字
と

し
、
さ
ら
に
単
語
の
綴
り
を
簡
略
化
す
る
と
い
っ
た
工
夫
が
な

さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
工
夫
は
、
英
語
に
せ
よ
ド
イ
ツ
語
に
せ

よ
、
そ
れ
ぞ
れ
語
学
上
の
解
析
が
試
み
ら
れ
て
、
初
め
て
叶
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
一
冊
の
本
が
あ
る
。
今
年
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る

「
プ
ル
ー
ス
ト
と
イ
カ

読
書
は
脳
を
ど
の
よ
う
に
変
え
る
の

か
？
」
（
メ
ア
リ
ア
ン
・
ウ
ル
フ
著

小
松
淳
子
訳
、
イ
ン
タ

ー
シ
フ
ト
）
で
あ
る
。
同
書
は
、
文
字
を
読
む
と
い
う
行
為

が
、
人
の
脳
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
来
た
か
、
に
つ
い
て
分
析

し
て
い
る
。
脳
の
活
動
電
位
の
分
布
や
変
化
を
通
し
て
、
読
書

と
い
う
言
語
作
用
が
脳
の
言
語
野
を
大
き
く
拡
張
す
る
様
態
を

見
出
し
て
、
視
覚
言
語
で
あ
る
文
字
を
、
見
直
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
も
の
ら
し
い
。

同
書
の
前
三
分
の
一
は
、
考
古
学
上
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、

文
字
の
発
生
か
ら
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
成
立
ま
で
を
追
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
極
め
て
興
味
深
い
記
述
が
あ
っ
た
。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
の
発
生
は
、
シ
ュ
メ
ー
ル
文
字
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
ギ
リ
シ
ア
文
字
の
成
立
ま
で
に
数

千
年
を
要
し
て
い
る
。
し
か
も
ギ
リ
シ
ア
文
字
に
直
接
繋
が
る

文
字
は
、
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
欧
米
の
考
古
学

・
言
語
学
界
で
は
、
ま
だ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
概
念
が
、
確
定

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

－ 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

子
音
と
母
音
（
音
素
）
を
表
す
も
の
で
、
現

在
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
直
結
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
以
前
の
文
字
は
、
時
代
に
よ

っ
て
も
場
所
に
よ
っ
て
も
違
う
が
、
音
素
よ

り
も
む
し
ろ
音
節
を
指
示
し
て
い
る
と
い

う
。
数
も
膨
大
だ
。

そ
こ
で
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
を
「
音
素
」
を
表
す
文
字
符
号
と

し
て
見
る
見
方
を
採
っ
て
み
る
。
す
る
と
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
成
立
は
ギ
リ
シ
ア
文
字
ま

で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
音
節
文

字
も
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
祖
型
と
し
て
容
認

し
て
見
る
と
、
現
在
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
へ

の
移
行
を
ど
の
時
点
と
見
る
か
が
問
わ
れ
て

来
る
。
つ
ま
り
古
代
文
字
と
ギ
リ
シ
ア
文
字

と
の
断
絶
（
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
）
の
部
分

が
発
見
さ
れ
れ
ば
解
決
さ
れ
る
の
だ
が
、
現

時
点
で
ど
う
考
え
る
か
は
、
議
論
百
出
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
私
に
は
、
古

代
文
字
と
ギ
リ
シ
ア
文
字
と
を
結
ぶ
文
字
が

見
つ
か
れ
ば
、
全
て
が
は
っ
き
り
す
る
か
ど

う
か
疑
問
で
あ
る
の
だ
が
…
。
）

こ
の
話
か
ら
私
に
大
変
面
白
く
思
え
た
の

は
、
現
在
ご
紹
介
中
の
英
語
・
ド
イ
ツ
語
の

－ ２ －



点
字
の
成
立
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
反
対
の
道
筋
を
辿
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
あ
る
。
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
は
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
と
句
読
符
号
を
創
案
し
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
を
受
け
て

触
読
の
便
宜
を
は
か
る
目
的
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
準
ず
る
音

素
符
号
を
、
次
に
一
マ
ス
で
表
す
音
節
符
号
を
、
そ
し
て
一
マ

ス
・
二
マ
ス
の
符
号
で
単
語
を
表
し
、
最
後
に
縮
字
・
縮
語
が

考
案
さ
れ
て
、
現
在
の
体
系
が
成
立
し
た
。
英
語
点
字
と
ド
イ

ツ
語
点
字
は
、
構
成
上
多
少
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的

に
構
造
を
共
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
概

念
は
、
極
め
て
流
動
性
に
富
ん
で
い
る
と
見
て
よ
さ
そ
う
だ
。

そ
し
て
同
書
を
読
ん
で
も
う
一
つ
感
じ
た
の
は
、
欧
米
人
の

考
え
方
の
基
本
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
強
固
な
信
任

と
自
信
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
六
文
字
と
い
う
、
極
め

て
少
な
い
文
字
で
、
全
て
の
言
語
を
書
き
表
せ
る
と
い
う
こ
の

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
、
最
高
度
に
進
化
し
た
、
最
も
優
れ
た
文

字
だ
と
い
う
強
固
な
信
念
が
、
一
貫
し
て
い
る
と
読
め
た
。

た
と
え
ば
日
本
語
の
カ
ナ
文
字
に
つ
い
て
は
、
「
漢
字
で
表

せ
な
い
日
本
語
固
有
の
文
物
を
表
す
た
め
に
作
ら
れ
た
音
節
文

字
」
で
あ
る
と
す
る
だ
け
で
、
日
本
語
の
表
記
が
漢
字
仮
名
交

じ
り
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
の
構
造
主
義
哲
学
者
は
、
「
日
本
人
は
、
漢
字

に
カ
ナ
で
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
積
も
り
だ
が
、
本
当
は
カ
ナ
に

漢
字
で
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
。

さ
す
が
で
あ
る
。

文
芸
評
論
家
の
柄
谷
行
人
氏
は
、
明
治
時
代
の
「
言
文
一

致
」
運
動
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
欧
米
か
ら
大
量
に
文
物
が
流
入
し

た
。
そ
の
中
に
言
葉
が
あ
っ
た
。
欧
米
の
書
き
言
葉
は
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
で
表
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
言
葉
の
音
を
、
視
覚
的
な

記
号
に
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
れ
が
独
り
歩

き
し
て
、
欧
米
の
書
き
言
葉
は
、
話
し
言
葉
を
そ
の
ま
ま
文
字

に
定
着
し
た
も
の
だ
と
い
う
見
解
に
辿
り
着
い
た
。
だ
か
ら
欧

米
の
言
葉
は
整
理
さ
れ
、
効
率
的
で
あ
っ
て
、
無
駄
が
な
く
優

れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
に
引
き
替
え
日
本
語
は
、
話
し
言
葉
と

書
き
言
葉
が
離
れ
過
ぎ
て
い
る
か
ら
、
非
効
率
で
遅
れ
て
い

る
。
話
し
言
葉
の
音
を
表
す
文
字
で
、
書
き
言
葉
も
表
さ
れ
る

べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
そ
の
運
動
の
発
端
だ
っ
た
と
い
う

（
「
日
本
近
代
文
学
の
起
源
」
）
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
へ
の
大
き
な
誤
解
と
、
先
進
諸
国
へ
の
圧
倒
的
な

劣
等
意
識
と
、
国
際
競
争
へ
の
言
い
知
れ
ぬ
不
安
が
導
い
た
も

の
と
言
っ
て
よ
い
。
一
般
論
と
し
て
は
、
明
治
四
十
年
代
に
は

「
言
文
一
致
体
」
が
完
成
し
て
、
そ
の
後
の
日
本
語
の
表
記

は
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

柄
谷
氏
は
、
「
言
文
一
致
体
と
い
う
、
新
た
な
文
体
が
創
出
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
言
と
文
が
一
致
し
た
の
で
は
な
い
」
と
言

わ
れ
る
。
欧
米
の
書
き
言
葉
も
、
決
し
て
話
し
言
葉
を
そ
の
ま

ま
文
字
に
定
着
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
書
く
」
と
い
う
意
識

の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
、
我
が
国
の
文
章

－ ３ －



と
変
わ
り
は
な
い
と
言
わ
れ
る
。

加
え
て
氏
は
、
西
欧
の
言
語
は
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
発
音
が
文

字
に
優
先
し
て
い
て
、
文
字
は
言
語
の
音
を
記
号
化
し
た
も
の

に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
た
め
に
文
字
の
機
能

は
、
音
声
言
語
を
保
障
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と

言
わ
れ
る
。
日
本
語
と
そ
の
表
記
を
欧
米
の
考
え
方
で
理
解
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
破
綻
す
る
と
言
わ
れ
る
。

さ
て
点
字
に
関
し
て
言
え
ば
、
現
在
も
「
言
文
一
致
」
以
前

の
情
況
が
続
い
て
い
る
。
拙
稿
で
は
、
欧
米
の
点
字
が
、
言
語

学
上
の
検
討
を
経
た
後
に
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
成

立
し
た
こ
と
を
明
か
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
我
が
国
の
従
来
の
点
字
は
、
極
め
て
心
許
な
い
情
況
に
置

か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
現
在
で
も
、
カ
ナ
文

字
だ
け
の
表
記
に
甘
ん
じ
て
、
日
本
語
の
表
記
の
基
本
で
あ
る

漢
字
仮
名
交
じ
り
法
を
、
触
読
文
字
に
実
現
し
よ
う
と
い
う
動

き
は
、
公
式
に
は
全
く
な
い
。
唯
一
漢
点
字
の
運
動
だ
け
が
、

そ
の
非
力
に
も
関
わ
ら
ず
、
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２

ド
イ
ツ
語
点
字
（
２
）

＊

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
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
。

③
音
節
略
字

ド
イ
ツ
語
点
字
で
も
英
語
点
字
と
同
様
に
、
拡
張
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
次
に
、
一
マ
ス
で
表
さ
れ
る
音
節
略
字
が
あ
る
。

a
c
h

（
～

s
e
d

）

a
l

（

p
c
b
d

～
）

a
n

（

f
g

b
k

～
）

a
r

（

t
w

t

～
）

b
e

（

t
t
h
e
t

～
）

c
k

（
～

k
u
u

l
e

）

e
h

（
～

m
l

～
）

e
i
n

（

w
d
R
h

l
d
w

）

e
l
'
y
'

（y
f
e

w
y
t

j
u
w
y

）

e
m

（

s
f
r

d
a
t

）

e
n
'
c
'

（c
d
e
s
c
s
e
t
r
c
n
c

）e
r

（

b
c
g

n
l

r

）

e
s
(
p
c
w
c

n
)
g
e
(
b
o
t

b
c
w
a
a
)

i
c
h

（
～

l
t

r
)
i
g

（
～

f
u
r
l
p
z

）

i
n

（

d
i
c
w
d
h

）l
i
c
h
(

～

p
f
t
h
f

）

l
l
'
q
'

（
～

o
q
e
n
u
q

）

m
m
'
x
'

（
～

S
a
x
y
n
l
a
x

）

o
r

（

d
n
c
d
t

～
）

t
e

（
～

n
t
w
e
t

）

u
n

（

r
u
h
e
m
d
k
a
t
t

）

以
上
の
二
三
個
が
音
節
略
字
で
あ
る
。
た
だ
し"

e
h
"

は
長

母
音
、"

c
k

、l
l
'
q
'

、m
m
'
x
'
"

は
重
子
音
で
あ
る
の
で
音
節

略
字
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
に
含
め
て
数
え

る
。
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◇
英
語
点
字
と
の
相
違

ド
イ
ツ
語
の
単
語
は
、
多
く
が
「
語
頭
・
語
幹
・
語
尾
」
の

三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
英
語
に
比
較
し

て
、
音
節
略
字
を
多
数
必
要
と
し
た
。
ま
た
そ
の
た
め
に
点
字

符
号
の
分
類
が
、
英
語
点
字
と
は
別
様
に
な
っ
た
。

ａ
．
英
語
点
字
で
は
、"

l
o
w
e
r
4
d
o
t
s
s
i
g
n
"

「

」

は
、
優
先
的
に
句
読
符
号
に
当
て
ら
れ
、
ま
た"

r
i
g
h
t
s
i
d
e

3
d
o
t
s
s
i
g
n
"

「

」
は
、
主
に
二
マ
ス
略
字
を
指
示
す
る
符

号
で
あ
っ
た
。
「

」
の
パ
タ
ー
ン
・
九
個
の
点
の
組

み
合
わ
せ
の
符
号
で
一
つ
の
単
語
を
表
し
、
単
語
の
要
素
と
な

っ
た
場
合
は
、"

（s
o
m
e
t
i
m
e
s

）

（e
v
e
r
y
d
a
y

）

（G
e
r
m
a
n
y

）"

の
よ
う

に
、
一
点
分
の
幅
の
ス
ペ
ー
ス
が
前
置
さ
れ
る
形
に
な
る
。
一

マ
ス
略
字
は
、
原
則
と
し
て
単
語
の
ど
の
位
置
に
も
使
用
で
き

る
。"

i
n
g

、b
l
e
"

の
二
つ
だ
け
は
、
語
頭
に
置
く
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
れ
は
例
外
的
処
置
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
点
字
で
は
、
「

」
と
「

」
の
点
字
符
号
も
、

音
節
略
字
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
句
読
符
号
や
そ

の
他
の
符
号
と
の
混
同
を
避
け
る
目
的
で
、
精
緻
な
約
束
事
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。
（
こ
こ
で
は
、
最
小
限
の
ご
紹
介
に
留
め

る
。
）

こ
の
音
節
略
字
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
事
例
の
単
語
の
よ

う
に
、
「
語
頭
音
、
語
中
音
、
語
尾
音
」
全
て
に
使
用
で
き
る

訳
で
は
な
い
。"

l
o
w
s
i
g
n
"

「

」
は
語
頭
音
、
あ
る
い
は
語

尾
音
の
ど
ち
ら
か
、
ま
た
は
両
方
と
も
に
使
用
で
き
な
い
し
、

"
r
i
g
h
t
s
i
g
n
"

「

」
と
「q

、x

、

」
は
、
語
頭
音
に
は
使

用
で
き
な
い
。

ｂ
．
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の"

c

・q

・x

・y
"

の
四
文
字
は
、
ド

イ
ツ
語
の
表
記
に
使
用
さ
れ
る
頻
度
が
少
な
い
と
い
う
理
由

で
、
音
節
略
字
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

英
語
点
字
で
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
一
文
字
を
、
一
つ
の
単

語
を
表
す
符
号
と
し
て
使
用
す
る
が
、
ド
イ
ツ
語
で
は
、
さ
ら

に
音
節
符
号
と
し
て
も
使
用
す
る
こ
と
に
踏
み
切
っ
て
い
る
。

頻
度
は
少
な
い
と
は
言
っ
て
も
、
本
来
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
は
ど
う
す
る

か
？
そ
ん
な
場
合
は
点
字
の
常
套
で
は
あ
る
が
、
符
号
を
前
置

し
て
表
す
。"

A
u
f
h
e
b
u
n
g
s
p
u
n
k
t
"

（
返
還
符
号
）
「

」

（
６
の
点
）
を"

c

・q

・x

・y
"

の
四
つ
の
文
字
に
前
置
す
る

と
、
略
字
で
は
な
く
、
本
来
の
文
字
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で

あ
る
。

C
b
o
n

（C
a
r
b
o
n

）

A
q
u
a
m

（A
q
u
a
m
a
r
i
n

）

T
e
x
t

（T
e
x
t

）

S
y

（s
y
s
t
e
m

）

ｃ
．
英
語
点
字
で
は
、"

a
n
d

、f
o
r

、o
f

、t
h
e

、

w
i
t
h

、i
n

"

の
六
文
字
が
、
音
節
文
字
と
し
て
、
ま
た
単

独
の
単
語
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

同
様
に
ド
イ
ツ
語
で
も
、"

a
n

・e
i
n

・e
r

・e
s

・

i
c
h

・i
n
"

の
六
文
字
は
、
音
節
文
字
と
し
て
、
ま
た
単
語
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と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

ｄ
．
英
語
点
字
に
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
の
単

語
は
、
「
語
頭
、
語
幹
、
語
尾
」
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
綴
り
に
は
、
決
ま
っ
た
形
式
が

あ
る
。
例
え
ば
、"

β
"

（"
s
z
"

）
は
、
必
ず
語
幹
か
語
末
に
あ

っ
て
、
し
か
も
母
音
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
の
条
件
に
合
わ
な

い
と
こ
ろ
で
は
、"

β
"

は
現
れ
な
い
。
従
っ
て"

β
"

を
表
す
点

字
符
号
「

」
は
、"

β
"

の
現
れ
る
条
件
で
な
い
と
こ
ろ
で

は
、
別
の
綴
り
を
表
す
略
字
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
他
の
文
字
や
点
字
符
号
に
も

拡
大
し
て
、
そ
の
機
能
を
複
合
化
し
た
。

以
後
ご
紹
介
す
る
略
字
は
、
以
上
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
定

め
ら
れ
て
い
る
。

④
前
綴
り
略
字

ド
イ
ツ
語
で
は
、
単
語
の
語
頭
部
の
綴
り
を
「
前
綴
り
」
、

語
幹
部
を
「
中
綴
り
」
、
語
尾
部
を
「
後
綴
り
」
と
呼
ぶ
。
こ

れ
ま
で
に
ご
紹
介
し
た
略
字
は
、
ド
イ
ツ
語
の
文
章
・
単
語
全

般
に
適
用
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
綴
り
の
み
に
適
用
さ
れ
る

も
の
を
ご
紹
介
す
る
。

a
u
s

＝

r
u
h
e

（a
u
s
r
u
h
e

）

e
n
t

＝

f
n
c

（e
n
t
f
e
r
n
e
n

）

e
x

＝'
x
'
x
a
m
c

（e
x
a
m
e
n

）

p
r
o

＝'
q
'
q
b
l

（p
r
o
b
l
e
m

）

v
e
r

＝

b
d

（v
e
r

b
a
n
d

）
こ
の
五
個
の
点
字
符
号
と
文
字
が
、
「
前
綴
り
略
字
」
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
全
て
、
既
に
使
用
さ
れ
て
い
る
点
字
符
号
で
あ

る
。
一
つ
の
点
字
符
号
の
機
能
の
多
重
化
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ

る
。

"
a
u
s
"

を
表
す
点
字
符
号
「

」
は
、"

V
o
l
l
s
c
h
r
i
f
t
"

（
総

綴
り
字
法
）
の
重
母
音"

a
e
u
"

を
表
す
点
字
符
号
で
あ
る
。"

e
n

t
"

を
表
す
点
字
符
号
「

」
は
、"

β
"

（"
s
z
"

）
を
表
す
点
字

符
号
で
あ
る
。"

e
x
"

を
表
す"

x
"

は
、
文
字"

x
"

で
あ
り
、
音
節

略
字
と
し
て
、"

m
m
"

を
表
す
文
字
で
あ
る
。"

p
r
o
"

を
表
す"

q
"

は
、
文
字"

q
"

で
あ
り
、
音
節
略
字
と
し
て"

l
l
"

を
表
す
文
字

で
あ
る
。"

v
e
r
"

を
表
す
点
字
符
号
「

」
は
、
ド
イ
ツ
語
点

字
の
「
ハ
イ
フ
ン
」
を
表
す
点
字
符
号
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
点
字
符
号
と
文
字
は
、
従
来
の

意
味
で
語
頭
に
来
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
が
語
頭
に

あ
れ
ば
、
必
ず
「
前
綴
り
略
字
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

（"
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
c

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

）

（
続
く
）
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
七
一
）

著
作
権
法
改
正
（
上
）

山
内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

一
九
七
五
年
一
月
一
九
日
付
け
読
売
新
聞
の
都
民
版
に
「
〝
愛

の
テ
ー
プ
は
違
法
〟
の
波
紋
」
と
い
う
記
事
が
載
っ
た
。
中
見

出
し
に
は
「
点
字
が
わ
り
〝
声
の
本
〟
無
断
録
音(

著
作
権
法

違
反
）
と
わ
か
る

小
石
川
図
書
館
」
と
あ
る
。
文
京
区
立
小

石
川
図
書
館
で
は
一
九
七
三
年
一
二
月
か
ら
視
覚
障
害
者
を
対

象
と
し
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
貸
出
を
始
め
た
が
、
蔵
書
は
落

語
や
浪
曲
な
ど
の
市
販
カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
の
他
に
日
本
点
字

図
書
館
等
か
ら
借
り
た
文
学
書
の
テ
ー
プ
を
複
製
し
て
貸
出
を

行
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
文
芸
著
作
権
保
護
同
盟
が

「
悪
用
で
は
な
い
が
、
公
共
機
関
だ
け
に
法
律
を
守
っ
て
ほ
し

い
。
」
と
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
、
実
情
調
査
を
す
る
と
い
う
内
容

の
記
事
が
載
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
法
律
と
言
っ
て
い
る
の

は
著
作
権
法
の
こ
と
で
、
同
法
第
三
七
条(

点
字
に
よ
る
複
製

等
）
で
は
、
著
作
権
の
権
利
制
限
と
し
て
第
一
項
で
点
字
を
取

り
上
げ
、
点
字
に
よ
る
複
製
に
つ
い
て
は
営
利
・
非
営
利
を
問

わ
ず
、
ま
た
複
製
者
や
複
製
場
所
に
つ
い
て
も
限
定
せ
ず
に
全

く
自
由
に
複
製
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
録
音
に
よ

る
複
製
（
当
時
は
第
二
項
、
現
在
は
第
三
項
）
に
つ
い
て
は
、

「
点
字
図
書
館
そ
の
他
の
盲
人
（
後
に
視
覚
障
害
者
に
変
更
）

の
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に

お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
盲
人
向
け
の
貸
出
し
の
用
に
供
す
る
た

め
に
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を
録
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

と
し
て
お
り
、
著
作
権
法
施
行
令
第
二
条
で
定
め
ら
れ
た
施
設

の
中
に
公
立
図
書
館
は
含
ま
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
事
件

以
降
公
立
図
書
館
で
は
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
な
け
れ
ば
視
覚

障
害
者
用
の
録
音
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

従
っ
て
公
立
図
書
館
が
録
音
資
料
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、

著
作
権
者
の
許
諾
を
得
て
か
ら
資
料
を
作
成
す
る
た
め
、
許
諾

の
返
答
が
な
け
れ
ば
何
時
ま
で
も
資
料
を
作
成
で
き
ず
、
仮
に

著
作
者
が
許
諾
を
拒
否
す
れ
ば
利
用
者
に
音
声
資
料
を
提
供
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
丁
度
同
年
十
月
二
五

日
の
大
阪
新
聞
は
「
〝
恍
惚
の
人
〟
お
聞
か
せ
で
き
ま
せ
ん－

老
人
に
は
残
酷
す
ぎ
る－

有
吉
さ
ん
録
音
断
る
」
と
い
う
記
事

を
載
せ
て
い
る
が
、
寝
た
き
り
老
人
か
ら
自
著
を
テ
ー
プ
で
読

ま
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
図
書
館
を
通
し
て
あ
っ
た
が

「
内
容
的
に
み
て
も
本
人
が
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
の
で
は
」
と

拒
否
し
た
と
い
う
の
だ
。
著
作
権
法
上
視
覚
障
害
者
で
あ
れ
ば

点
字
図
書
館
か
ら
録
音
資
料
を
借
り
て
読
む
こ
と
が
で
き
る

が
、
視
覚
障
害
以
外
の
理
由
で
本
を
読
め
な
い
人
た
ち
は
『
恍

惚
の
人
』
と
い
う
、
ど
こ
の
本
屋
に
行
っ
て
も
平
積
み
に
さ
れ

て
い
て
、
誰
で
も
買
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答

え
て
有
吉
佐
和
子
は
「
寝
た
き
り
老
人
の
方
に
お
聞
か
せ
す
る
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の
は
、
内
容
的
に
み
て
残
酷
だ
と
思
い
断
っ
た
。
自
衛
手
段
を

も
た
な
い
人
に
、
恐
怖
感
を
与
え
る
の
は
い
け
な
い
と
思
う
。

図
書
館
の
人
も
無
神
経
で
す
。
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
暴
論
が
著
作
者
の
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

は
、
横
暴
以
外
の
何
者
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
一
般
の
本
を
そ
の
ま
ま
で
は
読
む
こ
と
の
で

き
な
い
多
く
の
読
書
障
害
者
の
障
壁
と
な
っ
て
い
た
著
作
権
法

の
改
正
案
が
本
年
六
月
十
一
日
に
参
議
院
文
教
科
学
委
員
会
で

可
決
さ
れ
、
来
年
の
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま

っ
た
。
件
の
第
三
七
条
は
「
点
字
に
よ
る
複
製
」
が
「
視
覚
障

害
者
等
の
た
め
の
複
製
」
に
改
め
ら
れ
、
第
三
項
は
次
の
よ
う

に
改
め
ら
れ
る
。

「
三

視
覚
障
害
者
そ
の
他
視
覚
に
よ
る
表
現
の
認
識
に
障
害

の
あ
る
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
で
政
令
で
定
め
る

も
の
は
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
で
あ
っ
て
、
視
覚
に
よ
り
そ
の

表
現
が
認
識
さ
れ
る
方
法
（
視
覚
及
び
他
の
知
覚
に
よ
り
認
識

さ
れ
る
方
法
を
含
む
）
に
よ
り
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
示

さ
れ
て
い
る
も
の(

当
該
著
作
物
以
外
の
著
作
物
で
、
当
該
著

作
物
に
お
い
て
複
製
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
当
該
著
作
物
と

一
体
と
し
て
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
「
視
覚
著

作
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
専
ら
視
覚
障
害
者
等
で
当
該

方
式
に
よ
っ
て
は
当
該
視
覚
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難

な
者
の
用
に
供
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い

て
、
当
該
視
覚
著
作
物
に
係
る
文
字
を
音
声
に
す
る
こ
と
そ
の

他
当
該
視
覚
障
害
者
等
が
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
方
式
に
よ

り
、
複
製
し
、
又
は
自
動
公
衆
送
信(

送
信
可
能
化
を
含

む
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
視
覚
著
作
物

に
つ
い
て
、
著
作
権
者
又
は
そ
の
許
諾
を
得
た
者
若
し
く
は
第

七
五
条
の
出
版
権
の
設
定
を
受
け
た
者
に
よ
り
、
当
該
方
式
に

よ
る
公
衆
へ
の
提
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
」

つ
ま
り
今
ま
で
は
専
ら
視
覚
障
害
者
の
み
を
権
利
制
限
の
対

象
と
し
て
い
た
著
作
権
法
が
、
「
視
覚
に
よ
る
表
現
の
認
識
に

障
害
の
あ
る
者
」
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な
文

字
で
な
く
て
は
読
め
な
い
弱
視
者
や
高
齢
者
、
文
字
の
読
み
に

障
害
の
あ
る
学
習
障
害
者
な
ど
も
そ
の
対
象
と
し
て
認
め
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
文
字
を
音
声
化
す
る
こ
と
そ

の
他
当
該
視
覚
障
害
者
等
が
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
方
法
」

に
は
、
以
前
紹
介
し
た
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
イ
ジ
ー
化
を
始

め
と
し
て
、
知
的
障
害
者
の
た
め
の
や
さ
し
く
読
み
や
す
く
し

た
リ
ラ
イ
ト
な
ど
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

参
議
院
文
教
委
員
会
で
は
同
日
「
著
作
権
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
が
な
さ
れ
た
が
そ
の
中

で「
三
、
障
害
者
の
情
報
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
、
情
報
格
差
を
是

正
す
る
観
点
か
ら
、
本
法
の
運
用
及
び
政
令
の
制
定
に
当
た
っ

て
は
、
障
害
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
障
害
者
が
そ

れ
ぞ
れ
の
障
害
に
応
じ
た
方
式
の
著
作
物
を
容
易
に
入
手
で
き

る
も
の
と
な
る
よ
う
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
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四
、
教
科
用
拡
大
図
書
や
副
教
材
の
拡
大
写
本
を
始
め
、
点

字
図
書
、
録
音
図
書
等
の
作
成
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
こ
れ

ま
で
果
た
し
て
き
た
役
割
に
か
ん
が
み
、
今
後
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
が
支
障
な
く
一
層
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
環
境
整
備

に
努
め
る
こ
と
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
著
作
権
法
の
改
正
に
は
、
昨
年
の
六
月
に
衆
議
院
文

部
科
学
委
員
会
及
び
本
会
議
に
お
い
て
全
会
一
致
で
可
決
し
た

「
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等

の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
（
い
わ
ゆ
る
「
教
科
書
バ

リ
ア
フ
リ
ー
法
」
）
の
成
立
も
影
響
し
て
い
る
。
従
来
の
著
作

権
法
で
は
第
三
三
条
の
（
教
科
用
図
書
等
へ
の
掲
載
）
で
「
公

表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
学
校
教
育
の
目
的
上
必
要
と
認
め
ら
れ

る
限
度
に
お
い
て
、
教
科
用
図
書
（
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高

等
学
校
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
学
校
に
お
け
る
教
育
の
用
に

供
さ
れ
る
児
童
用
又
は
生
徒
用
の
図
書
で
あ
っ
て
、
文
部
大
臣

の
検
定
を
経
た
も
の
又
は
文
部
省
が
著
作
の
名
義
を
有
す
る
も

の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
」
と
し
、
著
作
物
を
教
科
書
に
掲
載
で
き
る
だ
け
で
は

な
く
、
第
四
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
著
作
物
を
翻
訳
・
編
曲

・
変
形
・
本
案
し
て
掲
載
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
弱
視
の
子
ど
も
た
ち
に
必
須
の
拡
大
教
科
書
に
つ
い
て
は

教
科
用
図
書
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
弱
視

者
団
体
や
拡
大
教
材
作
成
グ
ル
ー
プ
な
ど
か
ら
の
働
き
か
け
に

よ
っ
て
教
科
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
が
成
立
し
た
の
だ
っ
た
。
こ

の
法
律
の
成
立
に
伴
っ
て
著
作
権
法
第
三
三
条
の
第
二
項
は
次

の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

「
教
科
用
図
書
に
掲
載
さ
れ
た
著
作
物
は
、
視
覚
障
害
、
発
達

障
害
そ
の
他
の
障
害
に
よ
り
教
科
用
図
書
に
掲
載
さ
れ
た
著
作

物
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
児
童
又
は
生
徒
の
学
習
の
用
に

供
す
る
た
め
、
当
該
教
科
用
図
書
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
、

図
形
等
の
拡
大
そ
の
他
の
当
該
児
童
又
は
生
徒
が
当
該
著
作
物

を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
方
式
に
よ
り
複
製
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
」

こ
こ
で
も
、
弱
視
児
を
対
象
と
し
た
単
な
る
拡
大
に
止
ま
ら

ず
、
「
当
該
著
作
物
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
方
式
に
よ
る

複
製
」
が
認
め
ら
れ
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
イ
ジ
ー
教
科
書
を

始
め
あ
ら
ゆ
る
方
式
に
よ
る
提
供
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。可

決
さ
れ
た
当
日
の
参
議
院
文
教
科
学
委
員
会
で
民
主
党
の

参
議
院
議
員
那
谷
屋
正
義
氏
の
「
複
製
等
を
行
う
こ
と
の
で
き

る
主
体
と
い
う
も
の
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
い
う
ふ
う
に
な

っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
体
ど
こ
ま
で
拡
大
を
さ
れ
る
の

か
。
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
政
府
参
考
人
と
し
て
文
化
庁
の

高
塩
至
氏
は
「
広
く
公
共
図
書
館
や
関
係
の
事
業
を
行
っ
て
お

り
ま
す
民
法
法
人
な
ど
が
新
た
な
対
象
に
な
り
得
る
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
お
り
ま
し
て
…
…
」
と
回
答
し
て
い
る
。

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
、
巻
頭
の
事
件
か
ら
実
に
三
五
年
の

歳
月
を
経
て
、
公
立
図
書
館
で
様
々
な
読
み
の
障
害
者
に
対
し

て
録
音
そ
の
他
の
資
料
の
作
成
と
貸
出
が
自
由
に
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
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「
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
６
月

日
（
水
）

：

～

43

10

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
な
ど
訓
点
の

他
に
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
記
号
が
必
要
な
こ
と
が
起
き
、
ど

の
括
弧
を
使
え
ば
、
点
字
で
の
読
み
が
分
か
り
よ
い
か
、
岡
田

さ
ん
は
じ
め
、
皆
さ
ん
で
相
談
し
て
、
時
間
は
あ
っ
と
い
う
間

に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

第

回
例
会

２
０
０
９
年
７
月
８
日
（
水
）

：

～

44

13

30

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
第
１
会
議
室

15

30

「
羽
化
」

号
を
６
月

日
の
学
習
会
の
と
き
に
お
配
り
し

74

20

た
。今

月
も
「
漢
文
の
読
み
方
」
の
入
力
方
法
に
つ
い
て
、
先
月

の
続
き
で
終
始
し
た
。
こ
れ
さ
え
き
ち
ん
と
決
ま
れ
ば
、
仕
事

の
半
分
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
仕
上
が
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

七
月
の
学
習
会
は
い
つ
も
の
第
三
土
曜
日
は
、
プ
ラ
ザ
の
会

場
が
取
れ
ず
、
第
二
に
な
っ
た
の
で
、
出
席
者
が
や
や
減
り
そ

う
な
の
で
、
と
く
に
送
迎
を
し
て
い
た
だ
く
方
を
確
認
し
た
。

学
習
会
用
テ
キ
ス
ト
四
巻
の
点
字
と
、
墨
字
を
準
備
す
る
こ

と
、
と
く
に
墨
字
版
は
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
方
が
必
ず
し
も
一

定
し
て
い
な
い
の
で
、
余
裕
を
も
っ
て
作
る
こ
と
に
し
た
。

＊

予
告

８
月
の
例
会
（
第

回
）
２
０
０
９
年
８
月

日
（
水
）

45

12

：

～

：

７
階
第
二
会
議
室

13

30

15

30

第

回
学
習
会

２
０
０
９
年
８
月

日
（
第
４
土
曜
）

29

22

：

～

：

７
階
第
一
会
議
室

18

30

20

30

９
月
の
例
会
（
第

回
）
２
０
０
９
年
９
月
９
日
（
水
）

46
：

～

：

７
階
第
一
会
議
室

13

30

15

30

第

回
学
習
会
２
０
０
９
年
９
月

日
（
第
３
土
曜
日
）

30

19

：

～

：

７
階
第
一
会
議
室

18

30

20

30

わ
た
く
し
ご
と

わ
た
し
が
持
っ
て
い
る
ア
ン
テ
ナ
は
ご
く
小
さ
く
、
し
か
も

感
度
が
鈍
い
。
そ
れ
で
も
、
と
き
ど
き
あ
っ
と
驚
く
よ
う
な
経

験
を
す
る
。

い
つ
も
の
よ
う
に
恥
さ
ら
し
を
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
最
近
ま

で
、
「
ド
ン
グ
リ
と
山
猫
」
や
「
風
の
又
三
郎
」
な
ど
、
宮
沢

賢
治
の
作
品
を
あ
ま
り
お
も
し
ろ
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
多
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分
最
初
に
「
ド
ン
グ
リ
」
を
読
ん
だ
と
き
は
、
ま
だ
点
字
を
読

む
の
が
遅
く
、
短
い
一
つ
の
文
章
さ
え
切
れ
切
れ
に
な
り
、
意

味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
「
ぼ
く
が

一
番
大
き
い
」
と
か
、
「
ぼ
く
が
一
番
つ
や
つ
や
し
て
い
る
」

と
か
、
自
慢
争
い
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
（
本
当
は
、

今
、
原
文
に
当
た
る
べ
き
な
の
は
承
知
し
て
い
る
。
賢
治
フ
ァ

ン
に
は
大
い
に
し
か
ら
れ
る
だ
ろ
う
）
。
そ
れ
に
自
分
の
生
活

と
は
か
け
離
れ
て
い
て
、
全
体
が
掴
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
最
近
、
こ
の
本
を
読
み
返
し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ラ
ジ

オ
で
の
紹
介
も
聞
い
て
い
な
い
の
で
、
「
ド
ン
グ
リ
」
や
「
又

三
郎
」
の
粗
筋
も
確
認
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
今
読
ん
だ
な

ら
も
う
少
し
見
方
は
ち
が
う
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
あ
る
時
、
雪
嵐
の
中
で
小
さ
な
男
の
子
が
、
必
死

に
嵐
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
が
、
と
う
と
う
倒
れ
て
し
ま
う
。

け
れ
ど
も
雪
嵐
を
起
こ
し
て
い
る
「
雪
ば
ん
ご
」
に
使
え
る

「
雪
わ
ら
し
」
が
、
そ
の
男
の
子
を
わ
ざ
と
雪
の
上
に
倒
し

て
、
雪
布
団
を
か
け
て
命
を
守
る
話
を
聞
い
た
。
（
こ
れ
も
ワ

サ
ワ
サ
と
掃
除
を
し
な
が
ら
の
こ
と
な
の
で
、
た
だ
「
宮
沢
賢

治
作
」
と
、
タ
イ
ト
ル
も
い
い
加
減
に
聞
き
過
ご
し
た
。
そ
れ

で
も
温
か
い
気
持
ち
に
な
り
、
「
宮
沢
賢
治
っ
て
い
い
ん
だ
」

と
見
直
す
？
気
分
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ

の
伝
記
」
と
い
う
の
を
、

分
番
組
で
放
送
し
た
の
を
聴
い

15

た
。
こ
れ
が
衝
撃
的
で
あ
っ
た
。
東
北
地
方
の
飢
饉
続
き
の
厳

し
い
貧
し
さ
の
中
で
、
父
は
去
り
母
も
二
人
の
子
供
を
置
き
去

り
に
し
て
何
処
か
へ
消
え
去
る
。
恐
ら
く
兄
妹
だ
け
な
ら
生
き

て
ゆ
け
る
だ
ろ
う
、
生
き
抜
い
て
欲
し
い
と
希
望
を
託
し
て
、

二
親
は
餓
死
を
選
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
妹
も
さ
ら
わ

れ
、
ブ
ド
リ
は
一
人
残
さ
れ
た
。
山
瀬
が
吹
く
と
冷
害
に
見
舞

わ
れ
、
飢
饉
と
凶
作
が
、
人
々
を
不
幸
に
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
、
山
瀬
の
被
害
か
ら
、
農
民
を
救
う
こ
と
に
身
を
捧
げ

る
。
彼
は
貧
し
さ
の
中
で
も
本
を
読
む
こ
と
だ
け
は
怠
ら
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
気
象
学
を
学
び
山
を
爆
破
し
地
球
の
温
度
を

上
げ
る
。
執
行
に
当
た
っ
て
、
自
ら
犠
牲
者
と
な
る
の
で
あ

る
。賢

治
を
少
し
読
ん
で
み
よ
う
か
、
と
思
い
、
先
ず
詩
の
数
編

を
漢
点
字
で
読
め
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
い
た
。

す
る
と
、
「
夏
蚕
飼
育
の
辛
苦
を
了
え
て
」
と
い
う
、
文
字

を
見
な
け
れ
ば
意
味
が
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
特
に
詩

は
漢
字
が
必
要
だ
と
痛
感
し
た
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
稲
を
哀
れ
む
象
徴
的
な
断
片
も
、
わ
た

し
の
心
を
締
め
付
け
た
。

あ
ら
ゆ
る
辛
苦
の
結
果
か
ら

七
月
稲
は
よ
く
分
蘖
し

豊
か
な
秋
を
示
し
て
い
た
が

こ
の
八
月
の
な
か
ば
の
う
ち
に

十
二
の
赤
い
朝
焼
け
と

湿
度
九
十
の
六
日
を
数
え

茎
稈
弱
く
徒
長
し
て

－ １１ －



穂
も
出
し
花
も
つ
け
な
が
ら

つ
い
に
昨
日
の
は
げ
し
い
雨
に

次
か
ら
次
と
倒
れ
て
し
ま
ひ

う
へ
に
は
雨
の
し
ぶ
き
の
な
か
に

と
む
ら
ふ
や
う
な
つ
め
た
い
霧
が

倒
れ
た
稲
を
被
っ
て
い
た
…

（
校
本

第
四
巻－
詩
Ⅲ

「
春
と
修
羅

第
三
集
」
よ
り

「
和
風
は
河
谷
い
っ
ぱ
い
に
吹
く
」
、
筑
摩
書
房

昭
和

年
48

初
刷
）

こ
の
筑
摩
書
房
の
、
賢
治
全
集
の
構
成
が
、
ど
う
な
っ
て
い

る
か
を
、
図
書
館
の
職
員
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
童
話
と
詩

と
の
分
け
方
、
作
品
の
配
列
は
ど
う
な
の
か
、
。
職
員
は
凡
例

が
沢
山
あ
り
ま
す
、
と
言
っ
て
世
に
発
表
し
た
も
の
と
未
発
表

の
も
の
、
使
わ
れ
た
原
稿
用
紙
の
種
類
に
よ
っ
て
、
ど
れ
を
第

一
と
す
る
か
、
な
ど
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
研
究
者
と
い
う
も

の
は
こ
の
よ
う
に
細
密
な
の
だ
と
改
め
て
驚
嘆
し
て
し
ま
っ

た
。さ

ら
に
驚
い
た
こ
と
に
は
、
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」

に
つ
い
て
観
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
き
、
自
分
の
迂
闊
さ
加
減

に
仰
天
し
た
。
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
は
、
最
初
「
ペ

ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
説
」
が
元
に
あ
っ
て
、

次
に
そ
れ
が
「
グ
ス
コ
ン
ブ
ド
リ
の
伝
説
」
と
な
り
、
さ
ら
に

「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
と
な
り
、
賢
治
の
死
の
前
年
の

昭
和
７
年
に
「
児
童
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
か
ら
が
わ
た
し
の
恥
ず
か
し
い
こ
と
な
で
あ
る
が
、
こ

の
「
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
」
と
聞
い
て
、
あ
る
コ
ン
サ
ー

ト
を
思
い
出
し
た
。

夫
を
送
っ
て
ま
だ
日
の
浅
い
頃
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
誘
っ
て
く

だ
さ
っ
た
方
が
い
た
。
そ
こ
で
は
わ
た
し
が
わ
ず
か
一
枚
の
Ｃ

Ｄ
で
慰
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
、
そ
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
中
で
、

関
連
の
曲
も
歌
わ
れ
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
お
っ
く
う
な
が
ら

行
く
こ
と
に
し
た
。
わ
た
し
の
興
味
は
第
二
部
だ
け
で
あ
っ

た
。
勿
論
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
解
説
も
読
ん
で
い
た
だ
い
た
の
で
、

今
日
の
出
し
物
の
、
「
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
」
が
「
グ
ス

コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
の
元
で
あ
る
こ
と
も
読
ん
で
い
た
だ
い

た
の
に
、
会
が
は
じ
ま
る
と
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
朦
朧
状
態
に

陥
っ
て
い
た
。
こ
ん
な
こ
と
は
主
催
者
を
初
め
、
そ
の
ス
タ
ッ

フ
に
対
し
て
失
礼
極
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の

頃
の
わ
た
し
に
は
、
ど
う
し
て
も
心
が
解
け
ず
、
た
だ
一
つ
の

こ
と
だ
け
に
し
か
関
心
は
向
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
も
っ
と
最
近
に
な
っ
て
、
全
く
思
い
が
け
な
い
方
か

ら
、
「
宮
沢
賢
治
私
感
と
童
話
朗
読
」
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
い
た
だ

き
、
そ
れ
を
聴
い
て
い
る
う
ち
に
、
わ
た
し
が
賢
治
に
初
め
て

興
味
を
抱
い
た
童
話
が
「
水
仙
月
の
四
日
」
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
、
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
」
の
粗
筋
を
教
え
て
も
ら
い
、
さ

ら
に
「
風
の
又
三
郎
」
に
書
か
れ
た
内
容
が
、
気
象
学
的
に
優

－ １２ －



れ
て
い
る
こ
と
も
教
え
ら
れ
た
。

わ
た
し
が
賢
治
の
一
連
の
事
柄
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
感
動

し
た
の
は
、
ブ
ド
リ
（
賢
治
）
が
子
供
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
本

を
読
む
こ
と
、
頭
の
な
か
に
収
め
た
だ
け
で
な
く
、
現
実
を
見

据
え
て
実
働
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
水
仙
月
の
四
日
」
の
雪
わ
ら
し
が
、
そ
っ
と
雪
の
布
団
を

掛
け
て
や
り
、
子
供
の
父
親
が
、
子
供
を
見
つ
け
や
す
い
よ
う

に
工
夫
し
、
父
が
、
息
子
を
見
つ
け
る
と
、
し
ず
か
に
引
き
下

が
る
。

「
ブ
ド
リ
」
も
飢
饉
を
引
き
起
こ
す
山
瀬
を
防
ぐ
手
段
を
研

究
し
、
自
ら
危
険
な
こ
と
を
そ
の
身
に
負
う
。

そ
れ
に
し
て
も
賢
治
自
身
、
六
歳
、
九
歳
、
十
歳
の
と
き
、

さ
ら
に
死
の
前
後
に
早
瀬
（
飢
餓
風
）
が
吹
い
て
、
厳
し
い
冷

害
に
あ
っ
て
い
る
と
い
う
。
東
北
地
方
は
長
い
間
、
こ
の
災
い

を
受
け
続
け
て
き
た
の
だ
。

も
う
一
言
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
わ
た
し
が

「
賢
治
の
詩
は
漢
字
が
難
し
い
」
と
言
う
と
、
あ
る
方
が
「
そ

う
と
ば
か
り
は
言
え
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
妹
の
と
し
子
さ
ん
の

死
を
詠
ん
だ
、
永
訣
の
朝
は
漢
字
が
少
な
い
で
す
。
お
母
さ
ん

に
読
ん
で
欲
し
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
」
と
教
え
て
く

だ
さ
っ
た
。
こ
の
言
葉
の
重
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
る
わ

た
し
で
あ
る
。

２
０
０
９
年
７
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
２
回
（
第

回
）
報
告

21

26

１

日
時

平
成

年
５
月

日

(

土)

21

23

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

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
：
思
、
胃
、
油
、
典
、
悪
、
応
、
係
、

孫
、
泳
、
混
、
財
、
社
、
証
、
徒
、
道
、
貧
、
参
考
（
冊
、

册
）

５

学
習
会
内
容

（
１
）

前
回
の
復
習

・
口

（
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

」

６
．
漢
数
字
お
よ
び
第
１
基
本
文
字
を
部
首
と
し
た
文
字(

６)

「
季
」

＊

女

（
１
・
３
・
４
・
６
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含

－ １３ －



む
文
字
四
つ
。

「
委
」
、
「
好
」
、
「
姉
」
、
「
妹
」

＊

田

（
１
・
３
・
５
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文

字
四
つ
。

「
男
」

力
の
元
の
意
味
は
〝
耒
〟
で
、
田
で
力
を
出
し
、

働
く
男
を
表
す
。

（
２
）
今
回
の
学
習
内
容

テ
キ
ス
ト
第
三
回
、
複
合
文
字

（
１
）

６
．
漢
数
字
お
よ
び
第
１
基
本
文
字
を
部
首
と
し
た
文
字

（
６
）

＊

田

（
１
・
３
・
５
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文

字
四
つ
。
（
う
ち
、
男
は
前
回
学
習
）

「
田
」
に
は
、
田
畑
の
意
味
と
、
物
が
中
に
沢
山
詰
ま
っ
て

い
る
と
か
、
沢
山
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

１
０
０
「
細

」

糸
偏
（
１
・
２
の
点
）
と
田
で
表

す
。
字
式
は
糸
＋
田
。
音
読
み
の
サ
イ
は
呉
音
、
セ
イ
は
漢

音
。
熟
語
に
〝
細
心
〟
〝
子
細
〟
〝
繊
細
〟
〝
些
細
〟
〝
委
細

〟
〝
細
君
〟
〝
細
道
（
ほ
そ
み
ち
）
〟
〝
細
波
（
さ
ざ
な
み
）

〟
〝
細
雪
（
さ
さ
め
ゆ
き
）
〟
〝
細
石
（
さ
ざ
れ
い
し
）
〟
〝

細
魚
（
さ
よ
り
）
〟
〝
事
細
（
こ
と
こ
ま
）
か
〟
〝
心
細
（
ぼ

そ
）
い
〟
。
セ
イ
の
読
み
と
し
て
〝
細
男
（
セ
イ
ノ
オ
：

奈

良
の
春
日
大
社
の
祭
り
で
登
場
す
る
６
人
の
男
な
ど
）
〟
他
に

〝
亜
細
亜
（
ア
ジ
ア
）
〟
が
あ
る
。

１
０
１

「
思

」

田
と
心
（
ル
下
が
り
：

２
・
５

・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
田
／
心
。
音
読
み
の
シ
は
漢
・

呉
音
。
訓
読
み
に
、
お
ぼ
‐
す
が
あ
る
。
〝
お
も
‐
う
〟
に
は

想
、
憶
、
念
の
字
も
あ
る
。
熟
語
に
〝
思
索
〟
〝
不
思
議
〟
〝

思
慮
〟
〝
相
思
相
愛
〟
〝
思
い
出
〟
〝
片
思
い
〟
〝
思
（
お

ぼ
）
し
召
し
〟
〝
思
惑
（
お
も
わ
く
）
〟
他
に
〝
成
吉
思
汗

（
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
）
〟
も
あ
る
。

１
０
２

「
胃

」

田
と
肉
（
ラ
下
が
り
；
２
・
６
の

点
）
で
表
す
。
月
は
肉
づ
き
の
意
味
。
字
式
は
田
／
月
。
音
読

み
の
イ
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
胃
酸
〟
〝
胃
壁
〟
〝
胃
炎
〟

〝
反
芻
胃
（
ハ
ン
ス
ウ
イ
）
〟
〝
胃
下
垂
〟
〝
胃
拡
張
〟
な

ど
。＊

由

（
１
・
３
・
５
と
４
の
点
）
、
曲

（
１
・

３
・
５
と
５
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
一
つ
ず
つ
。

「
由

」
は
壷
の
形
を
象
っ
た
も
の
で
、
突
き
出
た
部
分

は
首
、
田
の
部
分
は
胴
体
。
「
曲

」
は

竹
で
編
ん
だ

籠
を
象
っ
た
も
の
。

１
０
３

「
油

」

由
と
第
２
さ
ん
ず
い
（
４
・
５
・

６
の
点
）
で
表
し
、
墨
字
と
は
左
右
逆
。
字
式
は
、
さ
ん
ず
い

＋
由
。
植
物
か
ら
出
た
油
を
指
し
、
動
物
か
ら
出
た
も
の
は
〝

脂
〟
を
使
う
。
音
読
み
の
ユ
は
呉
音
、
ユ
ウ
は
漢
音
。
熟
語
に

〝
給
油
〟
〝
肝
油
〟
ユ
ウ
と
し
て
は
〝
油
然
（
ユ
ウ
ゼ
ン
）
〟

な
ど
。
場
所
に
〝
夏
油
温
泉
（
ゲ
ト
ウ
オ
ン
セ
ン
）
；
岩
手
県

南
西
部
に
あ
る
温
泉
。
石
灰
華
の
段
丘
は
特
別
天
然
記
念
物
〟

が
あ
る
。
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１
０
４

「
典

」

曲
（
１
・
３
・
５
の
点
）
と
八

（
１
・
２
・
５
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
、
適
切
な
表
現
方
法

が
見
当
た
ら
な
い
。
音
読
み
の
テ
ン
は
漢
・
呉
音
。
訓
読
み
に

〝
ふ
み
〟
名
前
に
〝
す
け
〟
〝
つ
ね
〟
が
あ
る
。
熟
語
は
〝
特

典
〟
〝
出
典
〟
〝
典
範
〟
〝
聖
典
〟
〝
香
典
〟
な
ど
、
国
名
に

〝
瑞
典
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）
〟
が
あ
る
。

＊

心

（
ル
下
が
り
：

２
・
５
・
６
の
点
）
が
下
に
付

く
文
字
二
つ
。

１
０
５

「
悪

」

亜

（
１
の
点
）
と
心

で
表

す
。
字
式
は
亜
／
心
。
音
読
み
の
ア
ク
、
オ
は
い
ず
れ
も
漢
・

呉
音
。
訓
読
み
に
〝
あ
‐
し
〟
が
あ
る
。
常
用
字
解
に
は
、
墓

室
を
指
し
忌
ま
わ
し
い
意
味
を
持
つ
と
あ
る
。
熟
語
に
〝
悪
銭

〟
〝
悪
夢
〟
〝
悪
用
〟
〝
悪
態
〟
〝
悪
食
（
ア
ク
ジ
キ
）
〟
〝

悪
戯
（
ア
ク
ギ
、
い
た
ず
ら
）
〟
〝
悪
寒
（
オ
カ
ン
）
〟
〝
悪

熱
（
オ
ネ
ツ
）
〟
〝
悪
知
恵
〟
〝
気
味
悪
い
〟
〝
善
し
悪
し
〟

〝
悪
し
か
ら
ず
〟
な
ど
。

平
成

年
度

第
３
回
（
第

回
）
報
告

21

27

１

日
時

平
成

年
６
月

日(

土)

時

分
～

時

分

21

20

18

30

20

30

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
：
応
、
應
、
係
、
孫
、
泳
、
混
、
財
、

社
、
証
、
徒
、
道
、
貧

５

学
習
会
内
容

（
１
）
連
絡
事
項

・
「
う
か
第

号
（
２
０
０
９
年
６
月
）
」
配
布
。

74

・
６
月

日
付

毎
日
新
聞
朝
刊
に
漢
点
字
の
紹
介
記
事
掲

11

載
。関

連
で
、
毎
日
新
聞
仙
台
支
局
よ
り
仙
台
放
送
で
、
５
分
間

の
枠
で
放
送
す
る
こ
と
と
、
男
性
の
読
者
よ
り
学
習
会
へ
の
参

加
希
望
の
連
絡
あ
り
。

（
２
）
前
回
の
復
習

＊

田

（
１
・
３
・
５
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文

字
。「

細

」
、
「
思

」
（
〝
お
も
‐
う
〟
に
は
、
思
：

お
も
い
悩
む
。
憶
：

昔
を
お
も
う
。
想
：

普
通
に
お
も

う
。
念
：

考
え
さ
せ
る
お
も
い
方
。
の
四
つ
が
あ
る
。
）

「
胃

」
（
田
の
部
分
は
、
一
杯
詰
ま
っ
て
い
る
と
い
う
意

味
を
持
つ
。
）

＊

由

（
田
と
４
の
点
）
、
曲

（
田
と
５
の
点
）

を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字

「
油

」
（
さ
ん
ず
い
は
液
体
を
表
わ
す
。
漢
点
字
で
は

左
右
逆
に
表
示
す
る
。
）

「
典

」
（
曲
と
八
で
表
わ
す
。
曲
の
近
似
文
字
。
八
は

賢
台
を
意
味
す
る
。
）
字
式
は
、
べ
き
乗
曲
・
八
。

－ １５ －



＊

心

（
ル
下
が
り
）
が
下
に
付
く
文
字
。

「
悪
」

（
３
）

今
回
の
学
習
内
容

テ
キ
ス
ト
第
三
回
、
複
合
文

字
（
１
）

６
．
漢
数
字
お
よ
び
第
１
基
本
文
字
を
部
首
と
し
た
文
字(

６)

１
０
６

「
応

」

ま
だ
れ
（
ヨ
：
３
・
４
・
５
の

点
）
と
心
（
ル
下
が
り
：
２
・
５
・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式

は
广
（
ま
だ
れ
）
＞
心
。
旧
字
の
「
應
」
は
人
の
胸
に
鳥
を
抱

い
て
い
る
形
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
广
は
人
の
体
の
胸
を
意

味
し
、
応
は
胸
で
神
の
答
を
受
け
止
め
る
と
い
う
意
味
が
あ

る
。
音
読
み
の
オ
ウ
は
呉
音
。
訓
読
み
に
〝
ま
さ
‐
に
〟
名
前

に
〝
ま
さ
〟
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
熟
語
に
は
、
〝
順
応
（
じ

ゅ
ん
の
う
）
〟
〝
否
応
（
い
や
お
う
）
〟
〝
相
応
〟
〝
応
戦
〟

〝
適
応
〟
〝
歯
応
え
（
は
ご
た
‐
え
）
〟
〝
読
み
応
え
（
よ
‐

み
ご
た
‐
え
）
〟
〝
相
応
し
い
（
ふ
さ
わ
‐
し
い
）
〟
な
ど
が

あ
る
。

＊

系

（
イ
下
が
り
：
２
・
３
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て

含
む
文
字
２
つ
。

１
０
７

「
係

」

人
偏
（
ナ
：
１
・
３
の
点
）
と
系

で
表
す
。
字
式
は
人
偏
＋
系
。
細
い
も
の
で
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
音
読
み
の
ケ
イ
は
漢
音
。
熟
語
に
は

〝
係
官
〟
〝
係
員
〟
〝
係
船
（
け
い
せ
ん
）
〟
〝
係
留
（
け
い

り
ゅ
う
）
〟
な
ど
が
あ
る
。

１
０
８

「
孫

」

子

（
２
・
４
・
６
の
点
）
と
系

で
表
す
。
字
式
は
子
＋
系
。
音
読
み
の
ソ
ン
は
漢
・
呉
音
。
熟

語
に
〝
子
々
孫
々
〟
物
語
に
〝
孫
悟
空
〟
神
話
に
〝
天
孫
降
臨

（
て
ん
そ
ん
こ
う
り
ん
：
天
照
大
神
の
命
を
受
け
て
、
孫
の
瓊

瓊
杵
尊
（
に
に
ぎ
の
み
こ
と
）
が
高
天
原
（
た
か
ま
が
は
ら
）

か
ら
日
向
国
の
高
千
穂
に
天
降
っ
た
こ
と
）
〟
。
他
に
〝
公
孫

樹
（
い
ち
ょ
う
）
〟
、
地
名
・
人
名
に
〝
我
孫
子
（
あ
び
こ
）

〟
な
ど
が
あ
る
。

７
．
漢
数
字
お
よ
び
第
１
基
本
文
字
を
部
首
と
し
た
文
字(

７)

点
字
ｐ

、
墨
字
ｐ

56

21

１
０
９

「
泳

」

さ
ん
ず
い
（
ニ
：
１
・
２
・
３
の

点
）
と
永
（
４
）
で
表
す
、
永
は
氷
（
４
・
５
・
６
の
点
）
の

近
似
文
字
。
字
式
は
、
さ
ん
ず
い
＋
永
。
水
の
流
れ
が
永
く
続

い
て
い
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
音
読
み
の
エ
イ
は
漢
音
。
熟

語
に
は
〝
競
泳
〟
〝
力
泳
〟
〝
遊
泳
〟
な
ど
泳
ぎ
に
関
す
る
も

の
が
多
い
。
他
に
〝
電
気
泳
動
（
蛋
白
質
等
の
分
析
法
の
一
種

〟
や
韓
国
の
人
名
と
し
て
〝
金
泳
三
（
キ
ム
・
ヨ
ン
サ
ム
）
〟

な
ど
が
あ
る
。

１
１
０

「
混

」

さ
ん
ず
い
と
昆

（
４
・
５
の

点
）
で
表
す
。
字
式
は
、
さ
ん
ず
い
＋
昆
、
昆
は
日
／
比
。
音

読
み
の
コ
ン
は
漢
音
。
訓
読
み
に
〝
こ
‐
む
〟
が
あ
る
。
熟
語

に
は
〝
混
合
〟
〝
混
在
〟
〝
混
声
合
唱
〟
〝
混
載
〟
〝
混
在
〟

〝
玉
石
混
淆
（
ぎ
ょ
く
せ
き
こ
ん
こ
う
）
〟
〝
混
ぜ
ご
飯
〟
な

ど
が
あ
る
。

－ １６ －



見
果
て
ぬ
夢
を
（
十
七
）

山

本

優

子

十
六

見
は
て
ぬ
夢
を

孝
之
進
が
生
前
語
っ
て
い
た
と
お
り
、
葬
儀
は
数
人
の
教
会

員
の
手
伝
い
を
得
て
ひ
っ
そ
り
と
行
わ
れ
た
。
そ
れ
が
済
ん
で

し
ま
う
と
、
増
江
と
千
代
は
手
を
取
り
合
っ
て
泣
き
伏
し
た
。

慰
め
あ
う
こ
と
も
で
き
ず
、
祈
り
あ
う
こ
と
も
で
き
ず
、
長
い

時
間
暗
い
部
屋
で
泣
き
じ
ゃ
く
っ
た
。

だ
が
、
訓
盲
院
は
残
っ
た
。
こ
う
し
て
い
る
間
も
、
盲
児
た

ち
が
食
事
も
与
え
ら
れ
ず
、
寒
々
と
し
た
院
舎
で
途
方
に
く
れ

て
い
る
は
ず
だ
。
と
う
と
う
千
代
が
言
っ
た
。

「
増
江
さ
ん
、
私
た
ち
に
は
何
を
す
る
力
も
あ
り
ま
せ
ん
。

お
金
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
主
が
働
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
が

は
っ
き
り
見
え
て
く
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
祈
り
ま
し
ょ
う

か
」増

江
は
、
涙
を
ぬ
ぐ
っ
て
う
な
ず
い
た
。

二
人
は
、
ひ
れ
伏
し
て
一
心
に
祈
っ
た
。

「
主
よ
、
あ
な
た
に
頼
る
の
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
赦
し
て

く
だ
さ
い
。
訓
盲
院
の
子
供
た
ち
を
助
け
て
く
だ
さ
い
…
…
」

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
、
祈
り
続
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
増
江

は
、
主
の
声
を
き
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

（
行
け
）
と
。

（
我
、
汝
を
遣
は
さ
む
）

増
江
は
、
決
心
を
し
た
。

（
主
よ
。
わ
た
し
た
ち
を
通
し
て
働
い
て
く
だ
さ
る
と
信
じ

ま
す
）

夫
召
天
の
報
せ
の
手
紙
を
久
留
米
の
実
家
に
も
し
た
た
め
た

と
こ
ろ
、
さ
っ
そ
く
父
今
村
虹
助
か
ら
返
事
が
届
い
た
。
増
江

へ
の
心
配
を
に
じ
ま
せ
た
手
紙
だ
っ
た
。
も
う
充
分
が
ん
ば
っ

た
の
だ
か
ら
、
訓
盲
院
の
こ
と
は
人
に
ま
か
せ
、
実
家
に
帰
っ

て
く
る
の
が
良
か
ろ
う
と
勧
め
る
内
容
だ
っ
た
。
厳
格
だ
っ
た

が
老
い
て
ま
す
ま
す
円
満
に
な
っ
て
き
た
父
の
姿
が
浮
か
ぶ
。

増
江
は
、
手
紙
を
繰
り
返
し
読
み
な
が
ら
涙
を
流
し
た
。
早
く

か
ら
長
男
仁
一
郎
（
に
い
ち
ろ
う
）
に
家
督
を
譲
り
、
読
書
や

書
に
静
か
な
日
々
を
送
り
老
い
て
い
く
父
だ
っ
た
。
そ
の
父
を

想
わ
な
い
日
は
な
か
っ
た
。
自
分
の
せ
い
で
、
父
は
積
極
的
に

生
き
る
意
欲
を
失
く
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
痛
み
も
感
じ

て
き
た
。
両
親
へ
の
心
配
と
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
理
解
し
て

も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
増
江
は
多
忙
な
中
、
何
度

か
神
戸
か
ら
久
留
米
の
実
家
を
訪
れ
て
い
た
。

神
戸
に
落
ち
着
い
て
か
ら
初
め
て
恐
る
恐
る
実
家
を
訪
れ
た
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時
の
こ
と
を
、
増
江
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
孝
之
進
と

の
結
婚
を
断
じ
て
許
そ
う
と
し
な
か
っ
た
厳
父
虹
助
は
、
目
を

潤
ま
せ
て
増
江
を
迎
え
た
。
そ
し
て
、
ま
ず
ひ
と
こ
と
、

「
食
べ
る
も
の
は
、
充
分
か
？
」

と
、
尋
ね
た
。
増
江
は
母
す
ゑ
や
兄
仁
一
郎
、
弥
三
郎
（
や
さ

ぶ
ろ
う
）
と
共
に
楽
し
い
ひ
と
時
を
持
っ
た
。

帰
り
際
に
虹
助
は
、

「
左
近
允
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
籍
を
入
れ
な
さ
い
」
と
、
諭
す

よ
う
に
言
っ
た
。
実
は
増
江
は
孝
之
進
と
の
婚
姻
の
届
け
を
し

て
い
な
か
っ
た
。
若
い
こ
ろ
東
京
で
平
塚
雷
鳥
（
ひ
ら
つ
か

ら
い
ち
ょ
う
）
や
神
近
市
子
（
か
み
ち
か

い
ち
こ
）
ら
と
の

出
会
い
を
持
っ
た
増
江
に
は
、
女
性
が
夫
の
家
に
嫁
ぐ
と
い
う

日
本
の
婚
姻
制
度
の
あ
り
方
へ
の
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。
戸
籍

制
度
の
も
た
ら
す
差
別
、
弊
害
に
関
し
て
も
考
え
続
け
て
い

た
。
孝
之
進
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
女
性
の
人
権
問
題
と
盲

人
を
始
め
と
す
る
「
弱
者
」
差
別
、
蔑
視
問
題
が
増
江
の
中
で

つ
な
が
っ
た
。
増
江
が
左
近
允
家
に
籍
を
移
さ
な
か
っ
た
の
は

父
の
反
対
に
よ
っ
て
と
い
う
よ
り
も
、
増
江
自
身
の
選
択
だ
っ

た
。
孝
之
進
は
、
何
よ
り
も
増
江
の
意
思
を
尊
重
し
よ
う
と
し

た
し
、
受
洗
し
て
か
ら
、
教
会
で
牧
師
の
司
式
に
よ
っ
て
簡
素

に
神
の
前
で
の
結
婚
の
誓
約
式
を
し
て
も
ら
っ
た
か
ら
、
そ
れ

で
増
江
は
満
足
し
て
い
た
。
が
、
そ
の
後
帰
省
す
る
た
び
に
虹

助
は
増
江
の
籍
の
こ
と
を
口
に
し
た
。
最
初
増
江
は
今
村
家
の

た
め
世
間
体
を
気
に
し
て
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
父
が

娘
の
こ
と
を
許
し
、
孝
之
進
と
共
に
取
り
組
ん
で
い
る
働
き
を

陰
な
が
ら
応
援
す
る
想
い
を
持
っ
て
く
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

あ
る
時
は
、
思
い
切
っ
て
長
兄
仁
一
郎
に
訓
盲
院
の
経
済
的

援
助
の
必
要
を
そ
れ
と
な
く
話
し
た
。
仁
一
郎
は
、

「
考
え
て
み
る
」

と
、
言
っ
た
。
そ
し
て
、
弥
三
郎
と
共
に
、
か
な
り
多
額
の

寄
付
金
を
増
江
に
渡
し
て
く
れ
た
。
驚
い
た
こ
と
に
は
、
帰
り

際
に
父
ま
で
が
、

「
お
ま
え
た
ち
に
結
婚
祝
い
を
ま
だ
渡
し
て
い
な
か
っ
た

な
」と

、
言
っ
て
、
兄
た
ち
か
ら
の
も
の
以
上
の
金
額
の
入
っ
た

包
み
を
増
江
に
受
け
取
ら
せ
た
の
だ
っ
た
。

孝
之
進
を
喪
っ
て
、
増
江
は
孝
之
進
の
こ
と
で
共
に
涙
を
流

せ
る
の
は
千
代
だ
け
だ
と
よ
く
わ
か
っ
た
。
千
代
は
人
前
で
は

目
立
と
う
と
し
な
い
地
味
な
女
性
だ
っ
た
。
が
、
毅
然
と
し
た

強
さ
と
愛
を
感
じ
さ
せ
、
そ
れ
ほ
ど
学
問
を
し
た
わ
け
で
は
な

い
の
に
知
恵
が
あ
っ
た
。
人
を
支
え
助
け
る
こ
と
を
心
底
喜
ん

で
い
た
。
増
江
は
い
つ
の
間
に
か
千
代
を
誰
よ
り
も
信
頼
で
き

る
母
、
同
じ
信
仰
に
立
つ
姉
妹
と
し
て
慕
う
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
あ
る
時
、
増
江
は
ふ
と
思
い
つ
い
た
こ
と
を
甘
え
る
よ
う

に
千
代
に
言
っ
て
み
た
。
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「
お
義
母
様
、
わ
た
し
、
お
義
母
様
の
娘
だ
っ
た
ら
っ
て
、

つ
く
づ
く
思
う
わ
。
養
女
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
な
あ
」

意
外
に
も
千
代
は
言
っ
た
。

「
増
江
さ
ん
さ
え
、
そ
の
意
思
が
あ
る
の
な
ら
、
左
近
允
尚

一
、
千
代
の
養
女
と
い
う
こ
と
で
も
い
い
ん
で
す
よ
」

冗
談
な
ど
言
わ
な
い
人
だ
っ
た
だ
け
に
増
江
は
驚
い
た
。
千

代
の
想
い
を
測
り
か
ね
た
。
そ
の
時
は
そ
れ
だ
け
で
話
が
と
ぎ

れ
た
が
、
あ
と
で
千
代
の
言
っ
た
こ
と
が
気
に
な
っ
て
き
た
。

（
孝
之
進
と
わ
た
し
、
こ
の
世
で
は
夫
婦
だ
っ
た
け
れ
ど
、

天
国
に
籍
の
あ
る
兄
弟
姉
妹
ど
う
し
な
ん
だ
か
ら
、
お
義
母
さ

ん
の
娘
と
し
て
籍
に
入
れ
て
い
た
だ
い
て
も
い
い
か
も
し
れ
な

い
）千

代
に
改
め
て
そ
の
こ
と
を
切
り
出
す
と
、
千
代
は
微
笑
ん

で
言
っ
た
。

「
世
間
体
を
恐
れ
な
い
増
江
さ
ん
ら
し
く
て
、
楽
し
い
わ
」

こ
う
し
て
、
増
江
は
孝
之
進
召
天
後
約
五
ヶ
月
後
に
左
近
允

千
代
の
養
女
と
し
て
今
村
家
か
ら
左
近
允
家
に
籍
を
移
し
た
。

さ
て
、
訓
盲
院
で
は
、
関
係
者
た
ち
と
の
合
意
の
中
で
、
こ

れ
ま
で
孝
之
進
が
担
っ
て
い
た
設
立
者
兼
院
長
と
い
う
役
職
を

分
け
、
増
江
が
設
立
者
、
主
任
教
師
森
泰
蔵
が
院
長
を
勤
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。
増
江
に
や
り
く
り
の
責
任
が
の
し
か
か
っ
て

き
た
。
当
時
は
、
家
賃
四
年
間
の
滞
納
が
千
数
百
円
に
の
ぼ
る

財
政
危
機
に
瀕
し
て
い
た
。
貧
し
い
盲
児
へ
の
給
食
給
衣
に
よ

っ
て
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
点
字
出
版
所
六
光
社
の
採
算
を

度
外
視
し
た
欠
損
の
負
担
に
よ
っ
て
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
の
だ
。
増
江
は
、
篤
志
家
の
間
を
奔
走
し
て
資
金
調
達
に

努
め
た
。
が
、
寄
付
は
あ
ま
り
に
も
乏
し
す
ぎ
た
。
盲
児
た
ち

に
食
べ
さ
せ
る
米
す
ら
買
え
な
い
。
と
う
と
う
増
江
は
意
を
決

し
て
二
人
の
盲
児
に
大
八
車
に
つ
か
ま
る
よ
う
に
命
じ
、
そ
れ

を
押
し
て
街
に
出
た
。

「
失
礼
し
ま
す
。
神
戸
訓
盲
院
の
者
で
す
。
院
生
へ
の
給
食

の
た
め
に
お
米
を
少
し
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」

一
軒
一
軒
ま
わ
り
、
米
を
乞
う
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
、

盲
児
た
ち
に
物
売
り
の
手
伝
い
ま
で
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
学
校
が
あ
ん
な
物
乞
い
行
為
を
さ
せ
る
な
ど
と
は
…
…
」

と
、
い
う
非
難
や
蔑
視
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
増
江
は
そ

れ
に
対
し
て
耳
を
覆
い
、
一
合
で
も
多
く
の
米
を
集
め
る
た
め

に
大
八
車
を
押
し
た
。
か
つ
て
完
成
し
た
点
字
新
聞
「
あ
け
ぼ

の
」
を
孝
之
進
と
共
に
大
八
車
で
押
し
て
運
ん
だ
と
き
も
貧
し

か
っ
た
。
け
れ
ど
、
心
は
弾
ん
で
い
た
。
今
は
そ
の
日
そ
の

日
、
盲
児
た
ち
を
飢
え
さ
せ
な
い
た
め
に
が
む
し
ゃ
ら
に
働
い

て
い
る
…
…
挫
け
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
増
江
は
動
き
ま
わ

る
ほ
か
な
か
っ
た
。

院
長
と
な
っ
た
森
泰
蔵
も
、
訓
盲
院
の
建
て
直
し
の
た
め
資

金
集
め
に
尽
力
し
た
。
質
素
な
生
活
を
信
条
と
し
、
中
途
失
明
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者
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
ず
か
な
電
車
賃
を
も
節
約
し
て
、
激
し

い
寒
風
の
吹
く
夜
で
も
雪
解
け
道
で
も
歩
い
て
患
者
を
見
舞

い
、
後
援
者
を
訪
ね
る
の
だ
っ
た
。
生
徒
た
ち
に
は
厳
し
い

が
、
温
か
い
父
の
よ
う
に
慕
わ
れ
て
い
た
。
増
江
も
、
森
を
尊

敬
し
て
い
た
が
、
孝
之
進
存
命
中
か
ら
意
見
が
合
わ
な
い
時
が

し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
孝
之
進
が
教
養
を
高
め
る
た
め
に
普
通
科

を
重
視
し
た
の
に
対
し
、
森
は
盲
人
の
自
立
の
た
め
の
技
術
教

育
を
重
視
し
た
た
め
だ
っ
た
。
資
金
調
達
に
赴
く
時
も
、
森
は

必
ず
紋
服
に
身
を
整
え
る
。
ま
っ
す
ぐ
な
姿
勢
で
慇
懃
に
さ
わ

や
か
に
語
る
森
は
、
誰
か
ら
も
一
目
置
か
れ
て
い
た
。
そ
ん
な

森
が
、
着
る
物
に
も
構
わ
ず
、
髪
を
振
り
乱
し
て
盲
児
と
共
に

近
所
を
ま
わ
っ
て
米
を
乞
う
増
江
の
や
り
か
た
を
快
く
思
う
は

ず
が
な
か
っ
た
。

「
左
近
允
さ
ん
、
物
乞
い
の
よ
う
な
こ
と
は
や
め
て
く
だ
さ

い
ま
せ
ん
か
。
子
ど
も
た
ち
を
卑
屈
に
さ
せ
自
信
を
失
わ
せ
ま

す
し
、
ま
す
ま
す
訓
盲
院
へ
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
て
し
ま
い
ま

す
」森

に
諭
さ
れ
る
と
、
増
江
は
つ
い
む
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
、
わ
か
り
ま
す
わ
。
で
も
、
こ
う
し

な
い
と
、
今
日
子
ど
も
た
ち
は
食
べ
る
も
の
が
な
い
ん
で
す
。

今
は
他
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
が
、
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い

ん
で
す
か
」

森
は
、
言
葉
を
飲
み
込
む
の
だ
っ
た
。

（
つ
づ
く
）

ご
報
告
と
ご
案
内

一

訃

報

本
号
で
は
、
本
会
に
関
係
の
深
い
、
お
二
人
の
訃
報
を
お
伝

え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
悲
し
み
と
と
も
に
申

し
上
げ
ま
す
。

①
安
田

章

さ
ん

安
田
章
さ
ん
は
、
二
〇
〇
九
（
平
成
二
十
一
）
年
、
三
月
二

十
二
日
、
胃
癌
の
た
め
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

安
田
さ
ん
は
本
会
代
表
の
岡
田
の
友
人
で
、
以
前
よ
り
本
誌

を
ご
愛
読
下
さ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
三
年
か
ら
、
お
仕

事
の
傍
ら
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
設
立
に
尽
力
な
さ
り
、
そ
の
定
款

に
、
漢
点
字
の
普
及
活
動
を
盛
り
込
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
。

翌
年
か
ら
本
誌
に
も
「
酔
夢
亭
」
の
筆
名
で
ご
執
筆
下
さ
る

よ
う
に
な
り
、
七
十
一
号
（
二
〇
〇
九
年
十
二
月
）
ま
で
ほ
ぼ

欠
か
さ
ず
書
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
「
酔
夢
亭
読
書
日
記
第
二

十
八
回
」
が
、
絶
筆
と
な
り
ま
し
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・
ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト

を
立
ち
上

21

げ
て
、
メ
イ
ン
の
活
動
で
あ
る
知
的
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
の
運
営
も
軌
道
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
で
、
漢
点
字
の
活
動
も
形
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に
し
た
い
と
、
東
京
で
、
漢
点
字
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
グ
ル
ー

プ
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
五
年
、

東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
が
誕
生
し
た
の
で
し
た
。

安
田
さ
ん
は
同
会
の
立
ち
上
げ
に
も
積
極
的
に
ご
支
援
下
さ

り
、
二
〇
〇
七
年
に
始
ま
っ
た
、
視
覚
障
害
者
向
け
の
漢
点
字

の
学
習
会
も
、
会
員
と
と
も
に
お
骨
折
り
下
さ
い
ま
し
た
。

昨
年
十
月
、
突
然
入
院
さ
れ
、
闘
病
生
活
に
入
ら
れ
、
ご
自

身
の
ご
意
志
で
、
ご
自
宅
で
永
眠
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
ご
家

族
に
よ
っ
て
野
辺
送
り
さ
れ
ま
し
た
。

安
田
さ
ん
を
偲
ん
で
、
本
誌
六
十
九
号
（
二
〇
〇
八
年
八

月
）
に
ご
執
筆
下
さ
い
ま
し
た
、
「
酔
夢
亭
読
書
日
記
、
第
二

十
七
回
」
を
再
録
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
精
読
下
さ
い
。

②
高
橋

幸
子

さ
ん

高
橋
幸
子
さ
ん
は
、
二
〇
〇
九
（
平
成
二
十
一
）
年
、
六
月

二
十
六
日
、
胃
癌
の
た
め
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

高
橋
さ
ん
は
、
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
の
立
ち
上
げ
時
か
ら

の
会
員
で
、
何
時
も
活
動
の
中
心
に
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。

漢
点
字
に
よ
る
漢
字
仮
名
交
じ
り
法
は
、
考
え
て
み
れ
ば
誰

も
試
み
て
い
な
い
分
野
で
す
。
一
歩
を
踏
み
出
せ
ば
、
必
ず
足

跡
が
遺
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
に
高
橋
さ
ん
は
、
極
め
て
適
切
な

助
言
、
意
見
で
あ
っ
た
り
質
問
で
あ
っ
た
り
を
し
て
下
さ
い
ま

し
た
。
一
定
の
水
準
の
書
籍
の
、
原
文
を
損
な
わ
ず
に
、
し
か

も
触
読
し
易
い
漢
点
字
文
を
表
す
と
い
う
作
業
は
、
思
え
ば
決

し
て
容
易
に
叶
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
作
業
を

通
し
て
高
橋
さ
ん
は
、
漢
点
字
書
を
構
築
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、

着
々
と
積
み
上
げ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
達
の
最
大
の

財
産
で
あ
り
、
自
信
と
誇
り
の
原
点
で
も
あ
り
ま
す
。

高
橋
さ
ん
は
、
昨
年
・
二
〇
〇
八
年
の
十
一
月
に
入
院
さ
れ

ま
し
た
。
既
に
手
術
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
進
行
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
、
入
退
院
の
合
間
に
、
活
動
を
続
け

て
下
さ
い
ま
し
た
。
五
月
五
日
の
定
例
会
・
漢
点
字
講
習
会
ま

で
ご
出
席
下
さ
り
、
そ
れ
が
最
後
の
活
動
と
な
り
ま
し
た
。

安
田
さ
ん
、
高
橋
さ
ん
、
私
達
は
相
次
い
で
友
を
失
い
ま
し

た
。
し
か
し
お
二
人
の
遺
さ
れ
た
も
の
を
、
大
事
に
育
て
て
行

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

二

横
浜
国
立
大
学
の
公
開
講
座

横
浜
国
立
大
学
人
間
科
学
部
教
授
・
村
田
忠
禧
先
生
が
、
こ

の
一
〇
、
一
一
月
に
、
三
回
に
渡
っ
て
公
開
講
座
を
開
か
れ
ま

す
。内

容
は
以
下
の
通
り
で
す
。
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シ
リ
ー
ズ

現
代
中
国
を
知
る

１

建
国

年
の
歩
み

月

日(

土)

：

～

：

60

10

10

13

30

16

30

建
国

周
年
を
迎
え
た
中
国
。
そ
の
歩
み
を
毛
沢
東
、
鄧
小

60

平
、
胡
錦
濤
と
い
う
三
人
の
指
導
者
の
思
想
と
政
策
を
対
比
し

な
が
ら
、
共
通
す
る
も
の
は
何
か
、
変
化
し
た
も
の
は
何
か
、

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
中
国
の

行
方
を
考
え
る
素
材
を
提
供
し
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ

現
代
中
国
を
知
る

２

少
数
民
族
政
策

月
７
日(
土)

：

～

：

11

13

30

16

30

中
国
は

の
民
族
で
構
成
さ
れ
る
多
民
族
国
家
で
あ
る
が
、

56

漢
民
族
の
割
合
が

％
と
圧
倒
的
で
あ
る
た
め
、
中
国
＝
漢
民

91

族
と
見
が
ち
で
す
。
中
国
が
実
施
す
る
民
族
区
域
自
治
の
実
情

は
ど
う
な
の
か
、
と
り
わ
け
チ
ベ
ッ
ト
の
実
態
は
ど
う
な
の

か
、
具
体
的
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ

現
代
中
国
を
知
る

３

日
中
関
係
を
考
え
る

月

日(

土)

：

～

：

11

28

13

30

16

30

日
本
に
と
っ
て
中
国
は
隣
邦
で
あ
り
、
経
済
面
で
の
相
互
補

完
関
係
は
強
ま
り
、
政
治
的
に
も
険
悪
な
時
期
は
過
ぎ
去
り
ま

し
た
。
し
か
し
必
ず
し
も
相
互
信
頼
関
係
が
樹
立
さ
れ
て
い
る

状
態
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
何
が
原
因
で
あ
り
、
ど
う
す
れ
ば
改

善
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
具
体
的
な
案
件
を
通
し
て

明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
）

何
れ
も
会
場
は
、
常
盤
台
キ
ャ
ン
パ
ス

１
０
０
０
円

１
０
０
名
（
一
般
）
３
回
受
講
の
場
合
は

２
５
０
０
円

問
い
合
わ
せ
先
：

横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部

総
務
係

公
開
講
座
担
当

〒2
4
0
-
8
5
0
1

横
浜
市
保
土
ヶ
谷
区
常
盤
台

－

２

79

電
話
：0

4
5
-
3
3
9
-
3
2
5
5
F
A
X

：0
4
5
-
3
3
9
-
3
2
6
4

E
-
M
a
i
l

：e
d
u
.
k
o
k
a
i
k
o
z
a
@
n
u
c
.
y
n
u
.
a
c
.
j
p

三

朝
日
新
聞
の
取
材
を
受
け
ま
し
た

朝
日
新
聞
の
文
化
欄
の
記
者
・
白
石
明
彦
さ
ん
の
取
材
を
受

け
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
社
会
が
、
漢
点
字
を
「
文
字
」
と
し
て
認
知
し
て

下
さ
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
さ
ら
一
般
の
文
字

と
同
様
の
機
能
を
、
こ
の
漢
点
字
に
発
揮
し
て
も
ら
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

漢
点
字
使
用
者
の
奮
起
が
問
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

記
事
は
、
十
一
月
に
掲
載
予
定
と
の
こ
と
で
す
。

－ ２２ －



酔
夢
亭
読
書
日
記

第

回
27

酔

夢

亭

某
月
某
日
。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

で
あ
ろ
う
か
。

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

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

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

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

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

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

左
は
、
「
う
か
」
六
十
九
号
（
二
〇
〇
八
年

八
月
）
よ
り
再
録
す
る
も
の
で
す
。

と
が
は
っ
き
り
分
か
る
。

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

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

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

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

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

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

め
て
い
た
者
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
様

真
剣
は
程
隔

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

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

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

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

か
ら
、
生
々
し
い
話
だ
（
吉
村
昭

「
史
実
を
歩
く
」
文
春
新

書
）
。

警
視
庁
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
明
治
７
年
１
月

日
の
こ
と

15

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

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

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

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

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

「
福
翁

自
伝
」
）

危
険
な
時
代
で
あ
っ
た
。

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

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

中
取
締
り
に
あ
た
り
、
二
年
六
月
、
版
籍
奉
還
以
後
は
、
お
傭
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い
の
府
兵
な
る
も
の
が
そ
の
任
に
つ
き
、
四
年
十
一
月
に
至
っ

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

「
明
治
断
頭
台
」
明
治
小
説
全
集7

）
。
「
当
初
は
、
地
方
の

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

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

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

た
」
と
の
こ
と
。

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

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

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

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

紙

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

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

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

「
警
視
庁
草
紙

上
・
下
」
は
、
し
か
し
、
川
路
大
警
視
が

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

羽
兵
四
郎
で
あ
る
。

「
幕
臣
た
ち
の
明
治
維
新
」
（
安
藤
優
一
郎

講
談
社
現
代

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

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

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

な
っ
て
く
る
。

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

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

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

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

以
下
次
号

追
悼

安
田

章

さ
ん

岡
田

健
嗣

安
田
さ
ん
、
大
兄
が
本
誌
『
う
か
』
に
〈
酔
夢
亭
〉
の
筆
名

で
執
筆
し
て
下
さ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ど
れ
だ
け
経
っ
た
の
だ

ろ
う
。
再
会
し
て
か
ら
も
五
年
は
越
え
た
は
ず
だ
か
ら
、
号
数

に
し
て
三
十
号
分
は
書
い
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
執
筆
ば

か
り
で
な
く
、
製
本
と
発
送
に
も
、
大
き
な
力
に
な
っ
て
下
さ

っ
た
。

大
兄
に
初
め
て
会
っ
た
の
は
四
十
年
近
く
前
に
な
る
。
明
治

学
院
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
だ
っ
た
。
小
生
は
盲
学
校
を
出
て
社

会
に
適
応
で
き
ず
に
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
決
め
込
ん
で
明
治
学

院
に
潜
り
込
ん
だ
の
だ
が
、
随
分
と
新
鮮
な
体
験
を
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。

当
時
は
、
視
覚
障
害
者
を
受
け
入
れ
る
大
学
は
少
な
か
っ

た
。
明
治
学
院
は
、
そ
の
数
少
な
い
う
ち
の
一
校
だ
っ
た
。
学

校
は
、
小
生
が
社
会
福
祉
学
を
専
攻
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
た

よ
う
だ
が
、
な
ぜ
か
経
済
学
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
。

学
校
が
始
ま
っ
て
一
月
ほ
ど
経
っ
た
こ
ろ
だ
っ
た
か
、
小
生

は
だ
ん
だ
ん
慣
れ
て
来
て
、
サ
ー
ク
ル
と
や
ら
を
見
聞
し
よ
う

と
い
う
気
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
大
兄
等
に
遇
っ
た
の
だ
。

－ ２４ －



時
を
経
て
互
い
に
五
十
路
を
越
え
た
こ
ろ
、
本
誌
を
見
て
く

れ
た
大
兄
か
ら
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
何
度
か
や
り
取
り
し
た
の

だ
が
、
そ
の
内
容
は
こ
う
だ
。
（
安
）
「
貴
殿
は
何
で
漢
点
字

に
血
道
を
上
げ
て
い
る
の
だ
？
そ
ん
な
も
の
は
、
や
り
た
い
人

は
放
っ
て
お
い
て
も
や
る
に
違
い
な
い
。
貴
殿
に
は
も
っ
と
別

に
や
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
」
、
（
岡
）
「
い
や
い

や
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
漢
点
字
が
こ
こ
に
あ
る
、
と
言
っ
て

も
現
在
の
視
覚
障
害
者
は
、
や
ろ
う
と
し
な
い
。
」
、
（
安
）

「
そ
ん
な
の
は
放
っ
て
お
け
ば
い
い
ん
だ
。
」
、
（
岡
）
「
そ

う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
小
生
の
過
去
を
思
う
と
、
そ
う
も
言

っ
て
お
ら
れ
な
い
の
だ
。
」
、
（
安
）
「
ど
う
い
う
こ
と

だ
？
」
、
（
岡
）
「
ど
う
い
う
こ
と
っ
て
？
」
、
（
安
）
「
貴

殿
に
と
っ
て
漢
点
字
が
、
そ
れ
ほ
ど
貴
重
な
も
の
と
も
思
え
な

い
の
だ
が
…
？
」
、
（
岡
）
「
い
や
違
う
の
だ
。
こ
の
漢
点
字

を
学
ん
で
、
小
生
は
初
め
て
漢
字
の
世
界
を
知
っ
た
の

だ
。
」
、
（
安
）
「
…
。
そ
う
か
な
？
そ
ん
な
こ
と
な
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
？
」
、
（
岡
）
「
そ
う
な
ん
だ
。
」
、
（
安
）

「
全
く
気
付
か
な
か
っ
た
！
だ
が
当
時
（
大
学
時
代
）
、
結
構

話
し
に
着
い
て
来
て
い
た
と
思
う
が
？
文
盲
で
そ
ん
な
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
。

大
兄
は
、
大
学
時
代
の
小
生
が
文
盲
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付

か
な
か
っ
た
。
小
生
は
隠
す
積
も
り
は
な
か
っ
た
が
、
積
極
的

に
申
し
出
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
が
、
気
付
い
て
い
な
い
と
は

思
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
蒙
を
啓
か
れ
た
思
い
が
し
た
。

我
が
国
の
識
字
率
は
九
九
．
八
％
（
？
）
と
い
う
。
だ
が
視

覚
障
害
者
の
文
盲
（
漢
字
を
知
ら
な
い
）
率
は
、
ほ
ぼ
一
〇
〇

％
で
あ
る
。
つ
ま
り
今
も
一
〇
〇
％
隠
し
果
せ
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
文
盲
は
隠
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
大
兄
は
、
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
の
設
立
に
尽
力
し

て
下
さ
り
、
何
か
と
世
話
役
を
買
っ
て
出
て
も
下
さ
っ
た
。
本

誌
に
も
執
筆
し
て
下
さ
り
、
発
行
の
作
業
に
も
加
わ
っ
て
下
さ

っ
た
。

現
在
身
体
障
害
者
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
盛
ん
に
標
榜
し
て

い
る
。
「
社
会
の
バ
リ
ア
を
な
く
せ
！
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
は
、
心
の
バ
リ
ア
も
な
く
せ
、
と
言
う
。
だ
が

よ
く
聞
い
て
い
る
と
、
心
の
バ
リ
ア
と
い
う
語
を
口
に
す
る
の

は
、
福
祉
関
係
者
の
健
常
者
ば
か
り
で
あ
る
。
障
害
者
自
ら
社

会
に
向
か
っ
て
、
心
の
バ
リ
ア
を
な
く
せ
と
は
言
わ
な
い
。
い

や
恐
ら
く
言
え
な
い
の
だ
。

実
は
大
兄
等
に
教
わ
っ
た
こ
と
で
最
も
大
き
か
っ
た
の
は
、

「
言
葉
の
両
義
性
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
言
葉
は
ど
の
よ
う

に
で
も
使
え
る
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
い
。
発
す
る
者
、
聞
く

者
、
読
む
者
の
意
と
に
は
関
わ
ら
ず
、
言
葉
は
そ
の
様
態
を
変

容
す
る
。
こ
の
バ
リ
ア
と
い
う
語
も
そ
う
だ
。

バ
リ
ア
と
い
う
語
は
こ
の
場
合
、
社
会
の
側
の
「
障
壁
」
と

い
う
意
味
合
い
で
使
っ
て
い
る
積
も
り
ら
し
い
。
だ
が
も
と
も

と
は
自
ら
を
保
護
す
る
た
め
の
壁
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
し
て

み
る
と
、
そ
の
側
面
か
ら
彼
ら
の
言
う
バ
リ
ア
を
見
る
こ
と
も

で
き
る
は
ず
だ
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
本

当
に
実
現
し
て
し
ま
う
と
、
困
る
の
は
障
害
者
自
身
と
い
う
こ
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と
に
な
り
は
し
ま
い
か
？
そ
し
て
小
生
に
見
え
る
の
は
、
社
会

制
度
上
置
か
れ
て
い
る
「
文
盲
」
と
い
う
バ
リ
ア
は
、
社
会
参

加
を
最
も
阻
害
し
て
い
る
障
壁
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
も
社
会

参
加
と
い
う
厳
し
い
現
実
か
ら
守
っ
て
く
れ
て
い
る
、
最
も
頼

も
し
い
保
護
壁
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
バ
リ
ア
が
最
も

強
力
に
守
っ
て
い
る
の
は
、
さ
て
ど
う
い
う
人
た
ち
な
の
だ
ろ

う
か
？
彼
ら
自
身
、
こ
の
こ
と
に
は
全
く
気
付
い
て
い
な
い
よ

う
に
見
え
る
が
…
。

大
兄
等
は
文
盲
で
あ
っ
た
小
生
を
、
分
け
隔
て
な
く
受
け
入

れ
て
く
れ
た
。
か
な
り
乱
暴
な
や
り
か
た
で
は
あ
っ
た
が
、
本

の
読
み
方
を
教
え
て
く
れ
た
。
い
や
音
訳
を
買
っ
て
出
て
く
れ

た
り
も
し
た
。
そ
ん
な
中
か
ら
小
生
は
、
自
分
な
り
の
本
の
選

択
法
を
会
得
し
た
よ
う
に
思
う
。

視
覚
障
害
者
が
読
書
を
す
る
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
点
訳
者
・
音
訳
者
の
手
で
、
新
た
に
作
ら
れ
た
本
を
読
む
こ

と
を
言
う
。
（
「
読
む
」
？
こ
こ
で
は
「
読
む
」
と
し
て
お
こ

う
。
）
書
店
で
購
入
し
た
り
図
書
館
で
借
り
た
り
す
れ
ば
読
め

る
も
の
で
は
な
い
。
読
み
た
い
本
が
既
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
新
た
に
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
を
担
っ
て
下
さ
る
の
が
点
訳
・
音
訳
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ

る
。
本
会
の
活
動
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
当
時
大
兄
等
は
、

そ
う
い
う
こ
と
ま
で
買
っ
て
出
て
く
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し

て
、
小
生
の
バ
リ
ア
を
壊
し
て
く
れ
た
の
だ
。

大
兄
よ
、
文
盲
は
苦
し
い
。
だ
が
大
兄
等
の
よ
う
な
心
優
し

き
力
持
ち
は
意
外
に
少
な
い
。
も
っ
と
強
力
に
彼
の
バ
リ
ア
を

破
壊
し
な
け
れ
ば
、
彼
ら
が
言
う
バ
リ
ア
フ
リ
ー
も
ノ
ー
マ
ラ

イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
も
、
一
握
り
の
特
権
階
層
を
創
出
す
る
だ
け
に

思
え
る
の
だ
が
…
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

追
悼

高
橋

幸
子

さ
ん

岡
田

健
嗣

ず
っ
と
待
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
が
…
…

高
橋
さ
ん
と
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
横
浜
漢
点
字

羽
化
の
会
を
立
ち
上
げ
る
た
め
の
講
習
会
だ
っ
た
。
一
九
九
六

年
の
一
月
三
十
一
日
だ
っ
た
。

高
橋
さ
ん
は
当
初
、
お
勤
め
を
し
な
が
ら
の
ご
参
加
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
定
例
会
に
も
な
か
な
か
お
出
か
け
に
な
れ

ず
、
暫
く
は
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
直
ぐ

に
、
熱
心
に
活
動
に
取
り
組
ん
で
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
の
活
動
は
一
九
九
六
年
に
始
ま
っ
た

が
、
次
の
一
九
九
七
年
に
は
、
横
浜
国
大
の
村
田
忠
禧
先
生
と

横
浜
市
議
の
大
滝
正
雄
先
生
の
ご
尽
力
で
、｢

漢
字
源｣

(

藤
堂

明
保
編
、
学
習
研
究
社)

の
漢
点
字
版･

全
九
十
巻
を
完
成
さ
せ

て
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

後
毎
年
、
漢
点
字
訳
書
を
一
、
二
タ
イ
ト
ル
納
入
し
て
い
る
。

視
覚
障
害
者
の
読
書
は
、
点
訳
や
音
訳
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
が
支
え
て
い
る
。
点
訳
書
や
音
訳
書
は
、
書
店
で
は
購
入
で

－ ２６ －



き
な
い
し
、
希
望
す
る
本
が
図
書
館
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

む
し
ろ
な
い
の
が
普
通
と
言
っ
て
よ
い
。
本
会
の
活
動
も
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
、
漢
点
字
書
を
製
作
す
る
も
の
で
あ
る
。

発
足
後
何
年
か
経
っ
て
、
活
動
も
滑
ら
か
に
進
む
よ
う
に
な

っ
た
こ
ろ
、
高
橋
さ
ん
と
言
葉
を
交
わ
す
機
会
が
増
え
た
。
お

酒
が
お
好
き
な
こ
と
も
知
っ
た
。
当
方
も
嫌
い
で
は
な
い
こ
と

か
ら
、
年
に
何
回
か
で
は
あ
っ
た
が
、
お
誘
い
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

高
橋
さ
ん
は
普
段
は
余
計
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
方
だ

っ
た
。
お
酒
が
進
む
と
お
口
も
緩
ん
で
、
冗
談
も
言
わ
れ
た
。

楽
し
い
お
酒
だ
っ
た
。

あ
る
時
、
「
岡
田
さ
ん
は
何
で
、
（
漢
点
字
の
活
動
を
）
こ

ん
な
に
一
所
懸
命
や
っ
て
る
の
？
」
と
聞
か
れ
た
。
「
高
橋
さ

ん
こ
そ
…
？
」
、
「
わ
た
し
は
暇
だ
か
ら
よ
。
あ
あ
そ
う
か
、

岡
田
さ
ん
も
暇
な
の
ね
？
ふ
ふ
っ
！
」
（
そ
ん
な
は
ず
な
い
で

し
ょ
…
！
）
と
い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
わ
れ
た
。
普
通
な
ら
目
と

目
を
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
私
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。

こ
ん
な
こ
と
も
言
わ
れ
た
。
「
岡
田
さ
ん
み
た
い
な
人
が
、

あ
と
何
人
か
い
れ
ば
ね
、
漢
点
字
も
ぐ
っ
と
広
が
る
の
に
ね

え
！
」
こ
ん
な
こ
と
は
普
段
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
だ
が
漢
点

字
の
普
及
、
視
覚
障
害
者
の
識
字
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
こ

と
に
、
常
に
心
を
痛
め
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
私
の
よ

う
な
者
が
何
人
も
い
る
必
要
は
な
い
。
言
葉
を
一
般
の
水
準
で

使
え
る
よ
う
、
努
力
を
惜
し
ま
な
い
人
が
現
れ
る
こ
と
、
そ
れ

だ
け
だ
。
そ
う
す
れ
ば
否
応
な
く
漢
点
字
が
求
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

高
橋
さ
ん
は
、
本
会
の
活
動
に
ご
参
加
下
さ
る
前
に
、
従
来

の
カ
ナ
点
字
の
点
訳
活
動
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が

何
か
物
足
り
な
い
。
「
カ
ナ
文
字
だ
け
で
分
か
る
の
か
し
ら
？

し
か
も
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
の
区
別
も
な
い
。
」
こ
れ
は
最

も
素
朴
な
疑
問
だ
が
、
も
う
一
つ
、
「
こ
う
い
う
本
を
読
み
た

い
の
か
し
ら
？
」
と
、
点
訳
に
供
さ
れ
る
本
へ
の
疑
問
も
湧
い

た
。
何
か
毒
の
な
い
、
味
の
薄
い
本
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
の
だ
。
「
あ
あ
、
視
覚
障
害
者
の
人
た
ち
は
、
こ
う
い
う
本

が
好
き
な
ん
だ
」
と
思
っ
て
い
る
時
に
、
本
会
の
漢
点
字
訳
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
広
告
を
ご
覧
に
な
っ
た
。

さ
て
入
っ
て
み
る
と
全
く
素
人
の
集
ま
り
で
、
手
際
は
悪
い

し
、
い
っ
た
い
何
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
さ
え
分
か

ら
な
い
。
だ
が
読
書
に
対
す
る
熱
意
だ
け
は
感
じ
ら
れ
る
。
そ

ん
な
こ
ん
な
で
巻
き
込
ま
れ
て
、
面
白
さ
さ
え
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

本
会
の
活
動
が
始
ま
っ
て
直
ぐ
に
、
高
橋
さ
ん
は
活
動
の
基

本
で
あ
る
「
朝
日
歌
壇
・
俳
壇
」
の
漢
点
字
訳
と
、
「
横
浜
通

信
」
の
製
作
の
グ
ル
ー
プ
に
ご
参
加
下
さ
っ
た
。
そ
し
て
た
ち

ま
ち
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
打
ち
込
み
、
校
正
、
編
集
、
点
字
プ
リ

ン
タ
に
よ
る
打
ち
出
し
、
発
送
と
い
う
、
一
連
の
工
程
の
取
り

ま
と
め
を
お
引
き
受
け
下
さ
っ
た
。

漢
点
字
書
を
製
作
す
る
と
い
っ
て
も
、
現
在
で
は
点
筆
で
一
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点
一
点
手
打
ち
す
る
も
の
で
は
な
い
。
パ
ソ
コ
ン
で
普
通
の
文

書
を
普
通
に
打
ち
込
む
の
が
作
業
の
始
ま
り
で
あ
る
。
打
ち
込

ま
れ
た
文
書
は
、
一
旦
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
、
原
本
と
比
較

す
る
。
こ
れ
が
文
字
の
間
違
い
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
校
正
作

業
で
あ
る
。
校
正
は
三
名
の
目
で
行
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
は
一
般
の
文
書
を
作
成
す
る
作
業
と
同
様
で
あ

る
。
こ
の
後
に
、
漢
点
字
へ
の
変
換
と
編
集
の
作
業
が
あ
り
、

一
冊
の
漢
点
字
書
の
フ
ァ
イ
ル
が
完
成
す
る
。
高
橋
さ
ん
は
こ

の
打
ち
込
み
・
校
正
の
作
業
を
差
配
し
、
変
換
・
編
集
の
作
業

を
一
手
に
お
引
き
受
け
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
諸
書
籍
の
漢
点
字
訳
の
取
り
ま
と
め
を
一

手
に
お
引
き
受
け
下
さ
っ
て
、
現
在
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
、
何
方
に
も
手
に
し
て
い
た
だ
け
る
漢
点
字
書
は
、
粗

方
高
橋
さ
ん
の
手
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
図
書

館
の
所
蔵
書
を
含
め
て
、
主
な
漢
点
字
訳
書
を
挙
げ
て
み
る

と
、
「
論
語
」
、
「
唐
詩
選

上
・
下
」
、
「
孔
子
伝
」
・

「
初
期
万
葉
論
」
（
白
川
静
）
、
「
珠
玉
百
歌
仙
」
（
塚
本
邦

雄
）
、
「
近
代
日
本
語
の
思
想

翻
訳
文
体
成
立
事
情
」
（
柳

父
章
）
、
「
百
人
一
句
」
（
高
橋
睦
郎
）
、
「
微
苦
笑
俳
句
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」
（
江
國
滋
）
そ
の
他
で
あ
る
。

そ
し
て
二
〇
〇
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
漢
点
字
講
習
会
用
の
テ

キ
ス
ト
の
取
り
ま
と
め
、
そ
の
前
年
か
ら
私
が
受
講
し
た
放
送

大
学
の
テ
キ
ス
ト
（
国
文
系
）
の
取
り
ま
と
め
な
ど
、
ほ
ぼ
全

て
の
取
り
ま
と
め
を
担
っ
て
下
さ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
取
り
ま
と
め
の
作
業
か
ら
、
如
何
に
読
み
易
い

漢
点
字
書
を
作
る
か
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
、
厚
み
を
増
し
て
い
っ

た
。
こ
う
し
て
高
橋
さ
ん
は
、
漢
点
字
の
活
動
の
今
後
に
、
軌

道
を
敷
い
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

足
か
け
五
年
に
な
ろ
う
か
、
白
川
静
先
生
の
「
常
用
字
解
」

を
漢
点
字
訳
し
よ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
む
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
高
橋
さ
ん
が
取
り
ま
と
め
を
お
引
き
受

け
下
さ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
加
え
て
、
文
字
の
字

形
の
説
明
の
た
め
に
、
川
上
泰
一
先
生
の
考
案
に
な
る
〝
字
式
〟

を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し
、
そ
の
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
に
な

っ
た
。
昨
年
二
〇
〇
八
年
度
・
中
央
図
書
館
に
、
そ
の
前
半
を

納
入
し
た
。
完
成
の
間
際
ま
で
、
字
式
の
表
記
を
、
高
橋
さ
ん

と
私
は
膝
詰
め
で
検
討
し
た
の
で
あ
る
。

私
は
学
生
時
代
に
は
恩
師
と
呼
べ
る
方
に
巡
り
会
え
な
か
っ

た
。
不
徳
の
故
で
あ
る
。
だ
が
本
会
の
活
動
を
始
め
て
か
ら

は
、
よ
い
方
が
お
集
ま
り
下
さ
っ
た
。
皆
さ
ん
師
と
呼
び
た
い

方
ば
か
り
で
あ
る
。
中
で
も
高
橋
さ
ん
は
、
師
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
よ
い
友
で
も
あ
り
、
同
志
と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
た

い
方
だ
っ
た
。
高
橋
さ
ん
は
、
「
常
用
字
解
」
の
後
半
を
、
ご

自
身
の
手
で
仕
上
げ
る
お
積
も
り
だ
っ
た
。
私
も
、
ご
回
復
を

信
じ
て
い
た
。

有
る
程
の
菊
抛
げ
入
れ
よ
棺
の
中

夏
目
漱
石

－ ２８ －



(横－１） － ２９ －

漢点字講習用テキスト

初級編 第１６回

３ 複合文字 （１）

６．漢数字および第一基本文字を部首とした文字 （６）

（９４） 季 キ すえ

「禾 」の下に「子 」を置いた形の文字です。穀物の実りを表す文

字です。一年を四つに分けて、〝春・夏・秋・冬〟と言いますが、これ

らを総称して「季 節」と呼びます。また〝すえ〟と読んで、この「季

節」の最後の意味を表します。漢点字では、「 （禾）」と「 （子）」

で表されます。

「季節」「季語」「季題」「季春」「季秋」「四季」

※「女 」を部首として含む文字四つ。

（９５） 委 イ ゆだ‐ねる まか‐せる

「禾 」の下に「女 」を置いた形の文字です。「禾 」は、稲の穂が

垂れた形を表している部首で、下の「女 」とともに、柔らかくたおや

かに曲がっていることを表しています。〝ゆだねる・まかせる〟と読ん

で、人に預けて任せきる意味を表します。漢点字では、「 （禾）」と「

（女）」で表されます。

「委員会」「委任」「委嘱」「委譲」

（９６） 好 コウ この‐む す‐く よ‐い

「女 偏」の右側に「子 」を置いた形の文字です。女性が子供を大

事に慈しむ様子を表す文字と言われます。〝このむ〟と読んで趣味や好

みの意味として、〝すく〟と読んで、愛情表現に用いられます。また、

〝よい〟と読んで、好ましいもの、よいものの意味をも表します。漢点

字では、「 （子）」と「 （女）」で表されて、左右が逆になっています。

「好意」「好運」「好悪」「好敵手」「好き好み」「好き嫌い」

（９７） 姉 シ あね

「女 偏」の右側に「市 」を置いた形の文字です。兄弟姉妹のうち、

年長の女性を指します。また、年長の女性を敬愛して呼ぶ語でもありま

す。漢点字では、「 （女）」と「 （市）」で表されます。

「兄弟姉妹」「兄姉」「姉さん」

（９８） 妹 マイ いもうと

「女 偏」の右側に「未 」を置いた形の文字です。「未 」は、

まだ伸びきっていない木の枝を表しています。兄弟姉妹のうち、年少の

女性を意味します。また、年少の女性や妻を慈しむ語としても用いられ
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ます。漢点字では、「 （女）」と「 （未）」で表されますが、「 」は

「末」に当たりますので、本来は「 」としなければなりません。しか

し、「 」を採用しますと、他の文字と重なりますので、このようになり

ました。

「兄弟姉妹」「兄妹」「妹御」

※「田 」を部首として含む文字四つ。

＊「田 」は、既に出て来た「畑 」のように、田畑の意味を表す

場合と、「果 」のように、田畑とは関わりのない、別の意味を表す場

合があります。後者は、中に沢山詰まっているもの、ものが沢山集まっ

ている様子を表します。

（９９） 男 ダン ナン おとこ

「田 」の下に「力 」を置いた形の文字です。田畑で力をふるって

働く、力強い男性を表しています。漢点字では、「 （田）」と「 （力）」

で表されます。

「男性」「男女」「長男」「次男」「一男一女」

（１００） 細 サイ ほそ‐い ほそ‐る こま‐かい

こま‐やか ささ‐い ささ‐やか

「糸 偏」の右側に「田 」を置いた形の文字です。この「田 」は、

赤ちゃんの頭にある泉門を象ったもので、細いすじを表しています。偏

の「糸 」も細いという意味を表して、偏・旁、双方ともに細く細かい

という意味を表します。漢点字では、「 （糸偏）」と「 （田）」で表さ

れます。

「細工」「細密」「細胞」「細菌」「詳細」

（１０１） 思 シ おも‐う

「田 」の下に「心 」を置いた形の文字です。「田 」は、「細 」

の「田 」と同様に、赤ちゃんの頭にある泉門を象ったもので、頭を表

します。「心 」は心臓です。この文字は、頭と心で細かく思いめぐらす

様子を表します。漢点字では、「 （田）」と「 （心）」で表されます。

「思案」「思想」「思考」「思念」「意思」「もの思い」「思いがけない」「思

い違い」「思い人」

（１０２） 胃 イ

「田 」の下に「月（肉） 」を置いた形の文字です。食べたものが

沢山入った、肉でできた袋、つまりイブクロです。この「田 」は、も

のが沢山詰まったものの意味です。漢点字では、「 （田）」と「 （肉）」

で表されます。

「胃腸」「胃袋」「食道・胃・十二指腸」
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▼
当
会
、
特
に
岡
田
さ
ん
に
と
っ
て

大
切
な
方
が
、
２
人
も
相
次
い
で
亡

く
な
り
ま
し
た
。
岡
田
さ
ん
が
、
ど

ん
な
に
お
力
落
と
し
さ
れ
て
い
る
か
、
想
像
に
難
く
あ
り
ま

せ
ん
。
安
田
さ
ん
と
は
、
初
め
岡
田
さ
ん
を
介
し
て
の
間
接

的
な
知
り
合
い
で
し
た
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
立
ち
上
げ
や

「
東
京
漢
点
字
」
の
立
ち
上
げ
の
頃
か
ら
直
接
お
会
い
す
る

機
会
も
増
え
ま
し
た
。
と
に
か
く
、
実
行
力
の
あ
る
方
で
、

岡
田
さ
ん
の
活
動
を
陰
で
支
え
る
実
に
頼
も
し
い
親
友
の
よ

う
で
し
た
▼
本
誌
が
一
時
安
田
さ
ん
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ト
ー
タ
ル

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト

と
共
同
発
行
さ
れ
て
い
た
と
き
、
お
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忙
し
い
中
を
毎
回
の
よ
う
に
遠
方
か
ら
印
刷
・
製
本
作
業
に

参
加
下
さ
っ
て
、
大
き
な
戦
力
と
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

▼
一
方
、
高
橋
さ
ん
は
、
岡
田
さ
ん
の
追
悼
文
に
あ
り
ま
す

よ
う
に
、
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
の
発
足
当
時
か
ら
の
メ
ン

バ
ー
で
、
そ
の
当
時
か
ら
の
古
い
お
付
き
合
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
私
と
し
て
は
担
当
し
た
分
野
の
違
い

で
、
彼
女
の
仕
事
ぶ
り
を
肌
で
感
じ
た
の
は
ず
っ
と
後
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
岡
田
さ
ん
の
文
に
よ
り
、
私
の
知

ら
な
い
分
野
で
の
彼
女
の
す
ば
ら
し
い
業
績
が
認
識
さ
れ
、

あ
ら
た
め
て
当
会
に
お
け
る
彼
女
の
存
在
の
大
き
さ
が
理
解

さ
れ
ま
す
。
と
同
時
に
、
そ
の
重
要
な
人
を
失
っ
た
あ
と
の

当
会
の
活
動
に
つ
い
て
、
一
抹
の
不
安
を
覚
え
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
▼
ど
う
ぞ
安
ら
か
に
お
眠
り
下
さ
い
と
祈
る
ば
か
り
で

す
。

(

木
下

和
久)

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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