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漢
点
字
の
散
歩
（
二
十
）

岡
田

健
嗣

お
詫
び
と
訂
正

前
号
で
ま
た
ま
た
誤
記
が
あ
り
ま
し
た
。

「
３
．
六
書
と
部
首
、
そ
し
て
漢
点
字
の
誕
生
」
の
「
②
部

首
と
部
首
索
引
」
の
中
に
、
「
文
字
索
引
」
と
い
う
語
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
「
部
首
索
引
」
の
誤
り
で
す
。
謹
ん
で
訂
正
し

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³

漢
点
字
紹
介
（
三
）

４
．
漢
点
字
の
ご
紹
介

①

第
一
基
本
文
字
（
一
マ
ス
漢
点
字
）

一
マ
ス
で
表
さ
れ
る
漢
点
字
は
、
五
十
七
個
あ
り
ま
す
。
全

て
他
の
漢
字
の
構
成
要
素
と
な
る
部
首
と
し
て
機
能
し
ま
す
。

カ
ナ
点
字
符
号
の
五
十
音
順
に
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
通
し

番
号
、
漢
点
字
符
号
、
漢
字
、
音
読
、
訓
読
、
説
明
の
順
に
記

し
ま
す
。

ア
行

イ

（
１
）

糸

シ

い
と

「

」
は
「
糸
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
「

」
は

「
第
一
糸
偏
」
と
し
て
他
の
文
字
の
構
成
要
素
と
な
り
ま
す
。

例
：

総

終

縄

綱

（
２
）

系

ケ
イ

「

」
は
「
系
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
「

」
は
、

「
第
二
糸
偏
」
と
し
て
他
の
文
字
の
構
成
要
素
と
な
り
ま
す
。

例
：

紅

緊

綿

網

＊

糸
偏
を
含
む
文
字
は
沢
山
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
漢
点
字

で
は
「

」
と
「

」
の
二
つ
の
糸
偏
を
用
意
し
ま
し
た
。

（
３
）

比

ヒ

く
ら
べ
る

「

」
は
「
比
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
漢
点
字
で
は

「
比
較
文
字
」
と
呼
ば
れ
る
基
本
文
字
を
表
す
符
号
と
し
て
用

い
ら
れ
ま
す
。

例
：

上

中

下

右

左

（
４
）

数

ス
ウ

か
ず

か
ぞ
え
る

「

」
は
「
数
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
漢
点
字
で
は

漢
数
字
を
表
す
符
号
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。

例
：

一

二

三

五

九

＊

「

比
」
と
「

数
」
は
、
後
に
詳
し
く
ご
紹
介
す
る

－ １ －



二
つ
の
系
列
の
基
本
文
字
を
構
成
し
ま
す
。

ウ（
５
）

家

カ

ケ

い
え

や

「

」
は
「
家
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
「

」
は
、

「
ウ
冠
」
と
し
て
他
の
漢
字
を
構
成
し
ま
す
。

例
：

寄

宙

容

定

（
６
）

宿

シ
ュ
ク

や
ど

や
ど
る

「

」
は
「
宿
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
「

」
は
、

二
つ
目
の
「
ウ
冠
」
と
「
ワ
冠
」
と
し
て
他
の
漢
点
字
を
構
成

し
ま
す
。

例
：

宇

害

寛

冤

冠

軍

（
７
）

学

ガ
ク

ま
な
ぶ

「

」
は
「
学
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
「

」
は
、

「
学
」
や
「
愛
」
や
「
毎
」
の
冠
や
「
な
べ
ぶ
た
」
な
ど
を
表

す
符
号
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

例
：

京

哀

覚

育

エ（
８
）

言

ゲ
ン

ゴ
ン

い
う

こ
と

「

」
は
「
言
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
「

」
は
、

「
第
一
言
偏
」
と
し
て
他
の
文
字
を
構
成
し
ま
す
。

例
：

討

話

訪

議

（
９
）

語

ゴ

か
た
る

「

」
は
「
語
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
「

」
は
、

「
第
二
言
偏
」
と
し
て
、
他
の
文
字
を
構
成
し
ま
す
。

例
：

詩

請

謗

試

＊

言
偏
を
含
む
文
字
も
沢
山
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
漢
点
字

で
は
「

」
と
「

」
の
二
つ
の
言
偏
を
用
意
し
ま
し
た
。

オ

（

）

頁

ケ
ツ

ペ
ー
ジ

10
「

」
は
「
頁
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
「
頁
」
は
日

本
語
で
は
単
独
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
訓
読
で
は
「
ペ
ー
ジ
」
と
読
ま
れ
ま
す
が
、
「
米
」
を

「
メ
ー
ト
ル
」
、
「
瓦
」
を
「
グ
ラ
ム
」
と
読
む
の
と
同
様
で

す
。
「
お
お
が
い
」
と
呼
ば
れ
る
部
首
と
し
て
他
の
文
字
を
構

成
し
ま
す
。
そ
こ
で
漢
点
字
で
は
、
「
基
本
文
字
」
に
位
置
づ

け
ま
し
た
。

例
：

額

顔

頚

頭

（

）

貝

バ
イ

か
い

11
「

」
は
「
貝
」
を
表
す
漢
点
字
符
号
で
す
。
「

」
や

「

」
の
形
で
、
財
産
や
宝
を
表
す
文
字
を
構
成
し
ま
す
。

例
：

貨

購

財

資

－ ２ －



一

言

岡
田

健
嗣

「
読
む
」
と
い
う
こ
と

こ
の
五
月
二
十
七
日
（
木
）
に
、
田
園
調
布
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
前
号
の
ご
報

告
の
通
り
で
す
。
こ
の
こ
と
は
私
に
と
っ
て
、
視
覚
障
害
者
で

あ
る
私
が
、
ど
の
よ
う
に
読
書
と
向
き
合
っ
て
来
た
か
、
あ
る

い
は
回
避
し
て
来
た
か
と
言
う
こ
と
を
、
再
度
考
え
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。
そ
の
究
極
に
〈
漢
点
字
〉
が
あ
る

こ
と
を
も
、
再
確
認
さ
せ
ら
れ
た
の
で
し
た
。

暫
く
以
前
の
こ
と
で
す
が
、
文
芸
誌
の
評
論
に
「
…
を
読

む
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
「
…
を
」
に

は
、
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
が
入
る
の
が
普
通
で
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
文
筆
家
の
名
が
入
っ
た
り
、
出
来
事
や
事
件
や
情
況
が
入
っ

た
り
し
ま
し
た
。
文
芸
誌
で
な
け
れ
ば
も
っ
と
広
く
、
政
局
や

市
況
や
国
際
関
係
な
ど
に
も
よ
く
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
で

は
「
空
気
を
読
む
（
読
め
な
い
）
」
な
ど
と
も
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
が
…
…
。

文
芸
誌
に
掲
げ
ら
れ
る
評
論
の
タ
イ
ト
ル
に
「
…
を
読
む
」

と
あ
る
の
は
、
あ
る
書
物
を
対
象
に
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
著
者

の
読
み
方
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
他
の
人
々
の
読
み
方
と
少
し
違

う
、
あ
る
い
は
際
だ
っ
て
違
う
、
あ
る
い
は
よ
り
深
い
と
言
っ

て
い
る
と
捉
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
敷
衍
し
一
般
化
し
て
見
る

と
、
一
つ
の
作
品
、
あ
る
い
は
一
人
の
文
筆
家
の
文
章
へ
の
理

解
も
、
十
人
の
読
者
が
い
れ
ば
十
通
り
の
読
み
方
が
あ
っ
て
、

し
か
も
そ
れ
が
通
常
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
読
者
そ
れ
ぞ
れ

は
、
そ
の
読
み
方
を
主
張
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
作
品
の
理
解
を
例
に
挙
げ

れ
ば
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
二
人
の
批
評
家
、
思
想
家
の

捉
え
方
が
わ
が
国
の
読
み
方
の
主
流
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
人
は
小
林
秀
雄
、
も
う
一
人
が
埴
谷
雄
高
で
す
。
小
林

秀
雄
は
、
わ
が
国
の
文
芸
評
論
の
ス
タ
イ
ル
を
作
り
上
げ
た
批

評
家
で
す
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
関
し
て
も
、
大
変
魅
力
に

富
ん
だ
理
解
を
展
開
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
小
林
の
評
論
の
特
徴

は
、
外
観
的
に
言
え
ば
引
用
が
多
い
。
原
文
（
こ
の
場
合
は
訳

文
）
を
引
用
し
な
が
ら
、
論
を
進
め
ま
と
め
る
と
い
う
方
法
を

確
立
し
ま
し
た
。
作
品
を
引
用
し
な
が
ら
、
作
家
の
内
面
に
肉

迫
す
る
と
い
う
、
そ
の
後
の
批
評
文
の
原
形
を
為
し
た
も
の
で

す
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
自
ら
が
文
学
に
求
め
る
も
の
を
、
対

象
と
す
る
作
家
が
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
、
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
イ
な
ら
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
が
、
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ

て
い
る
か
を
論
じ
て
い
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

埴
谷
雄
高
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
理
解
は
、
思
想
家
と
し
て

の
埴
谷
自
身
と
思
想
家
と
し
て
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
対
峙

－ ３ －



さ
せ
て
、
作
品
か
ら
作
家
の
思
想
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。
そ
こ
で
言
わ
れ
る
の
は
、
け
だ
し
文
学
者
は
思
想
家
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
作
品
に
は
、
一
つ
の
世
界
が
現
前

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。
埴
谷
は
し

ば
し
ば
『
論
語
』
の
「
朝
に
道
を
聞
か
ば
夕
べ
に
死
す
と
も
可

な
り
」
を
引
い
て
、
真
理
は
世
界
よ
り
重
い
と
解
い
て
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
作
品
に
そ
の
真
理
を
見
出
し
た
の
で
し
た
。

こ
れ
も
読
者
に
と
っ
て
、
大
変
魅
力
的
な
主
張
で
す
。

後
に
ロ
シ
ア
文
学
者
の
亀
山
郁
夫
が
、
小
林
と
埴
谷
の
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
理
解
を
批
判
し
て
、
二
人
と
も
に
あ
ま
り
に
自

ら
に
引
き
付
け
過
ぎ
て
は
い
ま
い
か
、
自
ら
の
文
学
を
語
り
、

自
ら
の
思
想
を
語
る
方
法
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
位
置
づ

け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
亀
山
は
、
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
読
む
に
は
、
ロ
シ
ア
の
文
化
・
風
土
、
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生
き
た
十
九
世
紀
後
半
と
い
う
時
代
、
そ

し
て
そ
れ
を
読
む
の
は
私
た
ち
、
二
十
一
世
紀
の
現
在
の
日
本

に
い
る
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
を
踏
ま
え
て
読
み
解
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
前
に

し
て
も
、
日
本
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
場
で
、
時
代
を
共
に
し

た
り
異
に
し
た
り
す
る
だ
け
で
も
、
そ
の
理
解
は
大
き
な
相
違

を
見
せ
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
テ
キ

ス
ト
を
読
む
ば
か
り
で
な
く
、
様
々
な
読
解
に
も
触
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
読
書
を
経
験

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
方
を
獲
得
し
ま
す
。

し
か
し
こ
こ
で
、
も
う
一
つ
大
き
な
要
素
を
見
逃
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
正
に
唐
突
の
憾
み
は
あ
り
ま
す
が
、
「
学
校
教

育
」
の
制
度
で
す
。
実
効
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
、
学
校
教
育
の
理
念
は
、
一
国
の
国
民
の
教
育
水
準
を
、
国

家
レ
ベ
ル
で
向
上
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
産
業
革
命
以

後
の
資
本
主
義
経
済
の
拡
張
が
、
国
家
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に

要
請
し
た
も
の
で
し
た
。

そ
れ
は
書
物
の
読
み
方
に
も
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
ま

す
。
「
読
む
」
と
い
う
行
為
に
も
、
普
通
教
育
の
立
場
か
ら
一

つ
の
水
準
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
基
準
に
、
個
別
の
作
品

や
作
家
に
た
い
し
て
も
、
先
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
例
の
よ

う
に
、
そ
の
読
み
方
に
一
つ
の
水
準
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

小
林
の
よ
う
に
、
埴
谷
の
よ
う
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
の
よ
う
な
水
準
が
提
示
さ
れ
て
、
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
の

で
き
る
力
を
、
学
校
教
育
か
ら
受
け
取
る
と
い
う
も
の
で
し

た
。
（
勿
論
現
行
の
学
校
教
育
の
制
度
が
、
満
遍
な
く
こ
の
よ

う
な
水
準
を
与
え
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
制
度
の
理

念
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。
）

残
念
な
が
ら
私
は
、
現
在
の
初
等
・
中
等
・
高
等
教
育
の
課

程
で
、
国
語
の
教
育
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
詳
ら
か

に
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
学
校
教
育
に
つ
い
て
は
、
私
の
思
い
出

－ ４ －



に
残
っ
て
い
る
盲
学
校
で
の
国
語
の
授
業
か
ら
、
想
像
力
を
働

か
せ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

国
語
教
育
は
ど
う
や
ら
二
つ
の
柱
に
従
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
そ
の
一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
文
字
の
習
得

で
す
。

わ
が
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
、
教
育
の
場
で
取
り
立
て

て
力
を
込
め
て
教
え
ら
れ
て
い
る
文
字
と
言
え
ば
、
「
漢
字
」

に
他
な
り
ま
せ
ん
。
「
漢
字
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
語
の

文
章
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
根
と
幹
を
な
す
文
字
で
、
「
漢

字
」
な
く
し
て
は
、
日
本
語
の
表
記
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
従

っ
て
「
漢
字
」
の
習
得
こ
そ
が
国
語
教
育
の
指
標
と
な
る
こ
と

を
、
誰
も
疑
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
小
学
校
の
一
年
生
か

ら
、
せ
っ
せ
と
書
き
取
り
の
宿
題
を
こ
な
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。二

つ
目
は
、
読
む
力
・
書
く
力
、
文
章
力
を
養
う
こ
と
で

す
。
文
字
（
漢
字
）
を
覚
え
て
も
、
ど
う
使
わ
れ
る
か
を
知
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
は
書
か
れ
た
も
の
を
読
ん
だ

り
、
自
ら
文
章
を
書
い
た
り
と
い
う
体
験
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
国
語
の
教
科
書
に
は
、
読
む
べ
き
文
章
が
載
っ
て
い

て
、
授
業
で
は
そ
れ
を
声
に
出
し
て
読
み
上
げ
る
と
い
う
こ
と

が
行
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
副
読
本
が
あ
っ
た
り
、
読
む
べ
き
書

物
が
指
定
さ
れ
た
り
し
ま
す
。

文
章
を
書
く
力
を
つ
け
る
に
は
、
作
文
が
最
も
有
効
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
や
、
あ
る
い
は
授
業
に
関

連
し
た
テ
ー
マ
な
ど
、
機
会
を
捉
え
て
は
作
文
の
宿
題
が
出
さ

れ
ま
す
。
そ
の
他
に
も
詩
や
短
歌
や
俳
句
を
作
る
な
ど
、
文
字

を
文
章
に
定
着
す
る
術
を
習
得
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
ま
す
。

遥
か
遠
く
、
私
の
盲
学
校
で
の
学
習
を
思
い
起
こ
す
こ
と
に

し
ま
す
。

盲
学
校
で
も
普
通
校
と
同
様
に
国
語
教
育
は
な
さ
れ
ま
す
。

違
う
の
は
漢
字
教
育
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
従
っ
て
書
き

取
り
の
宿
題
は
出
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
作
文
や
短
歌
や
俳
句
を
作

っ
た
り
は
し
ま
し
た
。
小
・
中
・
高
の
課
程
で
、
こ
の
よ
う
に

授
業
は
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
の
出
身
校
で
あ
る
横
浜

市
立
盲
学
校
ば
か
り
で
な
く
、
東
京
の
教
育
大
附
属
盲
学
校
を

含
め
た
全
国
の
盲
学
校
で
そ
の
よ
う
に
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た

は
ず
で
す
。

何
年
か
に
一
度
、
中
学
部
や
高
等
部
に
、
新
任
の
国
語
の
先

生
が
赴
任
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
先
生
は
い
つ
も
ひ
ど
く

戸
惑
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
前
も
っ
て
レ
ク
チ
ャ
ー
は
あ
っ
た

に
し
て
も
、
漢
字
を
全
く
学
ん
で
来
な
か
っ
た
生
徒
に
国
語
教

育
を
施
す
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
想
定
外
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

ん
な
こ
と
を
授
業
中
に
口
に
さ
れ
た
先
生
も
お
ら
れ
ま
し
た
。

と
は
言
っ
て
も
一
年
間
の
授
業
は
計
画
通
り
進
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
二
年
・
三
年
経
つ
う
ち
に
、
そ
の
よ
う
な
先

生
も
要
領
を
マ
ス
タ
ー
し
て
行
か
れ
ま
し
た
。

私
に
は
残
念
な
が
ら
私
を
贔
屓
し
て
下
さ
る
先
生
は
お
ら
れ
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ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
お
一
人
だ
け
打
て
ば
響
く
よ
う
に
応

え
て
下
さ
る
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
先
生
が
授
業
中

に
、
「
学
校
の
科
目
な
ど
国
語
と
数
学
だ
け
で
十
分
な
ん

だ
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
私
は
驚
い
て
、
「
歴
史
や

倫
理
は
要
ら
な
い
の
で
す
か
？
」
と
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
即
座

に
、
「
歴
史
や
哲
学
は
、
大
学
で
は
文
学
部
な
ん
だ
よ
」
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ど
う
り
で
私
は
、
日
本
史
が
苦
手
な
訳
だ

っ
た
の
で
し
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
盲
学
校
を
卒
業
し
て
、
社
会
へ
出
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
は
、
想
像
を
超
え
た
言
葉
の

世
界
だ
っ
た
の
で
し
た
。

そ
の
後
十
年
近
く
経
っ
て
漢
点
字
に
巡
り
会
う
こ
と
が
で
き

た
の
で
し
た
が
、
漢
点
字
を
勉
強
し
て
み
て
、
な
る
ほ
ど
、
漢

字
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
日
本
語
は
使
え
な
い
と
い
う
こ
と

を
、
身
に
し
み
て
知
っ
た
の
で
し
た
。

視
覚
障
害
者
自
身
、
あ
る
い
は
視
覚
障
害
者
の
周
辺
に
お
ら

れ
る
健
常
者
の
中
に
は
、
視
覚
障
害
者
は
漢
字
自
体
は
知
ら
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
音
読
と
訓
読
は
よ
く
知
っ
て
い

る
、
と
言
わ
れ
る
人
が
お
ら
れ
ま
す
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
よ

く
聞
か
れ
た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
私
自
身
振
り
返
っ
て
見
て

も
、
ど
う
も
そ
ん
な
気
が
し
ま
せ
ん
。

ま
た
漢
字
を
知
ら
な
い
と
同
音
異
義
語
が
理
解
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
も
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
こ
れ
も
私
自
身
振
り
返
っ
て

見
て
、
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は

半
分
し
か
言
え
て
い
な
い
と
い
う
感
を
抱
い
た
も
の
で
し
た
。

漢
点
字
を
勉
強
し
て
み
る
と
、
後
の
半
分
が
何
な
の
か
が
徐
々

に
分
か
っ
て
来
た
の
で
し
た
。

漢
字
の
勉
強
は
、
先
ず
文
字
の
形
、
次
い
で
音
読
と
訓
読
、

そ
し
て
文
字
の
意
味
と
使
い
方
の
順
に
進
め
ら
れ
ま
す
。
漢
点

字
で
も
同
様
に
、
先
ず
漢
点
字
の
形
、
音
読
と
訓
読
、
そ
し
て

文
字
の
意
味
と
使
い
方
を
学
び
ま
す
。
漢
点
字
の
形
は
漢
字
の

形
に
従
っ
て
い
ま
す
。
音
読
と
訓
読
も
漢
字
に
従
い
ま
す
。
意

味
や
使
い
方
も
同
様
に
漢
字
に
従
い
ま
す
。

文
字
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
か
な
り
後
に
な
ら
な
け
れ
ば
会

得
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
が
、
先
ず
驚
い
た
の

が
、
私
は
訓
読
は
取
り
立
て
て
勉
強
し
な
く
て
も
分
か
っ
て
い

る
か
ら
難
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
勝
手
に
思
い
込
ん
で
い
た

の
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
訓
読
の
習
得
こ
そ
が
日
本
語

の
語
彙
の
習
得
の
第
一
歩
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
で
し

た
。例

を
挙
げ
れ
ば
、
「
可
」
と
い
う
文
字
の
音
読
は
「
カ
」
、

訓
読
は
「
よ
い
、
べ
し
」
で
す
。
そ
の
後
に
意
味
や
使
い
方
を

勉
強
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
私
は
「
べ
し
」
な
ど
と
い
う

訓
読
の
あ
る
の
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
驚
き
は
無
数

に
あ
っ
て
、
「
肯
」
の
訓
読
は
「
う
べ
な
う
、
が
え
ん
ず

る
」
、
「
購
」
の
訓
読
は
「
あ
が
な
う
」
、
「
賜
」
の
訓
読
は

「
た
ま
も
の
、
た
ま
わ
る
」
…
…
と
言
っ
た
具
合
で
す
。

私
は
訓
読
と
い
う
の
は
日
本
語
の
読
み
だ
か
ら
話
し
言
葉
だ
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ろ
う
、
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
、
普
段

の
話
し
言
葉
で
は
使
わ
れ
な
い
、
書
き
言
葉
で
も
現
代
文
で
は

ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
言
葉
が
無
数
に
出
て
来
ま
し
た
。
さ
ら

に
「
慮
」
は
「
お
も
ん
ぱ
か
る
」
、
「
省
」
は
「
か
え
り
み

る
」
、
「
承
」
は
「
う
け
た
ま
わ
る
」
の
よ
う
に
、
「
お
も

う
」
と
「
は
か
る
」
、
「
か
え
る
」
と
「
み
る
」
、
「
う
け

る
」
と
「
た
ま
わ
る
」
と
の
よ
う
に
、
和
語
の
複
合
語
ま
で
訓

読
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
少
な
か
ら
ず
驚
か
さ
れ

た
の
で
し
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
「
贖
」
は
「
購
」
と
同
様
に
「
あ
が
な

う
」
、
「
諾
」
は
「
肯
」
と
同
様
に
「
う
べ
な
う
」
、
「
顧
」

は
「
省
」
と
同
様
に
「
か
え
り
み
る
」
と
訓
読
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
対
に
な
っ
た
文
字
は
使
わ
れ
方
が
異
な
っ
て
い

て
、
意
味
の
離
れ
た
文
字
に
見
え
ま
す
が
、
詳
し
く
見
れ
ば
こ

の
訓
読
が
二
つ
の
文
字
が
密
接
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
こ
の
日
本
語
の
豊

か
さ
は
、
漢
字
の
媒
介
な
し
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
を
も

示
し
て
い
ま
す
。

明
治
以
降
、
漢
字
を
排
斥
し
た
り
制
限
し
た
り
す
る
論
調
が

聞
か
れ
ま
す
。
確
か
に
未
整
理
の
文
字
は
混
乱
の
も
と
で
す
。

し
か
し
漢
字
は
要
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
方
々
も
、
漢
字
仮
名

交
じ
り
文
で
論
を
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
々
は
、

漢
字
の
知
識
を
持
た
な
い
人
た
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

私
た
ち
よ
り
遥
か
に
豊
富
に
お
持
ち
の
方
々
で
す
。

そ
れ
に
引
き
替
え
幼
少
時
よ
り
の
視
覚
障
害
者
は
、
漢
字
の

習
得
そ
の
も
の
か
ら
阻
害
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
に
お
け
る

視
覚
障
害
と
は
そ
の
意
味
で
、
言
語
障
害
の
一
つ
の
型
と
言
っ

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
私
自
身
の

過
去
を
思
え
ば
、
社
会
に
出
て
の
苦
し
み
の
多
く
が
、
語
彙
の

貧
困
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
遅
ま
き
な
が
ら
そ
れ
を
獲
得
す
る

に
従
っ
て
、
自
由
度
が
増
し
て
来
ま
し
た
。

読
者
諸
兄
姉
へ
の
お
願
い
で
す
。

今
後
視
覚
障
害
者
と
お
話
す
る
機
会
を
お
持
ち
の
際
は
、
そ

の
言
葉
遣
い
に
ご
注
目
下
さ
い
。
中
途
失
明
の
方
は
比
較
的
少

な
い
の
で
す
が
、
私
の
よ
う
に
幼
少
時
か
ら
の
視
覚
障
害
者

は
、
そ
の
言
葉
遣
い
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
幼
児
性
が
感
じ
ら

れ
る
と
言
っ
て
は
言
い
過
ぎ
で
し
ょ
う
か
？
漢
字
の
知
識
が
な

く
、
書
き
言
葉
と
の
接
触
が
乏
し
い
た
め
に
、
耳
か
ら
入
る
音

声
言
語
を
頼
り
に
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

本
来
書
き
言
葉
と
音
声
言
語
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
る
言

語
の
発
達
が
、
幼
児
期
の
辺
り
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な

状
態
と
私
は
捉
え
て
い
ま
す
。
私
も
そ
の
癖
を
十
分
払
拭
で
き

て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
皆
様
の
暖
か
く
厳
し
い
目
が
、

視
覚
障
害
者
の
言
語
と
文
化
の
将
来
に
必
要
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
皆
様
の
厳
し
さ
と
ゆ
と
り
の
あ
る
優
し
い
視
線
が
、
視
覚

障
害
者
の
言
語
を
養
い
ま
す
。
酷
い
厳
し
さ
で
な
く
、
優
し
い

厳
し
さ
を
賜
れ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
と
感

ぜ
ら
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
七
七
）

盲
学
校
・
ろ
う
学
校
生
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ(

一)

山

内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
毎
年
、
中
学
生
や
高
校
生
の
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
職
場
体
験
）
が
何
組
も
図
書
館
を
訪
れ
る
。

ほ
と
ん
ど
が
二
～
三
人
で
二
日
間
、
図
書
館
の
様
々
な
仕
事
を

体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
窓
口
や
資
料
の
装
備
な
ど
が
主
な
業

務
に
な
る
が
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
な
か
に
必
ず
点
字
体
験
を
一

時
間
組
み
込
み
、
簡
単
な
点
字
の
知
識
や
概
要
を
説
明
し
た

後
、
仕
上
げ
に
自
分
の
名
前
を
タ
ッ
ク
ペ
ー
パ
ー
に
点
字
で
打

っ
て
も
ら
い
好
き
な
場
所
に
貼
れ
る
よ
う
シ
ー
ル
を
作
成
す

る
。三

年
前
、
文
京
盲
学
校
の
Ｎ
先
生
か
ら
、
盲
学
校
の
生
徒
の

職
場
体
験
実
習
を
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
か
、
と
い
う
依
頼
が

あ
っ
た
。
Ｎ
先
生
と
は
一
時
日
本
図
書
館
協
会
の
障
害
者
サ
ー

ビ
ス
委
員
会
で
ご
一
緒
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
関
係
で
の
依

頼
だ
っ
た
。
今
ま
で
、
区
内
の
中
学
校
の
障
害
児
学
級
に
在
籍

す
る
生
徒
の
実
習
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
盲
学
校
か

ら
の
依
頼
は
初
め
て
だ
っ
た
。
し
か
し
全
国
に
三
〇
人
以
上
も

視
覚
障
害
の
図
書
館
員
が
働
い
て
い
る
の
で
、
視
覚
障
害
学
生

の
職
場
体
験
の
場
と
し
て
当
然
図
書
館
も
有
力
な
実
習
の
場
に

な
ら
な
け
れ
ば
と
、
快
く
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
し
た
。

件
の
生
徒
は
高
校
二
年
に
在
籍
す
る
Ｋ
さ
ん
で
、
八
月
一
日

か
ら
三
日
の
三
日
間
、
あ
ず
ま
図
書
館
で
職
場
体
験
実
習
を
行

う
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｋ
さ
ん
は
身
体
障
害
者
手
帳
１
種
１
級
、

未
熟
児
網
膜
症
で
右
眼
が
光
覚
弁
、
左
目
が
手
動
弁
で
点
字
使

用
。
大
学
進
学
を
希
望
し
、
将
来
は
英
語
の
教
師
を
目
指
し
て

い
る
。
丁
度
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
、
立
教
大
学
の
司
書
課
程

で
学
ん
で
い
る
四
年
生
の
Ｓ
さ
ん
が
図
書
館
学
の
単
位
取
得
の

た
め
に
実
習
に
来
館
す
る
の
で
、
初
め
の
三
日
間
は
一
緒
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
で
実
習
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
図
書
館
学
を

学
ん
で
い
る
学
生
の
実

習
は
通
常
二
週
間
か
ら

三
週
間
な
の
で
、
そ
の

都
度
期
間
内
で
で
き
る

課
題
を
与
え
る
こ
と
と

し
て
い
る
が
、
今
回
は

ま
ず
Ｋ
さ
ん
が
Ｓ
さ
ん

に
点
字
を
教
え
、
ふ
た

り
で
協
力
し
て
あ
ず
ま

図
書
館
の
閉
架
書
庫
に

あ
る
点
字
図
書
の
目
録

Sさんに点字を教えるKさん
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を
作
成
す
る
こ
と
を
課

題
に
選
ん
だ
。
ま
た
Ｋ

さ
ん
は
パ
ソ
コ
ン
操
作

に
慣
れ
て
い
る
こ
と
、

音
楽
が
趣
味
で
簡
単
な

曲
な
ら
キ
ー
ボ
ー
ド
を

弾
け
る
こ
と
も
わ
か
っ

た
の
で
、
二
日
目
に
は

緑
図
書
館
の
小
さ
い
子

ど
も
の
た
め
の
お
は
な

し
会
と
そ
の
後
の
清
風

園
で
キ
ー
ボ
ー
ド
や
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し

た
。Ｋ

さ
ん
の
住
所
は
川
崎
市
多
摩
区
に
あ
り
、
初
め
て
の
場
所

に
遠
方
か
ら
通
勤
時
間
帯
に
一
人
で
来
る
の
は
難
し
い
の
で
、

朝
と
夕
方
に
は
保
護
者
の
方
が
送
迎
し
て
下
さ
る
こ
と
に
な
っ

た
。八

月
一
日
、
第
一
日
目
は
午
後
に
寺
島
図
書
館
で
音
訳
者
の

集
ま
り
が
あ
る
の
で
、
一
緒
に
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
中
心
に

以
下
の
よ
う
な
予
定
表
を
作
成
し
た
。

八
時
半

あ
ず
ま
図
書
館
に
出
勤

立
教
大
学
の
実
習
生
Ｓ
さ
ん
に
紹
介

寺島図書館で

九
時
半

全
体
の
話
し
合
い
で
あ
ず
ま
図
書
館
職
員
に
紹
介

九
時
四
五
分

館
内
の
案
内

一
〇
時
～
一
一
時

カ
ウ
ン
タ
ー
業
務

一
一
時
～
一
二
時

Ｓ
さ
ん
へ
の
点
字
指
導

一
二
時
～
一
三
時

昼
休
み

一
三
時
～
一
三
時
半

寺
島
図
書
館
へ
の
移
動
（
歩
き
）

一
三
時
半
～
一
四
時

寺
島
図
書
館
見
学

一
四
時
～
一
六
時
半

音
訳
勉
強
会

（
墨
田
区
の
音
訳
者
二
〇
名
ほ
ど
が
四
つ
の
課
題
を
テ
ー
プ

に
録
音
し
て
き
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
聴
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
も

ら
い
ま
す
。
）

一
六
時
半

寺
島
図
書
館
に
て
解
散

ま
ず
、
立
教
大
学
の
Ｓ
さ
ん
と
お
互
い
に
自
己
紹
介
し
た

後
、
今
回
の
三
日
間
の
実
習
の
お
お
よ
そ
の
予
定
と
課
題
と
し

て
点
字
図
書
の
目
録
を
と
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
伝
え
た
が
、
Ａ

四
版
一
枚
で
作
成
し
た
実
習
予
定
表
は
も
ち
ろ
ん
点
字
版
も
作

成
し
Ｋ
さ
ん
に
渡
し
た
。

あ
ず
ま
図
書
館
で
は
毎
朝
九
時
半
か
ら
話
し
合
い
が
あ
る
の

で
、
そ
こ
で
全
職
員
に
紹
介
、
そ
の
後
図
書
館
の
中
を
案
内
し

て
歩
い
た
が
、
ブ
ッ
ク
デ
ィ
テ
ク
シ
ョ
ン
（
盗
難
防
止
用
の
ゲ

ー
ト
）
に
興
味
を
持
っ
た
様
子
だ
っ
た
。

一
通
り
館
内
や
閉
架
書
庫
を
案
内
し
た
後
、
窓
口
業
務
（
返
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却
と
貸
出
）
に
つ
い
て
も
ら
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
視
覚

障
害
の
人
が
本
の
返
却
や
貸
出
が
で
き
る
か
ど
う
か
こ
ち
ら
も

不
安
だ
っ
た
が
、
図
書
館
の
本
に
貼
ら
れ
て
い
る
読
み
取
り
用

の
バ
ー
コ
ー
ド
は
基
本
的
に
貼
る
位
置
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

貼
っ
て
あ
る
場
所
は
保
護
用
の
塩
ビ
シ
ー
ト
が
貼
っ
て
あ
っ
て

多
少
盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
で
指
で
確
認
で
き
る
。
そ
の
位
置

は
本
の
背
を
左
に
し
て
左
下
の
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
表
表
紙
か
裏
表
紙
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
に
し

て
も
二
回
の
確
認
で
場
所
を
特
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

バ
ー
コ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
当
て
て
読
み
取
り
が
行
わ
れ
れ
ば
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
端
末
が
ピ
ッ
と
い
う
音
を
発
し
返
却
作
業
が
完

了
す
る
。
と
口
で
言
っ

て
し
ま
え
ば
簡
単
な
よ

う
だ
が
、
実
際
に
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
画
面
の
見

え
な
い
彼
女
の
場
合
、

図
書
館
の
本
の
バ
ー
コ

ー
ド
を
読
み
取
っ
た
の

か
、
他
の
バ
ー
コ
ー
ド

を
読
み
取
っ
た
の
か
を

画
面
で
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
最
近
の

初日､障害者サービス室でのKさんSさん

本
や
雑
誌
は
、
裏
表
紙
の
あ
ち
こ
ち
に
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
刷
し

て
あ
り
、
そ
れ
ら
の
バ
ー
コ
ー
ド
を
図
書
館
の
バ
ー
コ
ー
ド
よ

り
も
先
に
認
識
し
て
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合

に
は
画
面
上
に
「
Ｉ
Ｄ
が
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
出
る
の
だ
が
、
パ
ソ
コ
ン
が
発
す
る
音
は
正
し
く
読

ん
だ
と
き
と
同
じ
音
な
の
で
、
画
面
を
見
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な

い
。
た
だ
し
、
そ
の
後
に
正
し
い
バ
ー
コ
ー
ド
番
号
を
読
め

ば
、
そ
の
本
の
返
却
処
理
は
完
了
す
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
る

が
、
返
却
し
た
つ
も
り
の
本
が
実
は
返
却
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
の
で
、
や
は
り
補
助
的
に
画
面
を

確
認
す
る
人
の
目
が
必
要
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
今
回
は
私

も
そ
ば
に
つ
い
て
い
る

の
で
問
題
な
い
が
、
彼

女
が
全
く
一
人
で
貸
出

返
却
業
務
を
行
う
こ
と

は
困
難
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
（
た

だ
し
返
却
に
関
し
て

は
、
一
度
窓
口
で
返
却

し
た
本
を
書
架
に
出
す

前
に
も
う
一
度
ま
と
め

て
返
却
処
理
す
る
こ
と

窓口に座るＫさん
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に
な
っ
て
い
る
の
で
、
未
返
却
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
。
）
午
前
中
の
一
時
間
に
は
そ
れ
ほ

ど
利
用
者
も
な
く
、
無
事
に
済
み
、
一
一
時
か
ら
の
一
時
間
は

Ｓ
さ
ん
へ
の
点
字
指
導
を
お
願
い
し
た
。

昼
食
の
後
、
午
後
は
音
訳
勉
強
会
が
行
わ
れ
る
寺
島
図
書
館

に
歩
い
て
向
か
っ
た
。
Ｋ
さ
ん
の
ガ
イ
ド
を
Ｓ
さ
ん
に
お
願
い

し
た
が
、
初
め
て
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
し
っ
か
り
手
引
を
し
て

お
り
、
何
よ
り
感
心
し
た
の
は
一
緒
に
歩
き
な
が
ら
ど
ん
な
お

店
が
あ
る
か
、
今
ど
ん
な
お
店
の
前
を
歩
い
て
い
る
か
な
ど
初

め
て
の
道
を
歩
く
Ｋ
さ
ん
の
目
の
替
わ
り
を
し
っ
か
り
と
果
た

し
て
い
た
こ
と
だ
。

さ
て
音
訳
勉
強
会
と
い
う
の
は
月
に
一
回
、
日
頃
活
動
し
て

下
さ
っ
て
い
る
音
訳
者
の
方
た
ち
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
情

報
交
換
を
し
た
り
、
三
分
程
度
で
読
め
る
課
題
を
皆
さ
ん
に
テ

ー
プ
に
録
音
し
て
き
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
全
員
で
聴
き
合
う

と
い
う
会
で
、
十
年
以
上
続
い
て
い
る
会
で
あ
る
。
音
訳
の
講

習
会
は
毎
年
初
級
を
開
催
し
て
新
し
い
音
訳
者
の
養
成
を
行
っ

て
い
る
が
、
受
講
し
て
す
ぐ
に
本
の
音
訳
に
取
り
か
か
れ
る
人

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
初
級
修
了
者
及
び
そ
の
他
の
音
訳
者
の
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
勉
強
の
た
め
に
毎
月
開
催
し
て
い
る
。
初
級

修
了
者
は
、
ま
ず
経
済
関
係
の
雑
誌
の
目
次
を
読
む
課
題
に
挑

戦
し
て
い
た
だ
き
、
こ
の
人
な
ら
記
事
も
依
頼
で
き
る
と
判
断

す
れ
ば
、
そ
の
後
、
雑
誌
記
事
を
九
十
分
テ
ー
プ
一
本
分
依
頼

し
、
尚
こ
の
人
な
ら
本
を
頼
ん
で
大
丈
夫
と
判
断
す
れ
ば
本
を

依
頼
す
る
と
い
う
事
に
な
る
。
要
す
る
に
こ
の
音
訳
勉
強
会
は

音
訳
者
の
勉
強
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
図
書
館
側
が
音
訳
者
の

レ
ベ
ル
を
判
断
す
る
場
な
の
で
あ
る
。

こ
の
日
も
四
分
ほ
ど
で
読
め
る
課
題
を
四
種
類
用
意
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
音
訳
者
に
録
音
し
て
き
て
い
た
だ
い
た
。
普
段
は

私
達
が
聴
い
て
読
み
方
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
言
う
の
だ
が
今

回
は
視
覚
障
害
利
用
者
が
実
際
に
聴
い
て
意
見
を
述
べ
て
も
ら

え
る
良
い
機
会
に
な
っ
た
。
二
時
間
近
く
音
訳
者
の
録
音
し
た

課
題
を
聴
い
て
感
想
を
述
べ
る
の
は
さ
ぞ
疲
れ
た
こ
と
だ
ろ
う

と
思
う
。
同
席
し
た
Ｓ
さ
ん
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
く

れ
た
。

「
皆
さ
ん
の
音
訳
は
安
定
し
た
テ
ン
ポ
で
す
ご
く
聞
き
や
す
く

て
本
当
に
上
手
だ
と
感
じ
た
。
で
も
早
さ
・
注
・
読
み
方
・
記

号
に
関
し
て
の
決
ま
り
が
き
ち
っ
と
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ

の
音
訳
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
知
る
と
、
知
識

も
経
験
も
重
要
な
ん
だ
と
気
付
い
た
。
視
覚
に
ハ
ン
デ
ィ
を
持

つ
人
は
漢
字
が
わ
か
ら
な
い
人
も
い
る
の
で
、
文
字
か
ら
意
味

を
理
解
で
き
な
い
の
で
、
同
音
異
義
語
の
注
に
皆
さ
ん
困
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
文
章
を
見
ず
、
耳
で
聞
く
だ
け
で
文
章
を
理

解
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
れ
だ
け
に
音
訳
者
の
腕
に
か
か
っ
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て
い
る
と
感
じ
た
。
」

音
訳
者
か
ら
は
Ｋ
さ
ん
に
対
し
て
「
普
段
知
ら
な
い
単
語
に

は
ど
う
対
応
す
る
の
か
？
注
釈
は
入
れ
た
方
が
よ
い
の
か
？
」

な
ど
の
質
問
が
出
さ
れ
た
。

Ｋ
さ
ん
の
日
誌
に
は
次
の
よ
う
な
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
い

た
。

「
今
日
は
何
も
か
も
慣
れ
る
の
で
精
一
杯
で
し
た
。
最
初
図
書

館
へ
行
く
と
き
、
今
日
１
日
無
事
に
終
わ
る
の
か
心
配
に
な
り

自
信
も
な
く
、
不
安
と
緊
張
で
ど
う
な
る
か
と
思
い
ま
し
た
。

カ
ウ
ン
タ
ー
業
務
で
は
慣
れ
て
く
る
と
と
て
も
楽
し
く
感
じ
ま

し
た
。
Ｓ
さ
ん
へ
の
点
字
指
導
で
は
、
教
え
な
が
ら
、
点
字
の

特
徴
に
つ
い
て
改
め
て
気
づ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
勉
強
に
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
全
く
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
指
導
し
た
こ
と
で
、
教
え
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い

う
こ
と
か
、
経
験
で
き
、
将
来
先
生
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
に
生
か
せ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

音
訳
勉
強
会
で
は
、
２
時
間
ず
っ
と
音
訳
さ
れ
た
方
々
の
を

聴
い
て
、
コ
メ
ン
ト
す
る
と
い
う
の
を
繰
り
返
し
行
い
ま
し

た
。
で
も
、
コ
メ
ン
ト
す
る
と
き
、
頭
の
中
で
ま
と
ま
っ
て
い

な
い
ま
ま
発
言
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
目
標
が

生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
思
い
、
引
き
続
き
目
標
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
」

漢
字
と
漢
点
字
と

鈴
木

洋
子

「
垈(

ぬ
た)

」
と
い
う
字
は
、
わ
が
国
で
作
ら
れ
た
漢
字
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
は
、
漢
和
辞
典
に
こ
の
字

が
載
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

三
月
二
十
七
日
読
書
会
の
メ
ン
バ
ー
と
、
俳
人
、
飯
田
龍
太

邸
の
「
山
盧
」
を
見
学
し
た
あ
と
、
藤
垈
の
滝
へ
ま
わ
り
ま
し

た
。
滝
と
聞
い
て
思
い
描
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
だ
い
ぶ
違

っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
日
ド
ラ
イ
ブ
を
し
た
境
川
周
辺
の
風
景

に
私
は
魅
了
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
御
坂
山
地
へ
と
だ
ん
だ
ん
せ

り
上
が
っ
て
い
く
地
形
は
結
構
き
つ
い
坂
で
す
が
、
陽
当
た
り

も
よ
く
、
全
体
が
明
る
く
開
け
て
い
る
と
い
う
印
象
な
の
で

す
。
里
山
と
い
う
の
は
こ
ん
な
場
所
を
い
う
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
う
所
を
走
っ
て
、
夕
方
近
く
、
藤
垈
の
滝
の
あ
る
大
窪

い
や
し
の
杜
公
園
へ
着
き
ま
し
た
。
大
窪
と
い
う
か
ら
大
き
く

窪
ん
で
い
る
。
そ
の
中
に
滝
が
設
え
て
あ
る
の
で
す
。
半
分
に

し
た
丸
太
の
中
を
刳
り
ぬ
い
て
、
坂
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ

横
た
え
、
片
側
に
八
本
の
管
を
突
き
通
す
。
そ
こ
へ
沢
か
ら
落

ち
る
水
を
流
す
。
管
か
ら
八
本
の
弧
を
描
い
て
水
が
落
ち
て
く

る
。
ち
ょ
っ
と
、
こ
れ
を
滝
と
い
う
の
、
と
い
う
思
い
で
し
た

が
、
湿
地
に
た
く
さ
ん
植
え
ら
れ
て
い
る
水
芭
蕉
は
、
ち
ら
ほ

ら
と
白
い
花
を
咲
か
せ
始
め
て
い
ま
し
た
。
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で
、
帰
宅
し
て
、
一
首
な
り
一
句
な
り
出
来
な
い
も
の
か
と

考
え
て
い
て
、
「
垈
」
が
漢
和
辞
典
に
無
い
と
い
う
こ
と
を
発

見
し
た
の
で
す
。
ワ
ー
プ
ロ
漢
字
事
典
に
出
て
い
ま
し
た
。
国

字
、
湿
田
と
あ
り
ま
す
。
山
影
の
湿
地
帯
と
い
う
の
は
ど
こ
に

で
も
あ
る
地
形
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た

漢
字
の
中
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
な
字
が
無
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
と
も
か
く
日
本
人
は
「
垈
」
と
い
う
漢
字
を
作
っ

て
し
ま
っ
た
。
俤
、
凩
、
雫
、
颪
、
峠
、
辻
、
榊
、
畑
、
畠
、

鰯
、
鱈
、
躾
、
…
百
科
事
典
の
「
国
字
」
の
項
に
は
そ
の
他
い

っ
ぱ
い
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
ひ
と
つ
の
字
を
見
て
ゆ
く

と
、
な
か
な
か
面
白
い
作
り
方
が
し
て
あ
り
ま
す
。

私
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
、
「
横
浜
漢
点
字
羽
化
の

会
」
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
漢
点
字
で
表

わ
さ
れ
た
点
字
の
資
料
を
制
作
す
る
こ
と
と
、
漢
点
字
の
普
及

に
努
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
点
字
と
い

う
言
葉
は
、
見
聞
き
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
漢
点
字
と
い
う

と
馴
染
み
が
薄
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
点
字
と
そ

し
て
、
漢
点
字
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

世
界
で
初
め
て
点
字
を
創
案
し
た
の
は
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
で
す
。
馬
具
製
造
職
人
の
子
と
し
て
生

れ
、
幼
少
の
こ
ろ
父
親
の
仕
事
場
で
遊
ん
で
い
て
怪
我
を
し
、

そ
れ
が
も
と
で
失
明
し
た
と
い
う
。
入
学
し
た
盲
学
校
で
は
、

文
字
の
勉
強
と
し
て
は
、
浮
き
出
し
文
字
と
い
っ
て
、
板
の
表

面
を
彫
っ
て
、
文
字
の
形
を
浮
き
出
さ
せ
た
も
の
を
使
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
板
に
触
っ
て
字
の
形
を
読
み
取
る
（
触
読
）
の

で
す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
す
。
た
と
え
、
一
つ

の
文
字
が
読
め
た
と
し
て
も
、
文
章
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
な

か
な
か
出
来
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
も
江
戸
時
代

の
末
に
、
浮
き
出
し
文
字
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う

で
す
が
、
事
情
は
同
じ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
書
く
と

い
う
こ
と
は
、
始
め
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ブ

ラ
イ
ユ
が
盲
学
校
中
等
部
の
時
、
陸
軍
に
夜
間
連
絡
用
の
、
触

っ
て
読
む
暗
号
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
ブ
ラ
イ
ユ
は
そ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
浮
き
出
し
文
字

で
は
な
い
、
ま
っ
た
く
別
の
文
字
を
考
え
出
し
ま
し
た
。
そ
れ

が
現
在
使
わ
れ
て
い
る
、
点
を
組
み
合
わ
せ
て
文
字
と
し
て
い

る
「
点
字
」
で
す
。
視
覚
障
害
者
の
ブ
ラ
イ
ユ
が
非
常
な
苦
労

を
し
て
点
字
を
創
案
し
た
の
も
、
「
字
を
知
り
た
い
」
と
い
う

切
望
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
す
。
こ
の
点
字
を
覚
え
れ
ば
、
読

む
こ
と
も
、
書
く
（
点
を
打
つ
）
こ
と
も
、
そ
し
て
記
録
（
保

存
）
す
る
こ
と
も
〝
独
力
〟
で
出
来
る
の
で
す
。
ブ
ラ
イ
ユ
の

同
僚
た
ち
は
驚
喜
し
ま
し
た
。
視
覚
障
害
者
の
曙
で
す
。
一
八

二
五
年
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
ブ
ラ
イ
ユ
の
生
前
（
四
三
歳

で
肺
結
核
で
死
亡
）
に
は
点
字
は
普
及
し
な
か
っ
た
。
晴
眼
の

教
師
達
が
、
点
字
を
文
字
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
で
も
、
点
字
使
用
者
は
だ
ん
だ
ん
に
増
え
て
い
き
、
一
八

五
十
年
代
の
末
に
は
、
欧
州
各
国
で
公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
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日
本
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
「
日
本
語
点
字
」
が
政
府

か
ら
認
知
さ
れ
た
の
は
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
で
す
。

維
新
後
、
日
本
は
西
欧
を
お
手
本
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
急
改
革

し
ま
し
た
。
教
育
分
野
も
勿
論
で
、
初
等
教
育
の
義
務
化
が
行

わ
れ
、
盲
学
校
も
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
学
校
の
石

川
倉
次
教
師
が
、
日
本
語
点
字
を
翻
案
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
今

使
わ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
仮
名
点
字
で
す
。

私
は
、
十
年
ほ
ど
前
に
新
宿
の
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

で
点
字
教
室
の
受
講
生
に
な
り
ま
し
た
。
点
字
が
身
の
周
り
に

あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
息
の
長
い
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
漠
然
と
し
た
イ
メ

ー
ジ
で
入
っ
た
の
で
す
が
、
初
め
て
見
る
点
字
本
に
は
吃
驚
し

ま
し
た
。
表
に
も
裏
に
も
ぎ
っ
し
り
並
ん
だ
小
さ
な
粒
粒
。
こ

れ
を
指
先
で
読
み
取
れ
る
の
か
、
と
感
動
と
も
い
え
る
気
持
ち

を
抱
い
た
こ
と
を
、
今
で
も
覚
え
て
お
り
ま
す
。
仮
名
点
字
が

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
打
て
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
教
室
の
メ
ン

バ
ー
と
食
事
を
し
て
い
て
、
「
仮
名
点
字
と
は
違
う
、
漢
点
字

と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
木

が
二
つ
で
林
、
三
つ
で
森
。
こ
れ
を
点
字
で
表
わ
す
の
だ
と
い

う
。
仮
名
点
字
で
は
漢
字
を
度
外
視
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

の
重
大
性
を
そ
の
時
で
も
、
正
確
に
は
認
識
で
き
て
は
い
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
妙
に
心
に
残
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
事
情

が
あ
っ
て
点
字
は
一
年
程
中
断
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
背

中
を
押
し
て
く
れ
る
人
が
い
て
、
そ
の
漢
点
字
の
ほ
う
の
グ
ル

ー
プ
「
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
」
に
入
れ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
こ
こ
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

点
字
は
縦
三
個
、
横
二
列
の
六
点
を
一
マ
ス
と
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
六
点
の
ど
こ
が
突
起
し
て
い
る
か
を
読
み
と

る
の
で
す
。
例
え
ば
、
左
一
番
上
ひ
と
つ
だ
け
が
突
起
し
て
い

れ
ば
「
あ
」
で
す
。
そ
の
下
と
続
い
て
二
つ
突
起
し
て
い
れ
ば

「
い
」
。
左
一
番
上
と
二
列
目
の
一
番
上
（
横
に
二
つ
）
突
起

し
て
い
れ
ば
「
う
」
。
六
個
全
部
突
起
し
て
い
れ
ば
「
め
」
。

一
マ
ス
六
個
を
こ
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
と
六
十
三
通
り
で

き
ま
す
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
日
本
語
五
十
音
も
こ
れ
で
十
分

表
わ
せ
ま
す
。
因
み
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
「
ａ
、
ｂ
、

ｃ
」
、
数
字
の
「
１
、
２
、
３
」
、
日
本
語
の
「
あ
、
い
、

う
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
で
す
。
で
は
ど
こ
で
区
別
す
る
か
と

い
う
と
、
前
の
マ
ス
へ
「
次
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
だ
よ
」
、

「
数
字
だ
よ
」
、
と
示
す
符
号
を
前
置
す
る
の
で
す
。
仮
名
点

字
を
受
講
し
て
い
た
時
、
視
覚
障
害
者
の
方
が
、
実
際
に
点
字

本
を
読
ん
で
見
せ
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
速
さ
に
驚
き
ま

し
た
。
両
指
使
い
な
の
で
す
よ
。
先
ず
、
左
指
を
す
べ
ら
せ
て

行
の
半
分
ま
で
読
み
ま
す
。
そ
の
時
、
右
指
は
行
の
後
半
で
ス

タ
ン
バ
イ
、
右
指
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
左
指
は
次
の
行
の
始

め
へ
移
動
し
て
ス
タ
ン
バ
イ
。
途
切
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
パ
ソ
コ
ン
の
キ
イ
ボ
ー
ド
上
を
両
手
が
滑
ら
か

に
動
く
の
と
同
じ
で
す
。

－ １４ －



仮
名
点
字
と
書
い
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
漢
点
字
が
出
来

て
か
ら
の
呼
称
で
す
。
石
川
倉
次
氏
が
点
字
を
作
っ
た
時
、
漢

字
の
こ
と
は
頭
に
な
か
っ
た
。
仮
名
だ
け
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ま

で
読
み
、
書
き
の
手
段
を
持
て
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

仮
名
点
字
の
完
成
は
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
日
本
語
は
漢
字
と
仮
名
が
交
じ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も

の
で
す
。
石
川
氏
に
、
「
漢
字
の
な
い
点
字
で
は
、
不
完
全
」

と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
ら
、
日
本
語
点
字
は
違
っ
た
発
展
の
仕

方
を
し
た
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
石
川
氏
は
、
点
字
に
漢
字

は
不
用
と
考
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
語
自
体
、
ロ
ー
マ
字

表
記
す
べ
し
、
と
い
う
考
え
の
持
ち
主
で
し
た
。
漢
字
な
ど
と

い
う
面
倒
な
も
の
を
使
っ
て
い
る
か
ら
、
日
本
文
化
は
西
欧
に

遅
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
、
と
そ
う
い
う
運
動
を
熱
心
に
や

っ
た
人
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
漢
字
交
じ
り
の
「
漢
点
字
」
は
、
い
つ
で
き
た

の
か
。
漢
点
字
の
全
体
系
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
九

（
昭
和
四
四
）
年
七
月
十
七
日
で
す
。
創
案
者
は
川
上
泰
一

氏
。
川
上
氏
は
戦
時
中
、
軍
の
飛
行
機
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
し

た
。
戦
後
、
職
を
探
し
て
い
て
、
「
農
学
校
を
紹
介
さ
れ
た
と

思
っ
て
行
っ
て
み
る
と
、
盲
学
校
だ
っ
た
」
、
と
い
う
の
は
伝

説
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
伝
説
的
と
は
、
求
め
て
入
っ
た
わ

け
で
は
な
い
の
に
、
成
し
遂
げ
た
業
績
の
大
き
か
っ
た
こ
と
を

指
し
て
い
ま
す
。
川
上
氏
が
大
阪
府
立
盲
学
校
で
見
た
も
の

は
、
漢
字
の
な
い
（
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
の
区
別
も
な
い
の

で
す
）
点
字
で
し
た
。

³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³

鍼
灸
で
使
う
治
療
点
（
つ
ぼ
）
を
、
「
経
穴
」
と
い
う
。
そ

の
経
穴
に
は
一
つ
一
つ
名
前
が
付
い
て
い
る
。
勿
論
そ
の
名
前

も
全
て
（
漢
字
）
で
表
わ
さ
れ
る
。
そ
の
読
み
も
全
て
音
読
み

で
あ
る
。
「
中
府
、
雲
門
、
天
府
、
侠
白
、
尺
沢
、
孔
最
、
列

欠
、
経
渠
、
太
淵
、
魚
際
、
少
商
」
（
手
の
太
陰
肺
経
）
か
ら

は
じ
ま
り
、
三
六
〇
個
を
超
え
る
数
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
や
っ
て
本
来
の
漢
字
で
書
い
て
み
る
と
、
こ
ん
な
勉

強
も
案
外
面
白
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
こ
れ
を
カ

ナ
だ
け
で
読
ま
さ
れ
た
ら
ど
う
か
？
そ
ん
な
風
に
勉
強
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

あ
る
と
き
あ
る
点
字
図
書
館
で
、
親
し
く
な
っ
た
職
員
か

ら
、
「
漢
方
の
本
が
で
き
て
き
た
ん
で
す
よ
。
ラ
ベ
ル
を
貼
り

た
い
の
で
す
が
、
ケ
イ
ケ
ツ
の
ケ
イ
は
経
で
し
ょ
う
が
、
ケ
ツ

と
い
う
字
は
ど
ん
な
字
か
見
当
が
付
か
な
い
の
で
す
。
」
と
言

わ
れ
た
。
私
は
「
穴
」
と
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

会
話
が
、
何
時
で
も
何
処
で
で
も
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
漢
字
」
を
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
で

い
る
か
が
、
人
（
健
常
者
）
と
人
（
視
覚
障
害
者
）
と
の
間
の

隙
間
を
広
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
の
ば
あ
い
は
そ
う
で
あ
っ
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た
。

³
³
³
³
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³
³
³
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³
³
³
³
³
³
³

こ
れ
は
、
「
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
」
代
表
の
、
岡
田
健
嗣

さ
ん
が
グ
ル
ー
プ
の
機
関
誌
に
発
表
し
た
文
章
の
一
部
で
す
。

幼
い
時
失
明
し
た
岡
田
さ
ん
も
、
漢
字
と
は
無
縁
の
所
で
教
育

を
受
け
た
ひ
と
り
で
し
た
。
川
上
泰
一
氏
は
、
盲
学
校
生
が
漢

字
を
学
ぶ
機
会
が
な
い
と
い
う
事
実
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

そ
し
て
、
な
ん
と
か
し
て
漢
字
を
教
え
た
い
、
点
字
で
漢
字
を

表
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
深
く
考
え
、
漢
点
字

を
創
り
出
し
た
の
で
す
。
二
十
年
の
歳
月
が
費
や
さ
れ
ま
し

た
。
「
川
上
漢
点
字
」
の
特
色
は
、
漢
字
の
成
り
立
ち
か
ら
研

究
し
、
点
字
化
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
漢
字
は
（
へ
ん
）
や

（
か
ん
む
り
）
、
（
つ
く
り
）
や
（
あ
し
）
な
ど
、
部
首
を
組

み
合
わ
せ
て
作
っ
た
、
組
み
立
て
文
字
で
す
。
こ
の
部
首
を
記

号
と
し
て
見
れ
ば
、
点
字
も
記
号
で
す
か
ら
、
点
字
の
漢
字

（
漢
点
字
）
が
作
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
「
木
」
の
音
読
み

は
「
ぼ
く
・
も
く
」
、
訓
読
み
は
「
き
・
こ
」
で
あ
る
し
、
ま

た
「
木
へ
ん
」
で
も
あ
る
と
学
べ
る
の
も
、
漢
字
と
い
う
も
の

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
、
始
め
て
可
能
に
な
る
の
で
す
。
私

の
名
前
「
よ
う
こ
」
は
「
太
平
洋
」
の
「
洋
」
で
す
が
「
太
陽

の
陽
」
も
あ
る
し
、
「
葉
っ
ぱ
の
葉
」
も
あ
る
し
、
「
遥
子
」

も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
、
漢
字
に
一
度
も
触
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
ぴ
ん
と
こ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
川
上
漢
点
字
を
学

ん
だ
人
た
ち
の
手
記
を
読
む
と
、
漢
字
を
知
ら
な
か
っ
た
時
の

戸
惑
い
と
疎
外
感
、
漢
字
を
手
に
し
た
時
の
喜
び
、
そ
の
一
つ

ひ
と
つ
に
胸
を
打
た
れ
ま
す
。
漢
点
字
使
用
者
の
Ｋ
さ
ん
は
、

「
先
ず
、
自
分
の
名
前
を
漢
点
字
で
書
い
て
（
打
っ
て
）
み
た

ら
い
い
の
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
名
前
の
漢
字
に
託

さ
れ
た
、
名
づ
け
親
の
思
い
を
正
確
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
す
。
「
羽
化
の
会
」
の
岡
田
代
表
は
二
十
九
歳
で
漢

点
字
を
手
に
し
ま
し
た
。
漢
字
を
知
ら
な
か
っ
た
時
、
ど
う
考

え
て
い
た
の
か
思
い
出
せ
な
い
、
も
う
漢
字
の
あ
る
世
界
に
ど

っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
、
そ
こ
で
思
考
し
て
い
る
か
ら
、
と
言
っ
て

い
ま
す
。
漢
字
の
な
い
世
界
が
別
世
界
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
。
漢
字
を
知
る
こ
と
で
、
「
人
生
を
救
わ
れ
た
」
、
と
も
述

懐
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
身
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、
視
覚

障
害
者
の
一
人
で
も
多
く
を
、
漢
字
の
あ
る
世
界
へ
連
れ
て
き

た
い
と
、
普
及
活
動
に
情
熱
を
注
い
で
い
る
の
で
す
。

漢
点
字
が
発
表
さ
れ
て
四
十
年
、
視
覚
障
害
者
の
中
で
、

今
、
漢
点
字
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
発
表
当
初
は

熱
い
期
待
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
七
千
人
位
は
漢

点
字
取
得
に
挑
戦
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
通
信
制
で
普
及

に
努
め
た
川
上
氏
に
は
寝
る
暇
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
氏
は

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
に
亡
く
な
る
の
で
す
が
、
川
上
漢
点

字
は
そ
の
後
、
巾
の
広
い
広
が
り
を
持
つ
こ
と
は
出
来
な
い
で

い
ま
す
。
漢
字
の
重
要
性
を
考
え
る
と
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
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な
の
で
す
が
、
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
視
覚
障
害

者
自
身
に
、
点
字
離
れ
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
視

覚
障
害
者
の
読
書
と
は
、
点
訳
さ
れ
た
本
を
触
読
す
る
か
、
音

訳
さ
れ
た
テ
ー
プ
を
聞
く
か
す
る
わ
け
で
、
点
訳
も
音
訳
も
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
担
っ
て
い
ま
す
。
何
か
読
み
た
い
と
思
っ
て

も
、
そ
の
本
が
書
店
に
売
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
録
音
操
作
が
簡
単
に
な
っ
た
こ
と
と
、
機
器
の
低
価

格
化
で
、
音
訳
テ
ー
プ
が
手
に
入
り
易
く
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
触
読
よ
り
テ
ー
プ
を
聞
く
ほ
う
が
楽
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
の

進
歩
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
視
覚
障
害
者
で
パ
ソ
コ
ン
を
伝
達
手
段
と
し
て
使
い
こ
な

し
て
い
る
人
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
イ
ボ
ー
ド
を
叩
く

と
、
音
声
案
内
が
あ
っ
て
、
漢
字
変
換
も
で
き
る
の
で
す
。
パ

ソ
コ
ン
の
普
及
で
、
墨
字
（
点
字
に
対
し
て
、
我
々
が
使
っ
て

い
る
文
字
を
言
う
）
使
用
者
と
直
接
や
り
と
り
が
出
来
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
は
、
墨
字
を
点
字
に
、
点
字
を
墨
字

に
し
な
い
と
、
意
志
の
疎
通
が
図
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
こ
れ

で
、
画
期
的
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
学
校
で
、
漢

字
と
い
う
も
の
を
、
一
度
も
教
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
人
が
、
パ

ソ
コ
ン
の
音
声
案
内
で
、
い
き
な
り
、
漢
字
変
換
に
直
面
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
。
さ
ぞ
か
し
、
笑
え
な

い
笑
い
ば
な
し
も
続
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

テ
レ
ビ
の
人
気
番
組
、
「
笑
点
」
と
「
商
店
」
の
変
換
間
違
い

が
あ
っ
て
、
笑
わ
れ
た
と
し
た
ら
。

今
、
視
覚
障
害
者
は
三
十
万
人
位
、
そ
の
中
で
点
字
を
日
常

使
い
こ
な
し
て
い
る
の
は
二
～
三
万
人
、
漢
点
字
に
絞
れ
ば
千

人
に
も
満
た
な
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
点
字
常
用
者

の
中
に
漢
点
字
が
普
及
し
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由

は
、
公
教
育
で
漢
点
字
を
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
入
れ
て
、

教
え
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
健
常
者
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

小
学
校
一
年
生
か
ら
少
し
ず
つ
漢
字
を
習
っ
た
よ
う
に
は
、
盲

学
校
の
生
徒
は
、
漢
字
を
教
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
漢
点

字
取
得
の
喜
び
の
手
記
を
書
い
た
人
の
中
に
は
、
盲
学
校
の
先

生
た
ち
も
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
点
に
し
か
成
り
得
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
川
上
漢
点
字
が
、
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
ら

れ
た
勢
い
の
あ
っ
た
時
、
教
育
現
場
に
確
固
と
し
た
根
を
張
れ

て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
で
き
な
か
っ
た
。
生

徒
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
ず
、
自
身
が
、
「
漢
字
が
必

要
で
あ
る
」
と
い
う
強
い
、
考
え
を
持
た
な
け
れ
ば
で
き
な

い
。
し
か
し
、
盲
学
校
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で
生
活
で
き

て
い
れ
ば
、
漢
字
が
な
く
て
も
然
程
の
疎
外
感
は
感
じ
な
い
で

居
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
努
力
し
て
漢
点
字
を
勉
強

し
、
生
徒
に
教
え
よ
う
と
い
う
情
熱
は
持
て
な
い
の
で
し
ょ

う
。
羽
化
の
会
で
は
文
部
科
学
省
等
へ
も
働
き
か
け
て
い
る
の

で
す
が
、
役
人
の
重
い
腰
も
上
が
る
気
配
は
な
い
よ
う
で
す
。

今
ま
で
仮
名
点
字
で
や
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
と
か
、
漢
点
字
を
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勉
強
す
る
意
欲
の
あ
る
者
は
、
自
分
で
勉
強
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
の
は
、
教
育
者
と
し
て
怠
慢
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
視
覚

障
害
者
に
漢
字
ま
で
強
い
る
の
は
、
負
担
が
重
す
ぎ
る
と
い
う

考
え
も
、
漢
点
字
を
使
い
こ
な
し
て
い
る
人
た
ち
を
見
て
い
る

と
、
納
得
で
き
ま
せ
ん
。
漢
字
を
知
っ
た
人
た
ち
の
喜
び
の
声

を
、
謙
虚
に
聞
く
べ
き
だ
し
、
視
覚
障
害
者
を
も
、
責
務
と
し

て
、
漢
字
の
あ
る
世
界
へ
誘
っ
て
あ
げ
る
べ
き
な
の
で
す
。
視

覚
障
害
者
も
パ
ソ
コ
ン
の
力
を
利
用
し
て
、
漢
字
交
じ
り
の
墨

字
（
普
通
の
字
）
を
印
字
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
今
こ
そ
、
な

お
さ
ら
に
、
漢
字
を
身
に
点
け
ら
れ
る
よ
う
、
図
ら
れ
る
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
受
け
取
っ
た
文
章
が
、
ひ
ら
が
な
ば
か
り
だ

っ
た
り
、
頓
珍
漢
な
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
た
り
し
た
ら
、
我
々

は
、
一
呼
吸
お
い
て
か
ら
で
な
い
と
、
そ
の
文
章
を
読
め
な
い

と
思
い
ま
す
。
以
下
は
、
岡
田
さ
ん
が
、
漢
点
字
公
認
を
求
め

て
、
陳
情
す
る
際
に
製
作
さ
れ
た
、
『
漢
字
を
こ
の
手
に
』
に

収
録
さ
れ
た
文
章
の
一
部
で
す
。
二
十
九
歳
に
な
っ
て
、
初
め

て
漢
点
字
を
手
に
し
た
頃
の
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。

³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³

そ
う
し
な
が
ら
（
注
、
漢
点
字
を
学
び
な
が
ら
）
、
周
囲
の

晴
眼
者
に
そ
の
時
取
り
組
ん
で
い
る
字
に
つ
い
て
疑
問
を
ぶ
つ

け
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
内
に
、
私
の
心

の
中
で
言
葉
に
か
か
っ
て
い
た
雲
が
徐
々
に
晴
れ
て
、
モ
ノ
ク

ロ
ー
ム
の
写
真
が
カ
ラ
ー
に
な
っ
た
よ
う
な
、
あ
る
い
は
か
か

っ
て
い
た
モ
ザ
イ
ク
が
す
こ
し
づ
つ
融
け
て
、
そ
の
奥
の
輪
郭

が
く
っ
き
り
し
て
来
る
よ
う
な
、
大
変
具
体
的
な
感
触
を
味
わ

え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
、

物
事
に
直
接
触
れ
る
感
覚
に
浸
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。

そ
れ
に
従
っ
て
、
何
か
力
の
よ
う
な
、
自
信
の
よ
う
な
、
自
分

の
力
で
物
事
を
追
求
し
、
理
解
で
き
る
と
い
う
手
応
え
が
掴
め

た
と
い
う
実
感
が
湧
い
て
来
た
の
で
し
た
。

³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³

十
三
年
前
、
「
羽
化
の
会
」
で
は
、
漢
点
字
版
の
『
漢
字

源
』
を
作
っ
て
、
横
浜
中
央
図
書
館
に
納
め
ま
し
た
。
発
端

は
、
横
浜
国
立
大
学
教
育
学
部
へ
、
全
盲
の
学
生
が
入
学
し
た

こ
と
で
し
た
。
学
生
は
、
漢
点
字
の
素
養
を
持
っ
て
い
て
、
第

二
外
国
語
に
中
国
語
を
選
択
し
、
漢
字
文
化
を
勉
強
し
た
い
と

希
望
し
た
の
で
し
た
。
担
当
教
授
の
働
き
か
け
で
、
出
版
社

や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力
が
結
集
し
て
の
成
就
で
し
た
。

「
扉
を
開
い
て
あ
げ
る
」
、
と
い
う
の
が
教
育
の
大
切
な
と

こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
す
。
自
分
の
使
っ
て
い
る
母
語
が
、
完
全

な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
不
安
は
、
異
国
で
、
そ
の
国
の
人

た
ち
の
言
葉
が
判
ら
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
深
い
戸
惑
い

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
今
も
、
扉
の
前
で
、
故
知
れ
ぬ
疎
外
感
に

打
ち
の
め
さ
れ
て
い
る
、
か
つ
て
の
岡
田
青
年
が
い
る
と
思
う

と
、
胸
が
痛
む
の
で
す
。
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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
１
０
年
６
月
９
日
（
水
）

：

～

55

13

30

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
第
１
会
議
室

15

30

５
月

日
の
田
園
調
布
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
に
あ
る
ボ
ラ
ン

27

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
で
の
岡
田
さ
ん
の
お
話
に
つ
い
て
、
わ
た
し

は
前
回
の
報
告
に
書
い
て
し
ま
っ
た
。
漢
点
字
の
話
を
機
会
あ

る
ご
と
に
伝
え
て
広
め
て
ゆ
く
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
で
あ

る
。
「
漢
点
字
」
と
い
う
言
葉
が
即
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
触

読
に
最
適
な
、
そ
し
て
漢
字
の
持
つ
本
来
の
意
味
が
充
分
備
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
し
、
視
覚
障
害
者

自
身
が
目
覚
め
て
、
本
格
的
に
勉
強
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ

の
た
め
に
小
さ
な
チ
ャ
ン
ス
も
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思

う
。
そ
の
点
で
今
回
の
岡
田
さ
ん
の
お
話
は
と
て
も
よ
か
っ
た

と
思
う
。
た
だ
、
新
た
な
視
覚
障
害
者
が
聴
衆
の
中
に
い
ら
し

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
、
い
わ
ゆ
る
晴
眼
者
と
い
わ
れ
る
方
々

に
「
漢
点
字
」
と
い
う
言
葉
を
浸
透
さ
せ
る
の
も
、
漢
点
字
を

広
め
る
微
か
な
力
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
う
。

「
啄
木
歌
集
」
は
引
き
続
き
、
入
力
、
校
正
と
作
業
は
行
わ

れ
て
い
る
。

第

回
例
会

２
０
１
０
年
７
月
７
日
（
水
）

：

～

56

13

30

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
第
１
会
議
室

15

30

東
京
の
第
二
次
「
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
漢
点
字
入
力
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
講
習
会
」
は
、

月

、

、

日
の
三
回
に
渡
っ
て
、

11

10

17

24

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
の
、
竹
芝
小
ホ
ー
ル
、
何
れ
も
水
曜

日
の
午
後
、

：

～

：

と
決
ま
っ
た
。

13

30

15

30

岡
田
さ
ん
が
毎
日
新
聞
と
読
売
新
聞
、
朝
日
新
聞
に
、
募
集

要
項
を
掲
載
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
横
浜
の
講
習
会
の
こ
と

と
一
緒
に
交
渉
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
毎
日
新
聞
は
掲
載
し

て
く
だ
さ
る
こ
と
が
確
実
に
な
っ
た
。

各
新
聞
社
の
掲
載
は
、
９
月
中
頃
に
依
頼
し
、
受
講
希
望
者

は
、

月

日
必
着
で
、
菅
野
さ
ん
宅
へ
往
復
葉
書
で
申
し
込

10

10

ん
で
い
た
だ
き
、
菅
野
さ
ん
に
纏
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

た
。問

い
合
わ
せ
先
は
岡
田
さ
ん
に
御
願
い
し
た
。

な
お
、
横
浜
羽
化
主
催
の
講
習
会
は
、
９
月

日
、

月
６

29

10

日
、

月

日
、
何
れ
も
水
曜
の
午
後
で
あ
る
。

10

20

岡
田
さ
ん
の
、
介
護
福
祉
講
習
会
用
テ
キ
ス
ト
は
急
い
で
手

分
け
し
て
入
力
し
て
い
た
だ
け
た
。
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

朝
日
新
聞
の
毎
週
土
曜
日
掲
載
の
、
「
花
と
柳
」
（
詩
人
・

高
橋
睦
郎
）
を
入
力
し
、
漢
点
字
印
刷
を
し
て
、
全
国
の
漢
点

字
読
者
に
送
っ
て
、
漢
点
字
を
広
め
る
こ
と
に
し
た
い
、
と
話

－ １９ －



し
合
っ
た
。

印
刷
は
横
浜
の
プ
リ
ン
タ
ー
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の

で
、
こ
れ
は
岡
田
さ
ん
か
ら
横
浜
羽
化
の
み
な
さ
ん
に
話
し
て

い
た
だ
き
、
最
初
は
横
浜
の
皆
様
に
教
え
て
い
た
だ
き
、
新
し

く
加
わ
っ
て
く
だ
さ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
大
き
な
お
仕

事
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

そ
の
た
め
に
、
現
在
の
会
員
の
皆
様
に
、
前
準
備
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
も
お
願
い
し
た
。

＊

予
告

８
月
の
例
会
（
第

回
）
、
２
０
１
０
年
８
月

日(

水)

、

57

11

：

～

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

13

30

15

30

８
月
の
学
習
会
は
休
会

９
月
の
例
会
（
第

回
）
、
２
０
１
０
年
９
月
８
日(

水)

、

58

：

～

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

13

30

15

30

第

回
学
習
会
、
２
０
１
０
年
９
月

日
（
第
３
土
曜
）
、

41

18

：

～

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

18

30

20

30

月
の
例
会
（
第

回
）
、
２
０
１
０
年

月

日(
水)
、

10

59

10

13

：

～

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

13

30

15

30

第

回
学
習
会
、
２
０
１
０
年

月

日
（
第
３
土
曜
）
、

42

10

23

：

～

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

18

30

20

30

月
の
例
会
（
第

回
、
第
２
次
「
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
漢
点

11

60

字
入
力
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
習
会
」
、
三
日
間
開
催
の
第
一
日
目

に
代
え
る
）
、
２
０
１
０
年

月

日
（
水
）
、

：

～

11

10

13

30

15

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
、
竹
芝
小
ホ
ー
ル

30

講
習
会
二
日
目
、
２
０
１
０
年

月

日
（
水
）
、

：

11

17

13

30

～

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
、
竹
芝
小
ホ
ー
ル

15

30

講
習
会
三
日
目
、
２
０
１
０
年

月

日
（
水
）
、

：

11

24

13

30

～

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
、
竹
芝
小
ホ
ー
ル

15

30

第

回
学
習
会
、
２
０
１
０
年

月

日
（
第
３
土
曜
）
、

43

11

20

：

～

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

18

30

20

30

わ
た
く
し
ご
と

言
葉
と
は
お
も
し
ろ
い
も
の
で
、
た
っ
た
一
つ
の
単
語
が
、

ど
ん
な
言
葉
と
結
び
つ
く
か
に
よ
っ
て
、
当
然
な
が
ら
そ
の
語

の
も
つ
意
味
合
い
が
多
様
に
変
化
す
る
。

た
と
え
ば
「
好
」
と
い
う
プ
ラ
ス
思
考
の
単
語
で
も
、
繋
が

る
言
葉
に
よ
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
に
も
な
っ
て
し
ま
う
。

「
好
」
と
い
う
単
語
に
関
わ
る
言
葉
を
、
「
故
事
こ
と
わ
ざ

辞
典
」
〔
創
拓
社
、
鈴
木
棠
三
（
と
う
ぞ
う
）
、
１
９
９
２
年

版
〕
で
見
る
と
、

「
好
か
ば
心
得
よ
」

「
好
き
な
道
な
ら
学
べ
」

こ
の
警
句
に
は
、
そ
う
だ
そ
う
だ
、
と
大
い
に
発
奮
さ
せ
ら

れ
る
。

次
に
、
「
好
き
添
い
は
離
れ
や
す
い
」
、
「
好
き
連
れ
は
泣

き
連
れ
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
え
？
と
驚
い
て
説
明
を
見
る

と
、
「
恋
愛
結
婚
の
場
合
、
好
い
た
者
同
士
、
添
い
遂
げ
た
も

の
は
少
な
い
」
と
あ
る
。

－ ２０ －



わ
た
し
に
は
こ
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
本
当
だ
ろ
う

か
？
と
疑
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
先
人
の
経
験
の
積
み
重
ね
か

ら
作
ら
れ
た
言
葉
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
は
あ
る
の

だ
ろ
う
。
誰
で
も
異
性
を
好
き
に
な
り
、
結
婚
し
よ
う
と
思
う

と
き
、
相
手
を
ま
る
ご
と
ぜ
ー
ん
ぶ
好
い
て
い
る
の
で
は
な

く
、
先
ず
、
相
手
の
美
点
に
惹
か
れ
、
や
が
て
弱
点
も
見
つ

け
、
自
分
の
欠
点
を
顧
み
つ
つ
相
手
の
弱
さ
を
冷
静
に
判
断

し
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
程
度
か
考
え
、
折
り
合
い
を
つ
け
な
が

ら
愛
が
優
先
す
れ
ば
、
結
婚
を
決
め
る
の
だ
と
思
う
。
相
手
の

欠
点
を
見
ず
に
、
た
だ
好
き
だ
と
い
う
だ
け
で
結
婚
す
れ
ば
、

い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
少
し
ず
つ
「
あ
れ
？
こ
ん
な
こ
と
が
違

う
。
こ
ん
な
考
え
か
た
を
す
る
の
か
」
な
ど
と
、
自
分
と
相
手

と
の
相
違
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
相
手
と
の
相

違
」
を
感
じ
る
の
は
、
一
方
的
で
は
な
く
、
お
互
い
に
感
じ
合

う
の
で
あ
る
か
ら
、
ず
れ
は
更
に
大
き
く
な
る
。
こ
う
し
て
生

活
の
ほ
こ
ろ
び
が
結
婚
の
破
綻
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。
多
分
「
好
き
だ
け
で
は
、
や
っ
て
い
け
な
い
か
ら
、
よ
く

考
え
な
さ
い
」
と
の
注
意
を
込
め
て
の
こ
の
言
葉
な
の
だ
と
思

う
。「

好
き
な
こ
と
に
は
騙
さ
れ
や
す
い
」

「
過
ち
は
好
む
と
こ
ろ
に
あ
り
、
好
む
道
よ
り
破
る
」
と
い
う

の
も
あ
る
。
興
味
を
持
つ
事
柄
に
は
、
つ
い
深
入
り
し
て
、
人

の
企
み
に
陥
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
か

な
り
多
く
の
人
が
経
験
し
て
い
る
と
思
う
。
「
人
の
企
み
」
と

い
う
よ
り
、
わ
た
し
は
「
誘
惑
に
負
け
る
」
と
考
え
る
。

「
好
き
に
は
身
を
や
つ
す
」
は
、
好
き
な
こ
と
の
た
め
に

は
、
身
が
痩
せ
る
ほ
ど
苦
心
し
て
も
い
と
わ
な
い
、
と
い
う
こ

と
だ
。
「
好
き
な
も
の
に
祟
り
な
し
」
は
、
そ
ん
な
辛
苦
の
結

果
が
実
り
を
も
た
ら
し
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
、
つ
ま

り
、
努
力
は
報
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

そ
の
他
、
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
に
、｢

蓼
食
う
虫
も
好
き
好

た

で

き｣

や
、｢

本
業
を
忘
れ
て
好
き
な
こ
と
だ
け
や
っ
て
い
る
と
、

子
を
飢
え
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
合
い
の
も
の
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
「
好
き
こ
そ
も
の
の
上
手
な
れ
」
の
反
対
に
、
「
下

手
な
横
好
き
」
と
い
う
言
葉
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
短
文
に
共
通
す
る
語
は
、
「
好
き
」
と
い
う
一
点
に
あ

る
。
こ
の
「
好
き
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど
ち
ら
に
も
よ
い
作
用

を
し
、
粘
り
強
く
、
目
的
に
達
し
よ
う
と
す
る
力
を
も
た
ら

す
。
そ
し
て
実
際
「
上
手
な
方
」
は
、
そ
れ
を
生
業
と
す
る
粋

か
た

な
り
わ
い

に
ま
で
達
す
る
人
も
沢
山
い
る
。
つ
ま
り
「
上
手
」
タ
イ
プ
の

人
は
職
業
に
な
る
。

一
方
「
下
手
な
横
好
き
」
タ
イ
プ
は
自
分
の
レ
ベ
ル
に
合
わ

せ
た
や
り
方
、
「
趣
味
」
と
し
て
充
分
楽
し
め
ば
よ
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
好
き
」
と
い
う
感
情
を
理
解
し
は
じ
め

た
の
は
い
つ
頃
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
を
大
切
に
、

ご
く
自
然
に
見
守
り
乳
を
与
え
、
オ
ム
ツ
を
変
え
、
暑
さ
、
寒

さ
、
あ
ら
ゆ
る
危
険
か
ら
守
っ
て
く
れ
た
母
の
絶
対
的
な
愛

が
、
わ
た
し
に
「
安
心
」
を
与
え
、
「
安
ら
ぎ
」
を
も
た
ら
し

－ ２１ －



て
く
れ
た
こ
と
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら

く
そ
れ
と
気
づ
か
ず
に
受
け
入
れ
て
き
た
こ
と
だ
。
け
れ
ど

も
、
少
し
大
き
く
な
っ
て
真
夏
の
日
照
り
の
中
を
４
キ
ロ
の
道

の
り
を
一
所
懸
命
歩
い
た
あ
と
に
、
冷
た
い
井
戸
水
を
汲
ん
で

飲
ま
せ
て
く
れ
た
母
、
高
熱
を
出
し
て
苦
し
ん
で
い
る
と
き
、

真
夜
中
に
遠
く
の
魚
屋
へ
氷
を
分
け
て
も
ら
い
に
行
っ
て
く
れ

た
こ
と
、
（
こ
れ
は
、
わ
た
し
が
元
気
に
な
っ
た
と
き
、
姉
か

ら
そ
の
話
を
聞
き
、
真
夜
中
に
一
人
で
歩
い
て
行
っ
た
と
き
、

お
母
さ
ん
は
ど
ん
な
に
怖
か
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
、
母
の

あ
り
が
た
さ
を
感
じ
た
の
で
あ
る
）
。
似
た
よ
う
な
経
験
は
誰

に
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
の
積
み
重
ね
が
母
を
愛

し
、
人
を
愛
し
、
そ
れ
が
「
安
心
」
に
、
そ
し
て
「
好
き
」
へ

と
変
化
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
し
か
し
た
ら
、

こ
の
よ
う
な
感
情
は
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
共
通
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
「
安
心
」
と
「
安
ら
ぎ
」
の
感
情
が
「
好

き
」
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
。

わ
た
し
が
小
学
３
、
４
年
の
こ
ろ
、
母
が
病
気
に
な
っ
た
と

き
、
わ
た
し
は
母
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
不
安
を
抱
え
た
。
わ

た
し
に
で
き
る
こ
と
は
祈
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
小
さ
な

言
葉
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
自
然
に
こ
ぼ
れ
出
た
。
も
ち
ろ
ん
人
に

聞
い
て
頂
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
わ
た
し
な
り
に
、

わ
た
し
自
身
は
な
ん
と
な
く
安
心
し
た
の
で
あ
る
。
音
楽
へ
の

憧
憬
は
こ
ん
な
小
さ
な
こ
と
か
ら
の
よ
う
に
お
も
う
。

今
回
「
好
き
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
わ
た
し

が
好
き
な
こ
と
、
た
と
え
ば
お
花
や
音
楽
、
読
書
と
い
っ
た
も

の
を
好
き
と
は
い
え
、
上
手
に
で
き
る
も
の
は
な
に
ひ
と
つ
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
わ
た
し
は
全
て
下
手
な
横
好
き
だ

な
」
と
残
念
に
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
ご

ろ
で
は
わ
た
し
な
り
の
喜
び
で
い
い
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

確
か
に
「
上
手
」
タ
イ
プ
の
方
が
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
そ

う
い
う
方
を
羨
ま
し
い
と
も
思
う
。
わ
た
し
は
そ
の
よ
う
に
長

（
た
）
け
た
方
か
ら
、
い
い
も
の
を
少
し
ず
つ
分
け
て
い
た
だ

け
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
充
分
楽
し
め
る
の
で
は
な
い
か
。
「
上

手
さ
ん
」
を
羨
ま
し
が
っ
た
り
、
で
き
な
い
自
分
を
残
念
が
ら

ず
に
、
積
極
的
に
「
わ
た
し
の
好
き
な
こ
と
」
を
、
わ
た
し
な

り
の
や
り
方
で
深
め
て
ゆ
く
こ
と
、
好
き
な
こ
と
の
小
さ
な
か

け
ら
を
沢
山
持
っ
て
い
て
、
「
好
き
こ
そ
も
の
の
上
手
な
れ
」

タ
イ
プ
の
方
か
ら
少
し
ず
つ
分
け
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
か
け

ら
を
だ
ん
だ
ん
大
き
く
し
て
ゆ
け
ば
充
分
幸
福
な
の
だ
と
思

う
。

２
０
１
０
年
７
月

日

火
曜

20

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

22

38

１

日
時

平
成

年
５
月

日

(

土)

22

22

時

分
～

時

分

18

30

20

30

２

場
所

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階

第
１
会
議
室
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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
四
回
（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
：
關
、
朕
、
肖
、
消
、
底
、
紙
、
朗
、

娘
、

郎
、
浪

５

学
習
会
内
容

連
絡
事
項
（
省
略
）

前
回
の
復
習

５

複
合
文
字
（
２
）

１
．
第
１
基
本
文
字
と
比
較
文
字
で
構
成
さ
れ
る
文
字(

１)

＊
「
左

」
比
（
４
・
５
の
点
）
と
イ
下
が
り
（
２
・
３

の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
１
つ
。

（
５
）
「
佐

」

第
２
人
偏
（
４
・
６
の
点
）
と
イ
下

が
り
（
２
・
３
の
点
）
で
表
わ
す
。

＊
「
大

」
比
（
４
・
５
の
点
）
と
ケ
（
１
・
２
・
４
・

６
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
６
つ
。

（
６
）
「
器

」

大
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）

と
口
（
レ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
わ
す
。

「
大
」
は
元
は
「
犬
」
。

（
７
）
「
春

」

大
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）

と
日
（
リ
下
が
り
：
２
・
３
・
６
の
点
）
で
表
わ
す
。
三
と
人

が
重
な
っ
た
場
合
漢
点
字
で
は
「
大
」
で
表
わ
す
。

w

「
因

」
と
そ
れ
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
１
つ
。

（
８
）
「
因

」

国
構
え
（
レ
下
が
り
：
２
・
３
・
４

・
６
の
点
）
と
大
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
わ

す
。（

９
）
「
恩

」

因
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）

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

（

）
「
央

」

大
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）

10

と
オ
（
２
・
４
の
点
）
で
表
わ
す
。

今
回
の
学
習

（

）
「
英

」

草
冠
（
ク
：
１
・
４
・
６
の
点
）
と

11

央
（
オ
：
２
・
４
の
点
）
で
表
わ
す
。
字
式
は
草
冠
／
央
。
音

読
み
の
エ
イ
は
漢
・
呉
音
。
訓
読
み
に
〝
ひ
い
‐
で
る
、
ひ

で
、
す
ぐ
‐
る
〟
が
あ
る
。
熟
語
に
〝
英
知
〟
〝
英
断
〟
〝
石

英
〟
〝
育
英
〟
〝
英
霊
〟
〝
英
傑
〟
〝
英
才
〟
地
名
な
ど
に

〝
英
虞
湾
（
あ
ご
わ
ん
：
三
重
県
の
志
摩
半
島
に
あ
る
湾
、
真

珠
の
養
殖
地
）
〟
〝
英
吉
利
（
イ
ギ
リ
ス
）
〟
他
に
〝
蒲
公
英

（
た
ん
ぽ
ぽ
）
〟
が
あ
る
。

＊
「
天

」
ア
（
１
の
点
）
と
ケ
（
１
・
２
・
４
・
６
の

点
）
の
上
に
点
が
二
つ
付
い
た
も
の
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文

字
二
つ
。
天
の
上
に
点
が
二
つ
付
い
た
形
を
「
ソ
天
」
と
い

う
。
ち
な
み
に
、
一
の
上
に
点
が
二
つ
付
い
た
形
を
「
ソ
一
」

と
い
い
、
「
前
」
の
字
が
代
表
的
。

（

）
「
関

」

門
構
え
（
モ
：
２
・
３
・
４
・
５
・

12

６
の
点
）
と
天
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
わ
す
。

字
式
は
門＞

ソ
天
。
音
読
み
の
カ
ン
は
漢
音
。
旧
字
は
「
關
」

－ ２３ －



で
、
門
を
固
く
閉
じ
た
形
を
意
味
し
て
い
る
。
熟
語
に
〝
関
連
〟

〝
関
心
〟
〝
相
関
〟
〝
関
白
〟
〝
関
数
〟
〝
機
関
〟
〝
玄

関
〟
、
地
名
に
〝
関
八
州
（
か
ん
は
っ
し
ゅ
う
：
相
模
、
武

蔵
、
安
房
、
上
総
、
下
総
、
常
陸
、
上
野
、
下
野
の
８
カ
国
）
〟

〝
関
越
〟
〝
下
関
（
し
も
の
せ
き
）
〟
〝
関
が
原
〟
〝
函
谷
関

（
か
ん
こ
く
か
ん
：
中
国
河
南
省
北
西
部
に
あ
る
交
通
の
要

地
、
日
本
の
〝
箱
根
の
山
〟
の
歌
に
で
て
く
る
）
〟
な
ど
。

（

）
「
送

」

し
ん
に
ょ
う
（
ヒ
：
１
・
２
・
３
・

13

６
の
点
）
と
天
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
わ
す
。

字
式
は
し
ん
に
ょ
う
＋
ソ
天
。
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
は
動
き
進
む

こ
と
を
表
し
、
〝
ソ
天
〟
は
人
が
手
で
品
物
を
上
に
捧
げ
た
意

味
を
持
つ
。
音
読
み
の
ソ
ウ
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
運
送
〟

〝
輸
送
〟
〝
配
送
〟
〝
発
送
〟
〝
送
信
〟
〝
伝
送
、
電
送
〟

〝
葬
送
〟
〝
早
送
り
〟
〝
仕
送
り
〟
な
ど
。

＊
「
夫

」
ワ
（
３
の
点
）
と
ケ
（
１
・
２
・
４
・
６
の

点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
２
つ
。

（

）
「
規

」
夫
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
と

14

見
（
２
・
５
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
夫
＋
見
。
音
読
み
の
キ

は
漢
・
呉
音
。
訓
読
み
に
〝
の
り
、
た
だ
‐
す
、
〟
。
熟
語
に

〝
規
格
〟
〝
規
制
〟
〝
内
規
〟
〝
三
半
規
管
（
脊
椎
動
物
の
内

耳
に
あ
る
器
官
で
半
円
形
の
管
が
３
個
あ
り
、
平
衡
感
覚
を
つ

か
さ
ど
る
）
〟
な
ど
。

（

）
「
賛

」
貝
（
オ
下
が
り
：
３
・
５
の
点
）
と
夫

15

（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
わ
す
。
字
式
は
（
夫
＋

夫
）
／
貝
。
夫
の
突
き
出
た
部
分
は
頭
の
飾
り
（
か
ん
ざ
し
）

を
意
味
し
て
い
る
。
貝
と
合
わ
せ
て
神
に
願
い
を
訴
え
、
助
け

を
乞
う
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
音
読
み
の
サ
ン
は
漢
・
呉
音
。

熟
語
に
〝
賛
意
〟
〝
賛
辞
〟
〝
賛
否
〟
〝
絶
賛
〟
〝
奉
賛
〟
な

ど
。

平
成

年
度

第
３
回
（
第

回
）
報
告

22

39

１

日
時

平
成

年
６
月

日

(

土)

22

19

時

分
～

時

分

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
四
回
（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

５

学
習
会
内
容

前
回
の
復
習

５

複
合
文
字
（
２
）

１
．
第
１
基
本
文
字
と
比
較
文
字
で
構
成
さ
れ
る
文
字(

１)

＊
「
央

」
ケ
（
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
と
オ
（
２
・

４
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
１
つ
。

（

）
「
英

」

草
冠
（
ク
：
１
・
４
・
６
の
点
）
と

11

央
（
オ
：
２
・
４
の
点
）
で
表
わ
す
。

＊
ソ
天
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
２
つ
。

（

）
「
関

」

門
構
え

(

ペ
ー
ジ
へ
続
く)

12

29

－ ２４ －



 

漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

杜
子
春
（
一
）

と

し

し

ゅ

ん

テ

ノ

ニ

于
二

東

市

西

門
一

、
飢

寒

之

ク

ス

ギ
テ

ヲ

ス

リ

色

可
レ

掬
、
仰
レ

天

長

吁
。
有
三

一

ノ

ク

ヲ

ニ

ヒ
テ

ハ
ク

老

人

策
二

杖

於

前
一

、
問

曰
、
「
君

ヲ
カ

ク

ヒ

ノ

ヲ

ツ

子

何

嘆
」
。
子

春

言
二

其

心
一

、
且

ル

ノ

ナ
ル
ヲ

憤
二

其

親

戚

之

疎

薄
一

也
、
感

激

ス

ニ

ハ
ク

之

気

発
二

于

顔

色
一

。
老

人

曰
、

ナ
ラ
バ

チ

カ
ニ
ス
ル
ヤ

ヲ

ハ
ク

「

幾

緡

則

豊
レ

用

」
。

子

春

曰
、

ナ
ラ
バ

チ

シ

テ

ク

「
三

五

万

則

可
二

以

活
一

矣
」
。

ハ
ク

ダ
シ

ニ

へ

ヲ

老

人

曰
、
「
未

也
。
更

言
レ

之
」
。

ハ
ク

ダ
シ

チ

フ

「
十

万
。
」
曰
、
「
未

也
」
。
乃

言
、

ハ
ク

ダ
シ

ハ
ク

「
百

万
」
。
亦

曰
、
「
未

也
」
。
曰
、

チ

ハ
ク

ナ
リ

「
三

百

万
」
。
乃

曰
、
「
可

矣
」
。

（
杜
子
春
は
北
周
か
ら
隋
に
か
け
て
の
人
と
思
わ
れ
る
。

若
い
頃
か
ら
家
業
を
か
え
り
み
ず
、
遊
び
暮
ら
し
て
い
た
の

で
、
財
産
を
使
い
果
た
し
、
親
戚
や
友
人
に
も
見
放
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。

あ
る
冬
の
日
、
ボ
ロ
を
ま
と
い
腹
を
す
か
せ

た
杜
子
春
が
、
長
安
の
市
場
の
入
り
口
で
、
長
い
た
め
息
を

つ
い
て
い
る
と
、
一
人
の
老
人
が
話
し
か
け
て
き
た
。
）

東
市
の
西
門
に
于
て
、
飢
寒
の
色
掬
す
べ
く
、
天

お
い

き
く

を
仰
ぎ
て
長
吁
す
。
一
老
人
の
杖
を
前
に
策
く
有

ち
ょ
う
く

つ
え

つ

り
、
問
い
て
曰
わ
く
、
「
君
子
何
を
か
嘆
く
」
。
子

春
其
の
心
を
言
い
、
且
つ
其
の
親
戚
の
疎
薄
な
る
を

憤
る
や
、
感
激
の
気
顔
色
に
発
す
。
老
人
曰
わ
く
、

「
幾
緡
な
ら
ば
則
ち
用
を
豊
か
に
す
る
や
」
。
子
春

び
ん

曰
わ
く
、
「
三
五
万
な
ら
ば
則
ち
以
て
活
く
べ

さ

ん

ご

い

し
」
。
老
人
曰
わ
く
、
「
未
だ
し
。
更
に
之
を
言

い
ま

え
」
。
「
十
万
。
」
曰
わ
く
、
「
未
だ
し
」
。

乃
す
な
わ

ち
言
う
、
「
百
万
」
。
亦
曰
わ
く
、
「
未
だ
し
」
。

ま
た

曰
わ
く
、
「
三
百
万
」
。
乃
ち
曰
わ
く
、
「
可
な

り
」
。

東
市
の
西
門
＝
東
市
場
の
西
門
。
長
安
に
は
東
市
場

と
西
市
場
が
あ
っ
た
。

掬
す
べ
し
＝(

飢
え
こ
ご
え
た
様
子
が)

あ
り
あ
り

き
く

と
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
る
。

幾
緡
＝
一
緡
は
ひ
も
で
連
ね
た
銅
銭
の
一
さ
し
。

び
ん

未
だ
し
＝
未
だ
足
ら
ざ
る
也
の
略
。｢

ま
だ
ま
だ｣

。

－ ２５ －



－ ２６ －

杜 子春 ｀とししゅん

于 テ 東 市 ノ 西 門 ニ 、 飢 寒 之

色 可 ク 掬 ス 、 仰 ギテ 天 ヲ

長 吁 ス 。 有 リ 一老 人 ノ 策 ク

杖 ヲ 於 前 ニ 、 問 ヒテ 曰 ハク 、

「 君 子何 ヲカ 嘆 ク 」 。 子春 言 ヒ 其

ノ 心 ヲ 、 且 ツ 憤 ル 其 ノ 親 戚

之 疎 薄 ナルヲ 也 、 感 激 之 気 発 ス

于 顔 色 ニ 。 老 人曰 ハク 、 「 幾 緡

ナラ バ 則 チ 豊 カニスルヤ 用 ヲ 」 。 子

春 曰 ハク 、 「 三｀五万 ナラ バ 則 チ

可 シ 以 テ 活 ク 矣 」 。 老 人曰 ハ

ク 、 「 未 ダシ 也 。 更 ニ 言 ヘ 之

ヲ 」 。 「 十万 。」 曰 ハク 、 「 未 ダ

シ 也 」 。 乃 チ 言 フ 、 「 百 万 」 。 亦

曰 ハク 、 「 未 ダシ 也 」 。 曰 ハク 、

「 三百 万 」 。 乃 チ 曰 ハク 、 「 可 ナ

リ 矣 」 。

参照図書： 岩波ジュニア新書
「漢文の読みかた」（奥平卓）



(横－１） － ２７ －

漢点字講習用テキスト

初級編 第二十一回 ４ 基本文字（３）… 比較文字

１．対、あるいはグループをなす比較文字（１）

※「右」と「左」

（６） 右 ユウ ウ みぎ たっと‐ぶ たす‐ける

カタカナの「ナ」の右下に「口 」を置いた形の文字です。カタカナ

の「ナ」は、手でものを持つ形を表しています。「口 」は、お祈りを容

れた器で、神様に祈りを捧げるときに用いるものと言われています。つ

まりこの文字は、右手で神様に捧げる器を持った形を象ったものです。「み

ぎ」と読んで右側を表し、中国では右側を優位と考えていますので、「た

っとい」の読み、また、右手を添えて「たすける」とも読みます。漢点

字では、「 」で表されます。

「右往左往」「右顧左眄」「右大臣左大臣」「右側通行」

（７） 左 サ ひだり たす‐ける たが‐う

カタカナの「ナ」の右下に、「工」（このテキストでは、まだ出て来て

いません。）が置かれた形の文字です。神様に祈るときに用いる道具を象

ったものと言われています。神様に祈りを捧げるときに、右手に器を、

左手に道具を持って行われたと考えられています。「ひだり」と読んで左

側を、中国では左は劣位と考えられていました。「たすける」と読んで、

手を差し伸べて人を支えることを、「たがう」と読んで、思うように行か

ないこと、うまく行かないことを表します。漢点字では、「 」で表さ

れます。

「右往左往」「右顧左眄」「左遷」「右大臣左大臣」「左側通行」

＊日本では、雛人形でも知られるように、官職としては、左大臣が上

位です。つまり、左右の優劣では、左が優位です。

古代の中国では、左側に刀剣を佩して、右手でそれを扱うことから、

右側が優位、左側を劣位としていました。現在も用いられる「左遷」と

いう言葉は、ここから来ています。

＊相撲でもお馴染みのように、中国の文化圏では、北側から南を見る

形を採ります。従って、現在の地図とは反対に、左が東、右が西になり

ます。

※「大きい」と「小さい」

（８） 大 ダイ タイ タ ダ おお おお‐きい おお

‐いに



－ ２８ － (横－２）

人が大きく手を広げた形を象った文字です。「人 」の縦の線に、一本

の横の線を交差させた形の文字です。大きな身体、ゆったりとした姿か

ら、「大きい、力強い、偉大な」という意味を表しています。漢点字では、

「 」で表されます。点字符号の右側の部分は、第一基本文字の「犬

」と似ているところから、同じ符号を用いました。

「大学」「大規模」「大満足」「広大」「膨大」「莫大」「大雑把」「大目玉」

（９） 小 ショウ ちい‐さい こ お さ

縦の線の両側に点を付した形の文字です。棒を細く削る形を象ったも

のと言われます。小さいもの、幼いもの、価値の低いもの、つまらない

ものとして用いられる文字です。そこから謙遜の意味で、自分の方を指

す語として用いられます。また、「こ、お、さ」の読みを接頭語として、

小さい、幼い、つまらないという意味を表します。漢点字では、「 」

で表されます。

「小学校」「小数点」「針小棒大」「小川」「小雨」「小道」「小百合」「小

庭」「小利口」

※「出る」と「入る」

（１０） 出 シュツ スイ で‐る だ‐す い‐でる

い‐だす で

上が開いた箱の形が立てに二つ並んでいて、真ん中を縦の線が通って

いる形、下には突き出ません。線を跨いで外へ出る形を象っています。「で

る」と読んで、中から外へ出る、家から外へ出て働く、中央から地方へ、

本社から支店へ出る、家から外へ出て嫁に行く、ぬきんでる、世に出る、

生まれた土地や出身校をも表します。「だす」と読んで、嫁を離縁する。

また、「すい」の音で、金銭の出金を意味します。漢点字では、「 」

で表されます。

「出勤」「出金」「出社」「出発」「出港」「出品」「出店」「外出」「退出」

「出処進退」「出口」「出物」「家出」

（１１） 入 ニュウ ジュウ い‐る は‐いる い‐

れる

入り口が開いた形を象っていると言われます。外から中へ入る、嫁と

して家の中へ入る、中央の官庁に入るといういみがあります。漢点字で

は、「 」で表されます。「人 」に似ているので、右側の点字符号に

同じものを用いました。

「入金」「入学」「入社」「入門」「入力」「入港」「入出」「収入」「歳入」

「投入」「出入り」「入り婿」「入り鉄砲に出女」



(
ペ
ー
ジ
か
ら)

（
モ
：
２
・
３
・
４
・
５
・
６
の
点
）
と

24
天
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
わ
す
。
旧
字
は

「
關
」
で
、
か
ん
ぬ
き
を
か
け
た
形
を
意
味
し
て
い
る
。

（

）
「
送

」

し
ん
に
ょ
う
（
ヒ
：
１
・
２
・
３
・

13

６
の
点
）
と
天
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
わ
す
。

ソ
天
部
分
は
関
と
は
異
な
り
、
船
の
形
を
し
た
た
ら
い
に
物
を

乗
せ
運
ぶ
と
い
う
意
味
を
表
し
、
物
を
動
か
す
こ
と
か
ら
き
て

い
る
。

＊
「
夫

」
ワ
（
３
）
と
ケ
（
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）

を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
２
つ
。

（

）
「
規

」

夫
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）

14

と
見
（
２
・
５
の
点
）
で
表
す
。

（

）
「
賛

」

貝
（
オ
下
が
り
：
３
・
５
の
点
）
と

15

夫
（
ケ
：
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
わ
す
。

今
回
の
学
習

＊
「
小

」
比
（
４
・
５
の
点
）
と
ソ
（
２
・
４
・
５
・

６
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
。

w

「
肖

」
と
肖
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
１
つ
。

（

）
「
肖

」
ソ
（
２
・
４
・
５
・
６
の
点
）
と
ラ
下

16

が
り
（
２
・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
小
・
月
（
に
く
づ

き
）
。
音
読
み
の
シ
ョ
ウ
は
漢
・
呉
音
。
訓
読
み
に
〝
あ
や
か

‐
る
〟
が
あ
る
。
熟
語
に
〝
肖
物
（
あ
え
も
の
：
手
本
と
す
る

も
の
）
〟
〝
肖
り
者
（
あ
や
か
‐
り
も
の
：
果
報
者
）
〟
〝
酷

肖
（
こ
く
し
ょ
う
：
酷
似
と
同
意
義
）
〟
な
ど
。

（

）
「
消

」
さ
ん
ず
い
（
ニ
：
１
・
２
・
３
の
点
）

17

と
ソ
（
２
・
４
・
５
・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
さ
ん
ず
い

＋
肖
。
音
読
み
の
シ
ョ
ウ
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
解
消
〟

〝
消
毒
〟
〝
消
防
〟
〝
消
滅
〟
〝
消
却
〟
〝
消
去
〟
〝
消
耗
〟

〝
消
息
〟
〝
消
耗
〟
〝
消
臭
〟
〝
雲
散
霧
消
〟
〝
意
気
消
沈
〟

〝
抹
消
〟
〝
打
消
し
〟
〝
取
り
消
し
〟
〝
帳
消
し
〟
〝
艶
消

し
〟
〝
消
え
去
る
〟
な
ど
。

＊
「
低

」
比
（
４
・
５
の
点
）
と
ロ
下
が
り
（
３
・
５

・
６
の
点
）
の
旁
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
。

（

）
「
底

」

ま
だ
れ
（
ヨ
：
３
・
４
・
５
の
点
）

18

と
ロ
下
が
り
（
３
・
５
・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
广
＞

（
氏
／
一
）
。
音
読
み
の
テ
イ
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
到

底
〟
〝
徹
底
〟
〝
根
底
〟
〝
谷
底
〟
〝
底
意
地
〟
〝
上
げ
底
〟

〝
二
重
底
〟
〝
鍋
底
〟
〝
奈
落
の
底
〟
〝
底
冷
え
〟
な
ど
。

＊
「
氏

」
ア
（
１
の
点
）
と
ロ
下
が
り
（
３
・
５
・
６

の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
。

（

）
「
紙

」
糸
偏
（
イ
：
１
・
２
の
点
）
と
ロ
下
が

19

り
（
３
・
５
・
６
の
点
）
で
表
わ
す
。
字
式
は
糸
＋
氏
。
音
読

み
の
シ
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
表
紙
〟
〝
原
紙
〟
〝
印
紙
〟

〝
色
紙
〟
〝
草
紙
〟
〝
誓
紙
〟
〝
画
用
紙
〟
〝
手
紙
〟
〝
型

紙
〟
〝
折
り
紙
〟
〝
紙
屑
〟
〝
紙
風
船
〟
〝
紙
吹
雪
〟
〝
紙
婚

式
（
か
み
こ
ん
し
き
：
結
婚
１
年
目
）
〟
他
の
読
み
と
し
て

〝
紙
鳶
（
い
か
：
関
西
地
方
で
い
う
凧
の
こ
と
）
〟
〝
紙
縒
り

－ ２９ －



（
こ
よ
‐
り
）
〟
な
ど
。
紙
は
、
中
国
の
後
漢
時
代
の
宦
官
、

蔡
倫
（
さ
い
り
ん
）
が
樹
皮
・
ぼ
ろ
布
・
魚
網
な
ど
か
ら
精
製

し
、
紀
元
１
０
５
年
に
帝
に
献
上
し
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ

て
き
た
が
、
前
漢
期
の
遺
跡
か
ら
古
紙
が
出
土
し
、
前
漢
（
紀

元
前
２
０
２
年
～
紀
元
後
８
年
）
の
初
期
に
開
発
さ
れ
た
。

一
方
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
紀
元
前

世
紀
頃
か
ら
パ
ピ
ル
ス
と

30

い
う
草
の
茎
か
ら
製
造
さ
れ
た
紙
が
使
用
さ
れ
、
紀
元
後
８
世

紀
頃
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
用
い
た
。

ご
報
告
と
ご
案
内

会
員
募
集

横
浜
及
び
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
で
は
、
会
員
を
常
時
募
集

し
て
お
り
ま
す
。
活
動
を
ご
希
望
の
方
は
お
申
し
出
下
さ
い
。

前
号
で
も
ご
案
内
致
し
ま
し
た
通
り
、
こ
れ
ま
で
に
ほ
ぼ
五

年
に
一
度
の
割
合
で
、
会
員
を
募
集
す
る
講
習
会
を
開
催
致
し

ま
し
た
。
今
年
は
そ
の
年
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

①

横
浜
で

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
で
は
、
以
下
の
要
領
で
会
員
募
集
の

た
め
の
講
習
会
を
開
催
致
し
ま
す
。

日
程
：

９
／

（
水
）

：

～

：

、

／
６

29

13

30

15

30

10

（
水
）

：

～

：

、

／

（
水
）

：

～

：

12

30

14

30

10

20

13

30

15

30

会
場
：

か
な
が
わ
県
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
会
議
室

３
０
４
（
横
浜
駅
北
口
・
西
口
方
面
、
徒
歩
５
分
）

募
集
：
応
募
方
法
・
往
復
は
が
き
、
締
め
切
り
、
９
／
11

（
土
）
必
着
。

宛
先
：
木
下
和
久

〒
２
４
５-

０
０
１
３

横
浜
市
泉
区
中
田
東
四
‐
八
‐
八

受
講
料
：
１
０
０
０
円
（
資
料
代
）

問
い
合
わ
せ
：
電
話0

3
-
3
6
1
3
-
3
1
6
0

（
岡
田
）

内
容
：
点
字
と
漢
点
字
。
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
入
力
、
校
正
。

漢
点
字
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ムE

I
B
R
K
W

に
よ
る
編
集
の
概
要
と
実
際

②

東
京
で

東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
で
も
、
以
下
の
要
領
で
、
会
員
募
集

の
た
め
の
講
習
会
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

日
程
：

／

、

／

、

／

(

水)

：

～

：

11

10

11

17

11

24

13

30

15

30

会
場
：
港
区
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
Ｆ
、
竹
芝
小
ホ
ー
ル

（
Ｊ
Ｒ
・
浜
松
町
駅
、
都
営
地
下
鉄
浅
草
線
・
大
門
駅
、
大
江

戸
線
・
大
門
浜
松
町
駅
下
車
、
徒
歩

分
）

10

募
集
：
応
募
方
法
・
往
復
は
が
き
、
締
め
切
り
、

／
９

10

（
土
）
必
着
。

宛
先
：
菅
野

良
之

〒
１
０
８-

０
０
７
３

港
区
三
田
２
‐

‐
17

45

受
講
料
：

１
０
０
０
円
（
資
料
代
）

問
い
合
わ
せ
：

電
話0

3
-
3
6
1
3
-
3
1
6
0

（
岡
田
）

内
容
：
点
字
と
漢
点
字
。
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
入
力
、
校
正
。

漢
点
字
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ムE

I
B
R
K
W

に
よ
る
編
集
の
概
要
と
実
際

以
上
、
多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

－ ３０ －



Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： okada_tr_eib@ybb.ne.jp

横浜漢点字羽化の会 ＵＲＬ：http://ukanokai.web.infoseek.co.jp

《表紙絵 岡 稲子》 次回の発行は 10月15日です。
※本誌(活字版･DAISY版･ディスク版)の無断転載は固くお断りします。

▼｢

案
内｣

ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
よ

う
に
、
い
よ
い
よ
会
員
募
集
の
た

め
の
講
習
会
が
始
ま
り
ま
す
。
こ

れ
は
漢
点
字
図
書
を
作
成
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
入
力
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
養
成
す
る
た
め
の
も
の
で
、
横
浜
と
東
京
の

両
地
区
で
相
次
い
で
開
催
す
る
も
の
で
す
。
ほ
ぼ
５
年
に

１
度
の
開
催
と
な
り
ま
す
▼
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
の
記
事

が
大
手
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
と
、
毎
回
沢
山
の
方
が
応

募
さ
れ
て
嬉
し
い
悲
鳴
を
上
げ
る
も
の
で
す
が
、
実
際
の

所
手
ほ
ど
き
の
講
習
を
受
け
て
、
い
ざ
必
要
な
テ
キ
ス
ト

フ
ァ
イ
ル
入
力
の
段
に
な
る
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多

く
て
戸
惑
わ
れ
る
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
、
折

角
講
習
を
修
了
さ
れ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
さ
れ

て
も
、
い
つ
の
間
に
か
消
え
て
い
っ
て
し
ま
わ
れ
る
方
が

大
部
分
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
▼
原
則
、
漢
字
か
な
交
じ

り
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
入
力
す
る
と
い
う
の
が
基
本
で
す

が
、
全
角
と
半
角
文
字
の
区
別
も
曖
昧
で
、
長
音
・
マ
イ

ナ
ス
・
ハ
イ
フ
ン
な
ど
一
見
同
じ
よ
う
に
見
え
る
記
号
が
、

実
は
全
く
の
別
物
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
さ
え
困

難
な
方
が
大
部
分
で
す
▼
そ
う
い
う
困
難
を
乗
り
越
え
て
、

ず
っ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
続
け
て
下
さ
る
方
が
、
少

し
で
も
多
く
お
い
で
い
た
だ
く
と
い
い
な
と
、
心
か
ら
期

待
し
て
お
待
ち
し
て
い
ま
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

－ ３１ －


