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漢
点
字
の
散
歩
（
三
十
）

岡
田

剛
嗣

吉
本
隆
明
氏

扉
東
京
鍼

灸

師
岡
田
健
嗣
さ
ん
は
生
ま
れ
つ
き
強
度

し
ん
き
ゆ
う

し

た

け

し

の
弱
視
で
、
失
明
し
た
の
は

歳
の
と
き
。
盲
学
校

19

で
は
本
と
縁
遠
い
生
活
を
送
っ
た
。
大
学
の
読
書
会

で
友
人
が
、
吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な

に
か
』
を
読
み
聞
か
せ
て
く
れ
た
と
き
、
衝
撃
を
う

け
る
。
生
ま
れ
て
初
め
て
思
想
や
文
学
に
じ
か
に
触

れ
る
思
い
が
し
た
。
以
来
、
吉
本
の
言
葉
は
岡
田
さ

ん
の
心
を
と
ら
え
つ
づ
け
る
。

残
念
な
が
ら
吉
本
の
著
書
は
点
訳
も
音
訳
も
少
な

い
。
岡
田
さ
ん
は
い
ま
知
人
に
『
初
期
歌
謡
論
』
の

音
訳
を
頼
ん
で
い
る
。
「
喪
失
感
は
大
き
い
け
れ

ど
、
読
み
継
い
で
ゆ
き
た
い
か
ら
」
。
漢
字
を
表
現

で
き
る
点
字
「
川
上
漢
点
字
」
の
実
践
者
で
も
あ

る
。
吉
本
隆
明
に
は
、

歳
の
こ
ん
な
読
者
も
い

62

る
。

（
白
石
明
彦
）

（
朝
日
新
聞

２
０
１
２
年
５
月

日
）

13

本
紙
前
号
に
掲
載
し
た
拙
文
が
、
朝
日
新
聞
の
記
者
・
白
石

明
彦
様
の
お
目
に
止
ま
り
、
右
の
記
事
と
な
っ
た
。
私
ど
も
の

置
か
れ
て
い
る
情
況
を
直
視
し
て
下
さ
る
視
線
に
、
心
よ
り
の

感
謝
を
捧
げ
た
い
。

吉
本
隆
明
氏
に
つ
い
て
私
が
何
か
を
書
く
と
す
れ
ば
、
こ
れ

が
最
初
で
最
後
に
な
る
だ
ろ
う
、
前
号
で
は
そ
の
よ
う
に
し
て

書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
こ
で
も
う
一
度
機
会
が
い
た
だ
け

た
と
捉
え
て
、
も
う
一
つ
だ
け
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し

た
。氏

と
の
関
連
で
漢
点
字
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
。

現
在
は
著
作
権
法
が
改
訂
さ
れ
て
そ
の
必
要
は
な
く
な
っ
た

が
、
パ
ソ
コ
ン
点
訳
す
る
際
は
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
る
必
要

の
あ
っ
た
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
ん
な
用
件
で
、
著
作
権
者

の
吉
本
氏
に
お
願
い
の
お
手
紙
を
差
し
上
げ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
許
諾
願
い
と
と
も
に
、
私
が
〈
漢
点
字
〉
の
点
訳
活
動
を

行
っ
て
い
る
こ
と
を
書
き
添
え
た
。
折
り
返
し
点
訳
を
諾
さ
れ

た
お
葉
書
を
落
手
し
た
。

疎
覚
え
だ
が
そ
こ
に
、
「
あ
な
た
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
大

変
困
難
な
こ
と
な
ん
だ
。
息
長
く
頑
張
っ
て
欲
し
い
。
」
と
い

－ １ －



う
意
味
の
文
が
あ
っ
た
。
（
こ
の
葉
書
、
ど
こ
か
に
し
ま
っ
て

あ
る
は
ず
だ
が
、
現
在
は
見
つ
か
ら
ず
に
い
る
。
）

当
時
は
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
高
を
括
っ
て
い

た
。
だ
が
段
々
実
態
が
分
か
っ
て
き
た
。
視
覚
障
害
者
も
パ
ソ

コ
ン
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
肉
筆
と
は
行
か
ず
と
も
、
普

通
の
文
字
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
も
そ
の
恩
恵
に
浴
し

て
い
る
一
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
喜
び
は
言
葉
に
で
き
な
い

ほ
ど
の
も
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
こ
の
文
明
の
力
に
、
掛
け
値

な
し
の
恩
義
を
感
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
勿
論
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
よ

り
も
な
お
、
そ
れ
に
対
応
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
の
労
に

は
、
感
謝
し
て
も
し
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
こ
で
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
漢
点
字
使
用
者
と
自
称
す
る
人
た
ち
が
、
徐
々
に
漢

点
字
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
漢
点
字

を
使
わ
な
い
の
か
（
？
）
と
尋
ね
る
と
、
「
も
う
漢
点
字
は
い

ら
な
い
。
パ
ソ
コ
ン
で
ロ
ー
マ
字
変
換
す
れ
ば
文
字
は
書
け
る

の
だ
か
ら
。
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
は
驚
い

た
。
「
そ
う
か
、
こ
れ
が
吉
本
さ
ん
の
言
わ
れ
る
困
難
な
ん

だ
。
」
、
や
っ
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
そ
の
よ
う
に
見
て
い
る
と
、
一
見
漢
点
字
に
熱
心

に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
人
た
ち
も
、
（
盲
学
校
の

先
生
方
を
含
め
て
）
あ
ま
り
本
を
読
ん
で
い
る
様
子
の
な
い
こ

と
が
分
か
っ
て
き
た
。
一
般
に
読
書
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
あ
り

方
と
い
う
の
は
、
読
書
の
量
に
応
じ
て
何
ら
か
の
深
ま
り
を
見

せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
そ
の
よ
う
な
様
子
が
な
い
の
で

あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
私
の
主
観
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い

し
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
は
な
い
。
一
般
に
も
こ
の
よ
う
な
現
象

に
客
観
的
な
デ
ー
タ
は
な
い
に
違
い
な
い
。
た
だ
読
書
と
は
、

書
物
と
い
う
峰
に
挑
み
な
が
ら
、
一
歩
一
歩
歩
を
進
め
る
も
の

で
あ
っ
て
、
高
峰
に
挑
む
だ
け
、
読
み
方
は
深
ま
る
も
の
だ
、

そ
う
い
う
認
識
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

漢
点
字
の
普
及
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
主
な
理
由
は
、
ど

う
や
ら
こ
の
辺
に
あ
る
、
今
は
そ
う
捉
え
て
い
る
。
漢
点
字
使

用
者
が
こ
う
な
の
だ
か
ら
、
未
使
用
者
は
追
っ
て
知
る
べ
し
の

情
況
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
漢
点
字
し
か
触
読
に
耐
え
う
る

漢
字
体
系
の
触
読
文
字
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
見
れ
ば
、
視
覚

障
害
者
の
読
書
環
境
＝
知
的
環
境
の
位
置
が
見
え
て
き
そ
う
に

思
わ
れ
る
。

右
の
記
事
に
も
あ
る
よ
う
に
、
私
は
今
、
吉
本
氏
の
『
初
期

歌
謡
論
』
に
挑
も
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
を
紹
介
す
る

－ ２ －



と
、《

神
話
の
物
語
や
歌
謡
に
は
、
物
語
る
こ
と
歌
う
こ
と
が
、

実
際
の
行
為
と
区
別
で
き
な
か
っ
た
時
代
が
埋
も
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
探
す
に
は
、
伝
え
ら
れ
た
物
語
や
歌
謡
か
ら
、
後
に
つ

け
く
わ
え
ら
れ
た
も
の
、
編
者
の
意
図
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
た
個

所
、
ま
た
、
編
集
の
さ
い
新
し
く
創
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
を
削

り
お
と
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
歌

謡
か
ら
地
の
物
語
と
か
か
わ
り
の
あ
る
詩
句
を
排
除
し
て
も
、

独
立
の
歌
謡
と
し
て
の
姿
を
も
ち
う
る
ば
あ
い
は
、
そ
の
種
の

詩
句
は
削
り
お
と
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
流
布
さ
れ
て
い
た
任
意
の
歌
謡
が
、
神
話
の
物
語
に
適
合

す
る
形
に
改
め
ら
れ
て
、
挿
入
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
か
ん

が
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
／

こ
の
種
の
操
作
が

ど
う
し
て
許
さ
れ
る
の
か
。
説
得
力
の
あ
る
根
拠
な
ど
あ
り
よ

う
が
な
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
律
文
や
韻
文
や
歌
は
語
り
と
独

立
に
先
行
し
う
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
根

拠
を
も
と
め
る
と
す
れ
ば
、
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の

神
話
が
、
複
合
的
で
あ
り
、
ま
た
多
層
的
で
あ
り
し
か
も
、
編

者
の
意
図
を
無
視
す
る
に
は
あ
ま
り
に
記
述
が
新
し
す
ぎ
る
た

め
、
ど
ん
な
改
作
も
作
意
も
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が

い
な
い
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
点
は
概
観
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
》

つ
ま
り
記
紀
歌
謡
は
、
そ
の
編
者
の
意
図
を
排
除
し
て
歌
謡

だ
け
を
取
り
出
す
た
め
に
、
地
の
文
に
関
わ
り
の
あ
る
語
句
を

削
り
落
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
作
業
か
ら
、
記
紀

と
は
独
立
し
た
歌
謡
の
姿
が
現
れ
出
て
く
る
は
ず
で
、
そ
こ
に

歌
謡
の
古
層
を
見
出
せ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
方
法
は
、
私
た
ち
に
は
極
め
て
馴
染
み
の
深
い
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
容
易
く
達
成
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
氏
は

『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』
の
な
か
で
繰
り
返
し
、
「
読

書
百
遍
」
を
説
い
て
お
ら
れ
た
。
百
回
読
み
返
せ
ば
、
自
ず
と

そ
の
内
容
が
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
氏
は
「
表
現
転

位
論
」
で
、
文
学
作
品
の
な
か
で
、
繰
り
返
し
読
み
込
む
こ
と

で
、
作
者
の
表
現
し
た
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
が
見
え
て
く
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
を
記
紀
歌
謡
に
応
用
し
た
の
が
、

右
の
記
述
に
違
い
な
い
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
読
書
と
い
う
行
為
が
、
ど
れ
ほ
ど
に
能

動
的
な
も
の
か
が
分
か
る
。
私
が
氏
の
本
か
ら
受
け
た
衝
撃
と

－ ３ －



－ ４ －

は
、
こ
の
能
動
性
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
氏
は
あ
る
書
物

を
読
ん
で
見
せ
る
。
そ
れ
を
ま
た
表
現
し
て
下
さ
る
。
私
た
ち

は
そ
れ
を
ま
た
読
む
。
だ
が
そ
こ
で
、
あ
な
た
独
自
の
何
ら
か

の
方
法
が
な
け
れ
ば
こ
の
本
は
読
め
な
い
よ
、
と
突
き
放
さ
れ

る
。
し
か
し
突
き
放
さ
れ
た
と
見
え
る
だ
け
で
、
い
つ
で
も
受

け
入
れ
体
制
は
整
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
。

氏
の
逝
去
の
後
、
多
く
の
識
者
が
追
悼
文
を
書
か
れ
て
い

た
。
そ
の
な
か
で
私
が
最
も
共
感
を
覚
え
た
の
は
、
作
家
の
高

橋
源
一
郎
氏
の
文
で
あ
っ
た
。
高
橋
氏
は
、
（
思
想
は
普
通
、

前
の
姿
し
か
見
せ
な
い
も
の
だ
が
）
「
吉
本
さ
ん
は
、
思
想
の

『
後
ろ
姿
』
を
見
せ
る
こ
と
の
で
き
る
人
だ
っ
た
。
」
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
吉
本
さ
ん
の
、
生
涯
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
『
き
み
な
ら
ひ
と
り
で
も
や
れ
る
』
で
あ
り
、
『
お
れ
が

前
に
い
る
』
だ
っ
た
と
思
う
。
吉
本
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
ぼ
く

た
ち
は
、
ほ
ん
と
う
に
ひ
と
り
に
な
っ
た
の
だ
。
」
と
結
ん
で

お
ら
れ
る
。

視
覚
障
害
者
が
「
読
書
百
遍
」
し
て
、
読
書
の
方
法
を
手
に

入
れ
ら
れ
る
の
は
、
ど
れ
ほ
ど
先
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
私

た
ち
は
そ
の
た
め
に
、
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
？

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
八
十
八
）

野
馬
追
文
庫

(

南
相
馬
へ
の
支
援)

(

六)

山

内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

実
は
、
昨
年
の
暮
か
ら
Ｗ
さ
ん
と
の
連
絡
が
途
絶
え
て
い

る
。
葛
飾
図
書
館
の
知
り
合
い
に
問
い
合
わ
せ
な
ど
し
た
が
体

調
を
壊
し
て
い
る
よ
う
で
、
一
切
の
連
絡
が
取
れ
な
い
ま
ま
現

在
に
至
っ
て
い
る
。
現
地
報
告
と
い
う
要
を
失
っ
て
時
折
寄
せ

ら
れ
る
Ｒ
さ
ん
の
メ
ー
ル
が
唯
一
の
手
が
か
り
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
一
日
も
早
い
Ｗ
さ
ん
の
復
帰
を
望
ん
で
い
る
が
、
毎
月

一
一
日
に
本
を
定
期
的
に
送
り
続
け
ね
ば
な
ら
ず
、
何
と
か
福

島
の
声
を
反
映
し
つ
つ
こ
の
事
業
を
続
け
て
い
け
れ
ば
と
考
え

て
い
る
。

そ
ん
な
折
、
前
回
レ
ポ
ー
ト
し
た
Ｋ
さ
ん
の
福
島
で
の
講
習

会
に
参
加
し
て
下
さ
っ
た
本
宮
市
の
図
書
館
に
勤
務
す
る
Ｙ
さ

ん
に
、
Ｋ
さ
ん
が
白
羽
の
矢
を
立
て
た
。

「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
絵
本
展
な
ど
で
お
世
話
に
な
り
、
自
分
の

考
え
を
し
っ
か
り
持
っ
て
お
ら
れ
る
福
島
県
本
宮
市
立
図
書
館

の
Ｙ
さ
ん
と
い
う
児
童
図
書
館
員
の
方
に
ご
意
見
を
う
か
が
わ

せ
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
て
み
ま
し
た
。
Ｗ
さ
ん
の
才
能
は
稀

有
で
、
戻
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
切
望
し
ま
す
が
、
し
ば
ら
く

は
、
何
と
か
現
地
の
声
に
も
触
れ
る
条
件
を
持
ち
な
が
ら
彼
の



意
思
を
つ
な
い
で
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
彼
女
も
ま
た
大
変

誠
実
で
、
自
分
の
意
思
と
考
え
の
あ
る
図
書
館
員
で
す
。
三
月

一
一
日
直
後
は
、
心
配
で
な
ら
な
い
ほ
ど
動
揺
し
苦
し
ん
で
い

た
被
災
者
の
お
一
人
で
も
あ
り
ま
す
。
」

Ｋ
さ
ん
と
Ｙ
さ
ん
の
間
に
は
定
期
的
な
メ
ー
ル
の
交
換
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
Ｋ
さ
ん
が
今
ま
で
の
経
緯
を
説
明
し
た
上
で
、

あ
る
絵
本
の
評
価
に
つ
い
て
意
見
を
Ｙ
さ
ん
に
尋
ね
た
の
だ
っ

た
。
そ
の
絵
本
と
い
う
の
は
『
あ
さ
に
な
っ
た
の
で
ま
ど
を
あ

け
ま
す
よ
』
（
荒
井
良
二
著

偕
成
社
）
で
、
絵
本
作
家
が
今

回
の
震
災
を
期
に
描
い
た
絵
本
で
あ
る
。
こ
の
絵
本
を
南
相
馬

の
仮
設
住
宅
に
送
る
候
補
に
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
Ｋ
さ
ん
か
ら
次
の
よ
う
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

「
私
も
こ
の
絵
本
は
素
晴
ら
し
い
絵
本
だ
と
思
い
ま
す
。
宮
城

や
岩
手
の
人
に
は
躊
躇
な
く
お
送
り
し
ま
す
が
、
土
や
山
や
風

景
そ
の
も
の
を
そ
こ
に
あ
っ
て
も
も
う
戻
れ
な
い
、
奪
わ
れ
て

し
ま
っ
た
南
相
馬
の
仮
設
に
住
む
人
た
ち
に
は･

･
･

。
（
南
相

馬
は
近
隣
の
警
戒
区
域
か
ら
の
移
住
者
が
多
い
）
迷
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
」

私
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
推
薦
す
る
立
場
で
下
記
の
よ
う
な

印
象
を
メ
ー
ル
し
た
。

「
い
ろ
い
ろ
な
状
況
や
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
人
そ
れ
ぞ
れ
が

享
受
し
て
欲
し
い
感
覚
（
ラ
ン
ボ
ー
の
初
期
の
詩
に
サ
ン
サ
シ

オ
ン
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
感
覚
に
近
い
も
の
）
を
こ
の

絵
本
は
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

『
自
分
た
ち
の

家
や
風
景
を
思
い
出
す
』
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
今

の
あ
る
が
ま
ま
の
状
況
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
情
景
を
そ
れ
ぞ
れ

イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」

こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
さ
ん
は
次
の
よ
う
な
意
見
を
寄
せ
ら
れ

た
。

「
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
の
で
は
？
と
い
う
の
が
第
一
印
象

で
す
。
内
容
は
さ
て
お
き
、
対
象
者
は
？
と
考
え
た
と
き
に
、

こ
れ
は
絵
本
の
形
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
絵
本
の
本
当
の

意
味
を
幼
い
子
ど
も
が
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？
と
い
う
こ

と
を
最
初
に
危
惧
し
ま
し
た
。
福
島
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
に
い
て
も
自
分
の
住
ん
で
る
町
や
村
の
良

さ
を
い
つ
ま
で
も
持
ち
続
け
る
感
覚
と
い
う
の
は
、
原
発
事
故

後
も
南
相
馬
の
人
も
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

大
人
が
読
む
に
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
本
な
の
で
し

ょ
う
が
、
子
ど
も
達
に
そ
れ
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
？
」
ま

た
、
「
私
個
人
の
意
見
だ
け
で
は
な
ん
な
の
で
、
図
書
館
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
か
た
に
あ
の
絵
本
を
見

て
も
ら
い
ま
し
た
。
以
下
は
、
そ
の
方
の
意
見
で
す
の
で
、
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
絵
本
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
今

福
島
に
い
る
大
人
・
子
ど
も
す
べ
て
の
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
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で
す
。
こ
の
本
を
読
ん
で
い
る
と
そ
の
苦
し
い
心
の
内
を
引
き

ず
り
出
さ
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
自
分
は
こ
の
本
を
子
ど

も
に
は
読
ん
で
あ
げ
ら
れ
な
い
。
今
読
み
な
が
ら
で
も
涙
が
出

そ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
絵
本
は
、
福
島
で
よ
り
も
も
っ
と

首
都
圏
の
方
に
み
て
も
ら
い
、
被
災
地
の
人
が
こ
ん
な
ふ
う
に

感
じ
て
い
る
と
理
解
し
て
も
ら
う
方
に
使
っ
て
ほ
し
い
と
思

う
。
福
島
の
子
ど
も
に
は
、
読
ん
で
い
て
楽
し
く
な
る
、
子
ど

も
も
声
を
出
し
て
笑
え
る
よ
う
な
希
望
の
あ
る
絵
本
の
方
が
よ

い
の
で
は
な
い
か
。
以
上
で
す
。
彼
女
は
読
む
と
す
ぐ
に
こ
れ

は
震
災
の
本
だ
と
い
う
こ
と
が
、
わ
か
っ
た
よ
う
で
す
。
作
者

の
荒
井
さ
ん
の
本
も
よ
く
読
ん
で
い
て
、
今
回
は
震
災
の
本
な

の
で
い
つ
も
の
荒
井
さ
ん
の
本
ら
し
く
な
い
シ
リ
ア
ス
な
本
で

す
ね
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
子
ど
も
に
読
ん
で
あ
げ
る

な
ら
、
い
つ
も
の
荒
井
さ
ん
の
絵
本
の
よ
う
な
笑
え
る
楽
し
い

内
容
が
よ
い
と
も
い
っ
て
い
ま
し
た
。
」

結
局
こ
の
絵
本
は
候
補
か
ら
外
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
Ｙ
さ

ん
は
こ
の
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
下
さ
る
こ
と
に
な

り
、
次
の
よ
う
な
メ
ー
ル
を
下
さ
っ
た
。

「
私
は
１
年
前
の
あ
の
震
災
の
と
き
に
ふ
と
グ
リ
ム
の
昔
話

『
忠
臣
ヨ
ハ
ネ
ス
』
と
い
う
お
話
が
ふ
と
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し

た
。
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
主
人
公
の
忠
臣
ヨ
ハ
ネ
ス

が
あ
ら
ゆ
る
苦
難
を
引
き
受
け
て
、
恩
義
あ
る
父
王
の
遺
言
を

守
り
、
息
子
の
王
子
を
助
け
て
ゆ
く
話
で
す
。
後
半
で
は
、
自

分
の
命
と
王
子
の
命
と
を
秤
に
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
究
極

の
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
過
酷
な
お
話
で
す
。
あ
の
未
曾
有

の
大
震
災
の
中
に
い
て
、
あ
の
話
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き

て
、
私
自
身
が
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
は
な
い
か
と
今
に
な
る
と
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
間
は
、
苦
難
の
中
に
あ
る
と
つ
い
憎
し
み
や
恐
怖
で
我
を
忘

れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
困
難
を
あ
え
て
引
き
受
け
る
覚
悟
を
も

つ
こ
と
が
必
要
だ
と
忠
臣
ヨ
ハ
ネ
ス
は
私
に
言
っ
て
く
れ
た
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
も
、
私
は
人
は
自

然
に
物
語
の
中
に
あ
る
力
を
自
分
の
生
き
る
糧
と
し
て
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
や
お
話
の
中
に
あ
る

力
、
そ
し
て
子
ど
も
達
の
力
を
信
じ
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
」

そ
こ
で
今
ま
で
の
経
緯
や
南
相
馬
へ
の
支
援
の
原
稿
を
送
っ

て
読
ん
で
い
た
だ
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
届
い
た
手
紙
に
は
次

の
よ
う
に
記
し
て
あ
っ
た
。

「
同
じ
福
島
と
い
っ
て
も
、
私
の
住
む
中
通
り
地
方
と
南
相
馬

の
あ
る
浜
通
り
地
方
で
は
状
況
が
全
く
異
な
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
や
価

値
観
が
一
変
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
本
宮
町

で
も
、
母
と
子
だ
け
が
県
外
へ
避
難
し
て
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

て
い
る
家
族
が
い
ま
す
。
一
見
何
の
影
響
も
な
い
よ
う
に
見
え

－ ６ －



て
も
、
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
考
え
た
上
で
、
福
島
に
残
っ
た
子

ど
も
達
に
も
長
期
に
わ
た
る
苦
難
が
つ
い
て
回
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
負
の
遺
産
を
背
負
う
で
あ
ろ
う
子
ど
も
達

に
大
人
が
何
か
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
苦
難
を
乗

り
越
え
る
力
』
育
む
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
本
が
そ
の
力
を

与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
も

『
忠
臣
ヨ
ハ
ネ
ス
』
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
訳
で
す
。
力
不
足
で
は

あ
り
ま
す
が
、
少
し
で
も
お
役
に
立
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
」

こ
の
よ
う
に
し
て
新
た
な
仲
間
が
増
え
た
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
野
馬
追
文
庫
と
い
う
名
称
を
考
え
た
時
か
ら
何

か
ロ
ゴ
が
欲
し
い
と
い
う
話
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
Ｋ
さ
ん
が
候

補
を
見
つ
け
て
下
さ
っ
た
。

「
野
馬
追
は
テ
レ
ビ
で
し
か
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
が
、
イ

メ
ー
ジ
が
乾
千
恵
さ
ん
の
書
『
馬
』
に
ぴ
っ
た
り
く
る
の
で

す
。
福
音
館
書
店

の
『
月
人
石
』
の

馬
と
い
う
字
を
時

間
が
あ
る
と
き
に

見
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
本
二
〇
一
一

年
世
界
の
バ
リ
ア

野馬追文庫の表紙

フ
リ
ー
絵
本
展
に
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
乾
さ
ん
と
も
連
絡
が

取
れ
ま
す
。
」

そ
の
絵
本
『
月

人

石
－
乾
千
恵
の
書
の
絵
本
』
（
乾
千

恵
・
書

谷
川
俊
太
郎
・
文

川
島
敏
生
・
写
真

福
音
館
書

店
二
〇
〇
三
）
の
表
紙
は
乾
さ
ん
が
左
手
に
太
い
筆
を
持
ち
、

左
か
ら
右
に
向
か
っ
て
文
字
を
書
く
写
真
が
使
わ
れ
て
い
る
。

乾
さ
ん
は
右
手
が
う
ま
く
使
え
な
い
た
め
に
左
手
で
書
く
書
家

で
、
す
で
に
何
冊
か
の
本
を
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
横
長
の

絵
本
は
、
見
開
き
の
左
ペ
ー
ジ
に
乾
さ
ん
の
書
、
右
ペ
ー
ジ
に

川
島
敏
生
の
写
真
が
配
さ
れ
、
そ
の
写
真
に
谷
川
俊
太
郎
の
詩

が
載
っ
て
い
る
。
件
の
馬
の
場
面
に
は
四
本
足
で
し
っ
か
り
と

大
地
を
踏
み
し
め
た
よ
う
な
烈
火
の
上
に
疾
走
す
る
た
て
が
み

の
よ
う
な
馬
の
三
画
目
と
四
画
目
が
印
象
的
な
乾
さ
ん
の

「
馬
」
と
い
う
書
が
あ
り
、
右
ペ
ー
ジ
に
は
横
長
の
画
面
一
杯

に
、
は
み
出
す
よ
う
に
走
る
馬
の
写
真
が
載
り
「
い
の
ち
は
は

し
る

ど
こ
ま
で
も
」
と
い
う
詩
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

「
乾
千
恵
さ
ん
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
書
を
か
い
て
き
ま
し
た
。

「
馬
」
で
あ
れ
ば
馬
が
疾
走
す
る
よ
う
な
文
字
に
な
り
、

「
遊
」
で
あ
れ
ば
人
々
が
楽
し
げ
に
踊
っ
て
い
る
文
字
に
な

り
、
「
山
」
で
あ
れ
ば
樹
木
の
葉
ず
れ
や
鳥
の
囀
り
が
聞
こ
え

「
梟
」
で
あ
れ
ば
目
の
輝
き
と
風
の
音
が
聞
こ
え
ま
す
。

「
月
」
は
笑
い
、
「
石
」
は
し
ゃ
べ
り
、
「
音
」
は
音
楽
が
聞

－ ７ －



こ
え
て
い
ま
し
た
。
」
（
司
修
『
乾
千
恵
画
文
集

７
つ
の
ピ

ア
ソ
ラ
』
（
岩
波
書
店

二
〇
〇
六
）
に
寄
せ
て
）
と
い
う
表

現
が
ぴ
っ
た
り
で
、
こ
の
馬
の
字
を
使
わ
な
い
手
は
な
い
と
思

わ
せ
る
の
だ
っ
た
。

こ
の
馬
と
い
う
書
を
バ
リ
ア
フ
リ
ー
絵
本
展
な
ど
で
Ｋ
さ
ん

と
つ
な
が
り
の
あ
る
福
島
市
に
あ
る
「
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
マ
ー
ブ

ル
」
と
い
う
会
社
に
依
頼
し
て
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
て
頂
い
た
。

い
く
つ
か
の
候
補
を
検
討
し
た
結
果
決
ま
っ
た
の
が
図
の
よ
う

な
シ
ー
ル
で
あ
る
。
幸
い
書
家
の
乾
さ
ん
か
ら
も
福
音
館
書
店

か
ら
も
使
用
許
諾
を
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
ー
ル
は
本

に
貼
る
三
セ
ン
チ×

四
セ
ン
チ
の
小
さ
い
も
の
と
包
装
に
貼
る

十
セ
ン
チ
四
方
の
中
く
ら
い
の
も
の
、
そ
し
て
箱
に
貼
る
二
一

セ
ン
チ
四
方
の
大
き
い
も
の
の
三
種
類
作
成
さ
れ
た
。

五
月
に
は
紙
芝
居
の
『
へ
っ
こ
き
よ
め
さ
ま
』
（
水
谷
章
三

脚
本
、
藤
田
勝
治
絵
、
童
心
社
）
と
野
馬
追
文
庫
の
ロ
ゴ
に

用
い
た
『
月
人
石
－
乾
千
恵
の
書
の
絵
本
』
の
二
冊
に
そ
れ
ぞ

れ
野
馬
追
文
庫
の
シ
ー
ル
を
貼
っ
て
送
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

Ｒ
さ
ん
か
ら
下
記
の
よ
う
な
メ
ー
ル
が
届
い
た
。

「
た
だ
今
、
野
馬
追
文
庫
が
届
き
ま
し
た
。
野
馬
追
の
ロ
ゴ
、

と
て
も
素
敵
で
す
ね
。
”
雄
大
な
力
”
を
感
じ
ま
す
。
サ
ロ
ン

の
時
で
も
皆
さ
ん
に
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
Ｒ
」

ち
な
み
に
四
月
に
送
っ
た
本
は
Ｙ
さ
ん
か
ら
推
薦
の
あ
っ
た

『
わ
た
し
と
あ
そ
ん
で
』
（
マ
リ
ー
・
ホ
ー
ル
・
エ
ッ
ツ
作
・

絵
、
与
田
凖
一
訳
、
福
音
館
書
店
）
と
『
み
ど
り
い
ろ
の
た

ね
』
（
た
か
ど
の

ほ
う
こ
作
、
太
田
大
八
絵
、
福
音
館
書

店
）
の
二
冊
、
六
月
は
『
お
じ
さ
ん
の
か
さ
』
（
佐
野
洋
子
作

・
絵
、
講
談
社
）
と
『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
お
く
り
も
の
』
（
Ｅ

・
Ｂ
・
ホ
ワ
イ
ト
作
、
ガ
ー
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
絵
、
さ
く
ま

ゆ
み
こ
訳
、
あ
す
な
ろ
書
房
）
の
二
冊
を
送
っ
た
。
こ
の
時

点
で
仮
設
住
宅
は
三
四
箇
所
に
増
え
、
六
月
分
は
三
四
冊
ず
つ

送
り
、
増
え
た
六
箇
所
に
は
五
月
に
送
っ
た
紙
芝
居
の
『
へ
っ

こ
き
よ
め
さ
ま
』
の
他
、
エ
リ
ッ
ク
・
カ
ー
ル
の
寄
贈
絵
本
九

冊
の
「
カ
ー
ル
さ
ん
セ
ッ
ト
」
を
取
り
あ
え
ず
送
る
事
に
な
っ

た
。紙

芝
居
の
『
へ
っ
こ
き
よ
め
さ
ま
』
を
新
た
な
仮
設
住
宅
に

送
っ
た
の
は
、
Ｋ
さ
ん
と
Ｒ
さ
ん
の
次
の
よ
う
な
電
話
で
の
や

り
と
り
の
報
告
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
「
五
月
分
は
馬
の
ロ
ゴ
が

新
し
く
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
サ
ロ
ン
で
紹
介
し
な
が
ら
、
袋

か
ら
本
を
取
り
出
し
て
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
よ
う
で
、
と
て
も

楽
し
い
紙
芝
居
で
す
ね
と
Ｒ
さ
ん
の
声
が
弾
ん
で
い
ま
し
た
。

サ
ロ
ン
で
と
て
も
楽
し
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
う
れ
し
い
で

す
ね
。
楽
し
い
お
話
が
い
い
で
す
と
い
う
Ｒ
さ
ん
の
言
葉
で
し

た
。
朝
の
忙
し
い
時
間
に
電
話
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
い
ろ

い
ろ
と
お
話
が
聞
け
て
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
ぶ
れ
ず
に
、
よ

い
本
を
送
り
続
け
る
こ
と
、
改
め
て
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
」
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相
互
理
解
促
進
の
た
め
の

短
期
集
中
学
習
の
勧
め

村
田
忠
禧
（
む
ら
た

た
だ
よ
し
）

中
国
の
存
在
感
が
高
ま
る
一
方
、
日
本
の
政
治
的
、
経
済
的

以
下
は
、
元
横
浜
国
立
大
学
教
授
・
村
田
忠
禧
先
生

か
ら
い
た
だ
い
た
原
稿
で
す
。
同
学
社
（
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｇ

Ｘ
Ｕ
Ｅ
）
は
、
中
国
語
の
教
科
書
を
製
作
し
て
い
る

出
版
社
で
、
そ
こ
に
ご
寄
稿
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

村
田
先
生
は
、
長
年
本
会
を
側
面
か
ら
支
え
て
下
さ

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
現
在
は
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ

て
、
名
誉
教
授
と
し
て
後
進
の
ご
指
導
に
当
た
っ
て

お
ら
れ
る
他
、
他
大
学
に
も
講
座
を
開
設
さ
れ
て
お

ら
れ
ま
す
。
ま
た
放
送
大
学
の
神
奈
川
学
習
セ
ン
タ

ー
で
、
面
接
指
導
の
労
を
執
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ

こ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
先
生
は
、
日
中
の
学
生
の
交

換
を
通
し
て
、
文
化
交
流
の
促
進
に
ご
尽
力
下
さ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
よ
い
実
を
結
ば
れ
ん
こ
と
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

岡
田

地
盤
の
沈
下
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
将
来
を
担
う
若
者

の
内
向
き
志
向
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

中
国
語
履
修
者
の
増
大
は
、
必
ず
し
も
中
国
へ
の
留
学
者
数
の

増
大
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
中
国
語
を
選
択

し
な
が
ら
中
国
に
関
心
を
抱
か
な
い
学
生
が
増
え
る
一
方
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
情
況
を
作
り
出
し
て
い
る
要
因
は
学

生
た
ち
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
の
た
め
に
外
国
語
、
と
り

わ
け
中
国
語
を
学
ぶ
の
か
、
中
国
語
を
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を

自
覚
さ
せ
る
機
会
を
提
供
せ
ず
、
た
だ
卒
業
に
必
要
と
し
て
単

位
で
学
生
を
縛
り
つ
け
る
日
本
の
大
学
の
外
国
語
教
育
の
あ
り

方
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
。

私
は
大
学
で
中
国
語
を
教
え
る
な
か
で
、
ど
う
し
た
ら
学
生

た
ち
に
中
国
へ
の
関
心
を
高
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
自

分
な
り
の
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
き
た
。
現
行
の
教
育
体
制
に
は

手
を
つ
け
な
い
改
善
策
に
過
ぎ
な
い
が
、
一
つ
の
教
育
ス
タ
イ

ル
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
通
常
の
大
学
で
の

学
習
と
現
地
中
国
で
の
短
期
集
中
的
学
習
と
を
循
環
的
に
行
な

う
も
の
で
、
現
実
の
中
国
を
体
験
す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
学
ぶ
意
欲
を
喚
起
し
、
発
展
さ
せ
る
方
法
で
あ

る
。
以
下
に
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

対
象
者
は
初
級
学
習
者
、
つ
ま
り
基
本
的
に
一
年
生
と
す

る
。
な
に
ご
と
も
最
初
が
肝
心
で
あ
る
。
学
生
交
流
と
社
会
見
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学
に
重
点
を
置
い
た
研
修
旅
行
も
実
施
し
た
が
、
語
学
学
習
に

重
点
を
置
い
た
ほ
う
が
発
展
性
、
将
来
性
が
あ
る
。
学
生
自
身

に
問
い
合
わ
せ
て
み
て
も
、
語
学
力
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
望
む
意

見
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
学
び
た
い
と
い

う
意
欲
あ
る
学
生
た
ち
が
い
る
の
だ
。
実
際
に
は
初
級
学
習
者

向
け
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
と
も
に
、
中
級
レ
ベ
ル
の
学
生
を
も
対
象

に
し
た
集
中
授
業
も
並
行
し
て
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
ち

ら
は
自
主
的
学
習
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
手
が
回
ら

な
い
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
。
初
級
に
つ
い
て
は
集
中

授
業
の
形
式
を
と
り
、
夏
休
み
の
３
週
間
、
中
国
の
大
学
で
午

前
中
み
っ
ち
り
中
国
人
教
師
に
教
え
て
も
ら
い
、
最
後
に
本
学

の
教
員
が
試
験
を
実
施
す
る
。
及
第
点
に
達
し
た
学
生
は
秋
学

期
か
ら
、
通
常
な
ら
翌
年
度
春
学
期
に
学
ぶ
中
級
の
履
修
が
可

能
と
な
る
。
つ
ま
り
夏
休
み
を
含
む
半
期
で
一
年
分
の
授
業
を

受
講
で
き
る
と
い
う
学
習
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

春
休
み
に
も
や
は
り
３
週
間
、
中
国
の
大
学
で
の
集
中
的
学

習
を
実
施
す
る
。
実
施
校
は
夏
休
み
と
は
異
な
る
大
学
と
し
、

中
国
の
多
様
さ
を
実
感
し
て
も
ら
う
。
ま
た
春
の
集
中
授
業
は

履
修
単
位
に
は
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
。
夏
の
集
中
授
業
を
受
け
た

学
生
で
引
き
続
き
春
の
集
中
授
業
に
も
参
加
す
る
の
も
い
る

し
、
初
参
加
の
も
、
ま
た
三
回
目
以
上
に
な
る
リ
ピ
ー
タ
ー
も

い
る
。
し
た
が
っ
て
学
習
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
ク
ラ
ス
を
複
数
開

設
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
の
大
学
で

の
通
常
の
学
習
と
現
地
中
国
で
の
集
中
的
学
習
の
組
み
合
わ
せ

は
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
。

こ
の
中
国
語
集
中
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
も
う
一
つ
の
特
徴

が
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
側
実
施
協
力
校
に
は
日
本
語
科
が
あ
る

大
学
を
選
ん
で
い
る
こ
と
だ
。
午
前
中
は
中
国
人
教
員
か
ら
中

国
語
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
午
後
に
は
日
本
語
を
学
ぶ
中
国
人
学

生
と
の
相
互
学
習
、
さ
ら
に
は
共
通
テ
ー
マ
（
た
と
え
ば
自
分

の
故
郷
）
を
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
あ
う
交
流
活
動
を
行
な
っ

て
い
る
。
中
国
側
に
と
っ
て
も
日
本
の
若
者
が
ま
と
ま
っ
て
や

っ
て
き
て
交
流
で
き
る
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ

る
。
企
業
見
学
を
も
含
む
社
会
見
学
を
行
い
、
実
際
の
中
国
を

自
分
自
身
の
眼
で
体
験
し
て
も
ら
う
。
彼
ら
の
中
国
イ
メ
ー
ジ

が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
間
違
い
な
し
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日

本
側
教
員
も
、
学
生
の
中
国
滞
在
中
に
順
繰
り
に
訪
中
し
、
学

生
た
ち
の
学
習
情
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
中
国
側
の
授
業

へ
の
協
力
や
講
演
を
行
な
う
。
学
生
と
と
も
に
教
員
の
相
互
交

流
を
も
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
年
度
か
ら
新
し
い
制
度
と
し
て
、
日
本
学
生
支
援
機
構
に

よ
る
「
留
学
生
交
流
支
援
制
度
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
・
シ
ョ
ー

ト
ビ
ジ
ッ
ト
）
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
１
カ
月
以
内
の
相
互
の

学
生
交
流
活
動
に
参
加
す
る
学
生
に
８
万
円
の
奨
学
金
が
支
給
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さ
れ
る
。
「
日
本
と
中
国
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
教
育
に
よ
る

人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
申
請
し
、
認
め
ら
れ
、
実
施
中
で

あ
る
。
こ
の
支
援
制
度
で
と
り
わ
け
歓
迎
す
べ
き
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
は
日
本
側
の
派
遣
の
み
で
あ
っ
た
の
が
、
中
国
側
か
ら

の
派
遣
受
入
れ
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
わ

れ
わ
れ
が
お
世
話
に
な
る
大
学
の
学
生
た
ち
を
、
日
本
に
招
い

て
お
世
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
か
ら
の
来
日
学
生
に
た

い
し
て
は
、
語
学
学
習
よ
り
も
日
本
社
会
を
体
験
す
る
こ
と
を

重
視
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
相
互

交
流
の
良
性
循
環
現
象
が
発
生
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
中
国
側

教
員
に
引
率
の
役
割
を
担
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
教
員
研
修
に

も
な
る
し
、
今
後
の
双
方
の
教
育
・
研
究
面
で
の
大
学
間
の
協

力
関
係
が
発
展
し
つ
つ
あ
る
。

解
決
す
べ
き
課
題
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
宿
泊
費
や
渡
航
費
の

敷
居
が
低
く
な
れ
ば
、
奨
学
金
に
依
存
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
自
力

に
よ
る
交
流
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
う
が
は

る
か
に
持
続
的
で
発
展
的
な
交
流
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

の
面
で
政
府
や
企
業
の
積
極
的
措
置
・
支
援
を
呼
び
か
け
た

い
。同

学
社

『
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｇ
Ｘ
Ｕ
Ｅ
』

号
掲
載

43２
０
１
２
年
２
月
よ
り

漢
点
字
訳
書
紹
介

『
寺
山
修
司
歌
集
』

岡
田

健
嗣

二
〇
一
一
年
度
に
横
浜
市
中
央
図
書
館
へ
納
入
し
た
漢
点
字

書
、
『
寺
山
修
司
歌
集
』
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

寺
山
修
司
著
『
寺
山
修
司
歌
集
』

（
国
文
社
、
現
代
歌
人
文
庫
③
、
一
九
八
三
年
）

収
録
歌
集
は
以
下
の
通
り
で
す
。
『
空
に
は
本
』
（
昭
和
三

十
三
年
）
、
『
血
と
麦
』
（
昭
和
三
十
七
年
）
、
『
田
園
に
死

す
』
（
昭
和
四
十
年
）
、
「
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
荒
野
」
（
『
寺

山
修
司
全
歌
集
』
よ
り
、
昭
和
四
十
六
年
）

本
書
は
、
著
者
寺
山
修
司
氏
が
逝
去
し
た
、
一
九
八
三
年
に

刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。

歌
人
か
ら
出
発
し
た
寺
山
修
司
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
本
書

に
よ
る
と
以
下
の
通
り
で
す
。

《
一
九
三
五
年
十
二
月
十
日
、
青
森
県
弘
前
に
生
れ
る
。
一

九
五
四
年
春
早
大
入
学
、
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
五
十
首
に
よ
っ

て
、
第
二
回
短
歌
研
究
新
人
賞
を
中
城
ふ
み
子
に
次
い
で
受

賞
、
一
躍
脚
光
を
浴
び
る
。
同
年
冬
、
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
を
発
病
、

二
十
二
歳
ま
で
の
四
年
間
を
、
病
床
に
あ
り
な
が
ら
、
歌
作
、
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劇
作
、
読
書
等
に
専
念
。
以
後
六
五
年
、
最
終
歌
集
『
田
園
に

死
す
』
刊
行
ま
で
の
十
年
余
り
、
短
歌
前
衛
を
果
敢
に
リ
ー
ド

す
る
。
七
一
年
、
未
刊
歌
集
「
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
荒
野
」
を

『
寺
山
修
司
全
歌
集
』
一
巻
の
中
に
暴
力
的
に
収
録
し
、
歌
の

別
れ
を
告
げ
る
。
一
九
八
三
年
五
月
四
日
晴
天
、
永
遠
に
歌
の

訣
れ
を
告
げ
る
。
》

こ
の
よ
う
に
著
者
寺
山
修
司
の
歌
人
と
し
て
の
活
動
は
、
十

年
あ
ま
り
と
極
め
て
短
い
も
の
で
し
た
。
し
か
し
も
た
ら
し
た

イ
ン
パ
ク
ト
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
本
会
で

あ
え
て
寺
山
の
歌
集
を
漢
点
字
訳
す
る
こ
と
に
し
た
の
に
は
、

理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
を
含
め
て
視
覚
障
害
者
の
多

く
の
者
が
、
寺
山
の
原
点
で
あ
る
短
歌
の
創
作
と
そ
の
発
表

と
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
の
揺
れ
動
き
か
ら
、
否
応
な
く
隔
て
ら

れ
て
き
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
彼
の
逝
去
か
ら
三
〇
年
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
る
今
日
、
そ
の
意
味
で
は
、
や
っ
と
こ
の
よ
う

な
機
会
が
訪
れ
た
か
、
そ
う
い
う
感
慨
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。

イ
ン
パ
ク
ト
の
強
さ
は
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
側
か
ら
す
れ

ば
、
大
き
な
動
揺
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
寺
山
の
場
合
は
そ
れ
が

途
方
も
な
く
強
か
っ
た
。
そ
し
て
大
方
の
反
応
は
そ
れ
に
拒
絶

的
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
歌
人
論
『
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
魔

王
』
で
歌
人
の
塚
本
邦
雄
氏
は
、

《
芸
術
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
は
そ
れ
ぞ
れ
を
劃
（
か
ぎ
）
る
不

可
視
の
牆
壁
が
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ
に
妨
げ
ら
れ
ず
に
自
在
に

創
造
力
を
発
揮
し
た
芸
術
家
は
、
古
来
意
外
に
数
多
く
は
な

い
。
本
職
が
別
に
あ
つ
て
そ
の
方
も
堪
能
だ
つ
た
と
か
、
余
技

が
神
技
に
達
し
た
と
言
ふ
の
な
ら
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
レ
オ

ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
自
然
科
学
に
機
械
工
学
、
ア
マ
デ

ウ
ス
・
ホ
フ
マ
ン
の
法
律
と
オ
ペ
ラ
、
（
中
略
）
例
証
に
事
欠

く
も
の
で
は
な
い
が
、
ジ
ャ
ン
ル
を
言
語
芸
術
内
の
諸
形
式
に

限
つ
て
み
て
も
、
傑
れ
た
評
論
家
は
拙
劣
な
詩
人
で
あ
つ
た

り
、
卓
抜
な
俳
人
が
愚
昧
な
小
説
家
で
あ
つ
た
り
、
非
凡
の
劇

作
家
が
悲
惨
な
歌
人
で
あ
つ
た
り
す
る
場
合
が
、
実
例
の
枚
挙

は
別
と
し
て
、
通
例
で
あ
り
得
た
。
天
は
二
物
を
与
へ
る
の
に

際
し
て
異
常
に
吝
（
や
ぶ
さ
）
か
で
あ
つ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が

そ
の
天
が
時
に
よ
つ
て
は
法
外
な
大
盤
振
舞
を
す
る
こ
と
が
あ

つ
て
、
そ
の
被
饗
応
者
を
人
人
は
天
才
と
か
超
人
と
か
呼
び
た

が
る
。
私
も
亦
た
と
へ
ば
寺
山
修
司
を
さ
う
呼
び
た
が
つ
た
一

人
だ
し
、
今
も
呼
ぶ
こ
と
を
や
め
て
は
ゐ
な
い
。
ク
ロ
ニ
ク
ル

風
に
言
へ
ば
、
俳
句
、
短
歌
、
詩
劇
、
戯
曲
の
順
に
、
彼
は
そ

の
鬼
才
ぶ
り
を
示
し
て
来
た
。
評
論
、
散
文
詩
、
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
等
は
そ
の
各
形
式
の
背
後
で
著
者
と
形
成
さ
れ
て
来
た

し
、
派
生
的
な
産
物
シ
ナ
リ
オ
、
歌
謡
等
は
戯
曲
、
散
文
詩
の

中
に
含
め
て
評
価
し
て
よ
い
だ
ら
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
す
べ
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て
そ
の
辺
の
文
学
青
年
の
出
来
心
的
偶
発
作
品
で
は
な
く
、
一

つ
一
つ
に
傑
作
、
代
表
作
が
あ
り
、
厳
然
と
し
た
寺
山
修
司
独

り
の
世
界
が
あ
り
、
そ
の
時
代
の
典
型
た
り
得
て
ゐ
る
。
私
は

彼
を
天
才
、
鬼
才
と
呼
び
、
こ
の
後
も
さ
う
あ
つ
て
ほ
し
い
と

希
望
す
る
が
、
同
時
に
彼
を
秀
才
と
呼
ん
だ
こ
と
も
冀
（
ね

が
）
つ
た
こ
と
も
、
ま
だ
一
度
も
な
い
。
秀
才
と
呼
ぶ
あ
の
一

度
も
地
獄
を
見
た
こ
と
の
な
い
、
渾
沌
も
虚
無
も
、
不
条
理
も

反
社
会
も
、
惑
乱
も
耽
溺
も
、
わ
が
事
に
非
ず
と
姿
勢
を
正
し

た
合
理
主
義
の
化
物
の
シ
ン
ボ
ル
を
、
私
は
か
つ
て
信
じ
た
こ

と
も
愛
し
た
こ
と
も
な
い
。
（
中
略
）
／
／

今
は
昔
、
彼
が

作
中
人
物
通
り
で
は
な
か
つ
た
と
眦
を
決
し
て
短
歌
の
モ
ラ
ル

を
説
い
た
り
、
用
語
に
先
蹤
あ
り
と
あ
げ
つ
ら
つ
て
、
博
覧
ぶ

り
を
誇
示
し
た
頑
な
な
先
輩
た
ち
を
前
に
、
途
方
に
暮
れ
つ
つ

憫
笑
を
以
て
応
へ
て
ゐ
た
寺
山
修
司
を
、
私
は
い
た
ま
し
い
思

ひ
に
み
ち
て
想
ひ
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
赤
旗
を
売
ら
ず
に
売
つ

た
と
歌
つ
た
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
罪
と
呼
び
得
た
、
こ
の
う
と

ま
し
い
世
界
に
、
私
は
彼
よ
り
先
に
住
ん
で
耐
へ
て
ゐ
た
の
だ

つ
た
。
》
（
昭
和
庚
戌
（
一
九
七
〇
）
）

つ
ま
り
寺
山
は
、
決
し
て
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
て
は
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
誤
解
で
も
無
理
解
で
も
な
く
こ
う
い
う
困
難
さ

は
、
優
れ
た
表
現
者
に
は
必
然
な
の
で
し
ょ
う
し
、
あ
る
意
味

で
寺
山
は
、
見
事
に
そ
れ
に
答
え
続
け
た
と
言
え
る
の
で
し
ょ

う
。し

か
し
こ
の
よ
う
な
表
現
や
応
答
は
、
受
け
止
め
る
能
力
を

持
た
ぬ
者
に
は
、
そ
の
存
在
さ
え
知
り
得
な
か
っ
た
の
で
し

た
。
能
力
の
一
つ
、
こ
の
分
野
で
は
決
定
的
な
能
力
で
あ
る

〈
文
字
〉
を
持
ち
得
な
か
っ
た
視
覚
障
害
者
に
は
、
寺
山
の
ど

う
で
も
よ
い
、
ダ
ー
テ
ィ
な
情
報
ば
か
り
が
耳
を
通
し
て
届
き

ま
し
た
。
競
馬
や
ボ
ク
シ
ン
グ
や
ア
ン
グ
ラ
芝
居
、
視
覚
障
害

者
に
は
そ
れ
ら
は
、
危
険
な
領
域
、
踏
み
入
っ
て
は
い
け
な
い

領
域
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
て
、
あ
た
か
も
寺
山
が
そ
の
よ
う
な

危
険
人
物
で
で
も
あ
る
と
、
了
解
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

し
か
し
そ
ん
な
わ
け
は
な
い
、
い
つ
か
、
何
と
か
し
て
、
寺

山
を
漢
点
字
で
読
み
た
い
、
私
は
ず
っ
と
そ
う
思
っ
て
き
ま
し

た
。
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
歌
集
『
田
園
に
死
す
』
の

「
跋
」
に
寺
山
は
、

《
私
の
将
来
の
志
願
は
権
力
家
で
も
小
市
民
で
も
な
か
つ

た
。
映
画
ス
タ
ア
で
も
運
動
家
で
も
、
職
業
作
家
で
も
な
か
つ

た
。
／

地
球
儀
を
見
な
が
ら
私
は
「
偉
大
な
思
想
な
ど
に
は

な
ら
な
く
と
も
い
い
か
ら
、
偉
大
な
質
問
に
な
り
た
い
」
と
思

つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
／
／

こ
れ
は
言
わ
ば
私
の
質
問
の
書

で
あ
る
。
／

こ
ん
ど
歌
集
を
ま
と
め
な
が
ら
、
し
み
じ
み
と

思
つ
た
こ
と
は
、
ひ
ど
く
素
朴
な
感
想
だ
が
、
短
歌
は
孤
独
な

文
学
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
／

だ
が
、
私
が
他
人
に
も
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伝
統
に
も
と
ら
わ
れ
す
ぎ
ず
、
自
分
の
内
的
生
活
を
志
向
で
き

る
強
い
（
ユ
リ
シ
ー
ズ
の
よ
う
な
）
精
神
を
保
と
う
と
思
つ
た

ら
、
こ
の
孤
独
さ
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
考
え

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
》

と
述
べ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
塚
本
氏
の
抽
出
し
た
寺
山
の
作
品
か
ら
ご
紹
介
し

て
、
結
び
と
し
ま
す
。

そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
夕
べ

母
に
つ
な
が
る
わ
れ
の
ソ
ネ
ッ
ト

日
あ
た
り
て
貧
し
き
ド
ア
ぞ
こ
つ
こ
つ
と

復
活
祭
の
卵
を
打
つ
は

失
ひ
し
言
葉
か
へ
さ
む
青
空
の

つ
め
た
き
小
鳥
撃
ち
落
と
す
ご
と

智
恵
の
み
が
も
た
せ
る
詩
を
書
き
た
め
て

暖
か
き
か
な
林
檎
の
空
箱

ド
ン
・
コ
ザ
ッ
ク
の
合
唱
は

花
ふ
る
ご
と
し
鍬
は
し
づ
か
に
大
き
く
振
ら
む

サ
・
セ
・
パ
リ
も
悲
歌
に
か
ぞ
へ
む

酔
ひ
ど
れ
の
少
年
と
一
つ
の
マ
ン
ト
の
な
か
に

か
ぶ
と
虫
の
糸
張
る
つ
か
の
間
甦
る

父
の
瞼
は
二
重
な
り
し
や

「
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
２
年
４
月
日

日(

水)

：

～

77

11

13

30

：

場
所

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
竹
芝
小
ホ
ー
ル

15

30

朝
日
新
聞
の
「
花
を
ひ
ろ
う
」
の
記
事
は
今
ま
で
と
同
じ
著

者
、
高
橋
睦
郎
で
あ
る
が
、
「
季
を
ひ
ろ
う
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
名
に
変
わ
っ
た
。
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
入
力
、
印
刷
、

配
布
は
引
き
続
き
行
う
の
で
、
何
時
も
の
よ
う
に
、
４
月

、
14

、

、
５
月
５
日
の
、
当
番
の
組
み
合
わ
せ
を
決
め
た
。

21

28
新
し
い
会
員
募
集
を
す
る
た
め
の
講
習
会
は
、
５
月
９
日
、

５
月
２
３
日
、
６
月
６
日
に
向
け
て
、
ネ
ッ
ト
配
信
し
て
く
だ

さ
っ
た
が
、
年
度
は
じ
め
な
の
で
、
講
座
そ
の
他
の
お
知
ら
せ

が
多
く
立
て
こ
ん
で
、
必
要
な
人
の
目
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
な

の
で
、
も
う
少
し
増
え
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。

講
習
会
内
容
は
前
回
と
同
様
で
あ
る
。

締
め
切
り
は
４
月
末
日
。

募
集
要
項
そ
の
他
を
再
配
信
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は
岡
田
さ
ん
へ
。

古
語
辞
典
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
細
か
い
打
ち
合
わ
せ
を
し

－ １４ －



た
。羽

化

号
に
東
京
の
会
員
の
お
二
人
が
原
稿
を
書
い
て
く
だ

91

さ
り
、
漢
点
字
を
学
習
し
て
い
ら
れ
る
方
も
、
お
一
人
書
い
て

く
だ
さ
っ
た
。

第

回
例
会(
講
習
会
一
回
目)

２
０
１
２
年
５
月
９
日(

水)

78
：

～

：

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
竹
芝
小
ホ
ー
ル

12

00

15

30

い
つ
も
の
よ
う
に
、
５
月

、

、

、
６
月
２
日
の
「
季

12

19

26

を
ひ
ろ
う
」
の
入
力
担
当
グ
ル
ー
プ
を
決
め
た
。

５
月

日
の
横
浜
で
の
点
字
印
刷
を
し
て
い
た
だ
く
方
を
決

16

め
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

羽
化

号
を
お
配
り
し
た
。

91

古
語
辞
典
の
入
力
用
原
稿
を
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
帰
ら
れ
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
の
、
新
年
度
の
再
加
入
の
手
続
き
を
会

長
に
お
願
い
し
た
。

５
月

日
の
学
習
会
（

回
目
の
予
定
）
は
、
受
講
さ
れ
て

19

61

い
る
方
の
ご
都
合
が
悪
い
方
が
多
い
の
で
、
こ
の
日
は
お
休
み

に
す
る
こ
と
に
し
た
。

講
習
会
は
、
岡
田
さ
ん
の
漢
点
字
と
カ
ナ
の
点
字
の
説
明
な

ど
、
丁
寧
に
し
た
。

講
習
会
二
回
目

２
０
１
２
年
５
月

日(

水)

ヒ
ュ
ー
マ
ン

23

プ
ラ
ザ
７
階
第
一
会
議
室
、

：

～

：

13

30

15

30

実
際
に
パ
ソ
コ
ン
で
入
力
で
き
る
よ
う
に
し
、
宿
題
を
持
ち

帰
ら
れ
た
。

＊

予
告

６
月
の
例
会(

第

回)

と
講
習
会(

３)

79

２
０
１
２
年
６
月
６
日(

水)

：

～

：

、
後
半
は

13

30

15

30

例
会
を
含
む
。

６
月
の
学
習
会(

第

回)

２
０
１
２
年
６
月

日(

土)

61

16

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

：

～

：

18

30

20

30

７
月
の
例
会(

第

回)

２
０
１
２
年
７
月

日(

水)

80

11

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

：

～

：

13

30

15

30

７
月
の
学
習
会(

第

回)

２
０
１
２
年
７
月

日(

土)

62

28

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

：

～

：

18

30

20

30

８
月
の
例
会(

第

回)

２
０
１
２
年
８
月
８
日(

水)

81

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
一
会
議
室

：

～

：

13

30

15

30

８
月
の
学
習
会(

第

回)

２
０
１
２
年
８
月

日(

土)

63

18

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

：

～

：

18

30

20

30

９
月
の
例
会(
第

回)

２
０
１
２
年
９
月

日(

水)
82

12
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ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

：

～

：

13

30

15

30

９
月
の
学
習
会(

第

回)

２
０
１
２
年
９
月

日(

土)

64

22

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
２
年

月

日(

水)

10

83

10

10

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

：

～

：

13

30

15

30

月
の
学
習
会(

第

回)

２
０
１
２
年

月

日(

土)

10

65

10

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

わ
た
し
の
体
形
は
小
柄
で
あ
る
。
洋
服
を
買
う
に
は
、
い
わ

ゆ
る
「
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
コ
ー
ナ
ー
」
に
行
か
な
け
れ
ば
身
体

に
合
う
サ
イ
ズ
の
も
の
は
見
つ
か
ら
な
い
。

Ｔ
シ
ャ
ツ
や
セ
ー
タ
ー
の
よ
う
な
も
の
は
そ
こ
で
探
し
て
い

る
。け

れ
ど
も
ス
ー
ツ
な
ど
は
ど
こ
か
わ
た
し
に
は
し
っ
く
り
こ

な
い
。
袖
が
長
す
ぎ
た
り
、
ど
こ
と
な
く
見
頃
が
大
き
す
ぎ

る
。
た
と
え
ば
上
着
の
ボ
タ
ン
を
か
け
る
た
め
に
、
合
わ
せ
よ

う
と
す
る
と
、
自
然
に
、
わ
た
し
の
手
は
ボ
タ
ン
の
位
置
よ
り

深
く
重
な
り
合
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
ず
れ
に
気
づ
い
て
き
ち
ん

と
は
め
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
そ
の
上
着
は
、
わ
た
し
に
は

大
き
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
訳
で
ス
ー
ツ
な
ど
の
洋
服
は
、
幸
運
に
も
姉
が
洋
裁

を
趣
味
に
し
て
い
る
の
で
、
昔
か
ら
、
わ
た
し
の
洋
服
は
ほ
と

ん
ど
全
部
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
姉
が
作
っ
て
く
れ
て
い
る
。

姉
は
プ
ロ
で
は
な
い
け
れ
ど
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
「
お
任

せ
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
で
あ
る
。
姉
の
仕
事
は
わ
た
し
を
連
れ
て
生

地
探
し
に
行
く
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
最
近
で
は
生
地
屋
さ
ん

が
め
っ
き
り
減
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
お
店
は
お
お
よ
そ
決
ま

っ
て
お
り
、
そ
の
お
店
の
「
特
売
日
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
二

人
の
デ
ー
ト
日
を
決
め
る
。
二
人
と
も
結
構
忙
し
く
し
て
い
る

の
で
、
デ
ー
ト
日
を
合
わ
せ
る
の
も
難
し
い
。
そ
れ
で
も
必
要

な
と
き
は
二
人
と
も
頑
張
っ
て
日
程
を
調
整
し
、
二
人
が
落
ち

合
う
の
に
都
合
の
よ
い
地
点
で
待
ち
合
わ
せ
て
い
そ
い
そ
と
お

店
へ
繰
り
出
す
。
反
物
は
き
れ
い
に
並
ん
で
い
る
の
で
、
並
べ

ら
れ
た
順
に
さ
ら
り
と
探
す
。
既
に
一
着
分
に
、
あ
る
い
は
反

物
の
最
後
を
適
当
に
ま
と
め
ら
れ
た
端
物
が
重
な
り
合
っ
た
と

こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ま
た
わ
た
し
の
手
は
活
躍
し
、
こ
の
手
で
自

分
に
気
に
入
っ
た
手
触
り
の
も
の
を
探
す
。
ふ
く
れ
織
り
、
ジ

ャ
ガ
ー
ド
織
り
、
綾
織
り
、
平
（
ひ
ら
）
織
り
、
ひ
と
こ
し
縮

緬
（
ち
り
め
ん
）
風
、
ニ
ッ
ト
。
サ
ッ
カ
ー
や
リ
ッ
プ
ル
に
し

て
も
い
ろ
い
ろ
な
手
触
り
の
も
の
が
あ
り
、
選
ぶ
の
に
迷
う
こ

と
は
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
二
人
の
楽
し
み
は
こ
こ
が
「
生
地
探

し
」
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
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生
地
選
び
は
わ
た
し
の
手
と
姉
の
目
で
、
感
触
と
、
色
と
模

様
を
吟
味
し
て
探
す
。

わ
た
し
の
生
地
選
び
に
欠
か
せ
な
い
条
件
は
、
冬
物
は
「
軽

く
て
暖
か
く
て
チ
ク
チ
ク
し
な
い
も
の
」
！
夏
物
は
「
涼
や
か

で
軽
や
か
で
肌
を
刺
激
し
な
い
も
の
」
！
と
決
ま
っ
て
お
り
、

色
と
柄
は
姉
の
意
見
が
優
先
さ
れ
る
。
な
ん
と
い
っ
て
も
「
決

め
て
」
の
最
大
条
件
は
「
お
値
段
」
に
よ
る
の
も
当
然
で
あ

る
。一

般
に
ス
カ
ー
ト
と
長
袖
の
上
着
を
作
れ
る
分
量
の
生
地
を

「
着
分
（
ち
ゃ
く
ぶ
ん
）
」
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
も
の
か

ら
探
し
た
り
、
反
物
と
し
て
並
ん
で
い
る
も
の
か
ら
探
す
の
は

実
に
心
楽
し
い
も
の
で
あ
る
。
姉
は
な
か
な
か
の
倹
約
家
で
、

「
着
分
」
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
わ
た
し
の
た

め
に
ス
カ
ー
ト
と
長
袖
の
上
着
、
そ
れ
に
半
袖
の
も
の
か
ベ
ス

ト
ま
で
作
り
出
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
、
多
分
型
紙
を
起
こ
し

て
、
生
地
を
裁
断
す
る
と
き
に
、
い
か
に
無
駄
な
く
生
地
を
生

か
す
か
工
夫
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
と
き
に
は
共
布
で
バ
ッ

グ
ま
で
そ
ろ
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
手
品
の
よ
う
だ
。

も
ち
ろ
ん
必
要
な
分
量
だ
け
計
算
し
て
、
反
物
か
ら
切
っ
て

買
う
こ
と
も
沢
山
あ
る
。
二
人
は
お
お
よ
そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
決

め
て
い
る
が
、
多
く
は
選
ん
だ
生
地
の
雰
囲
気
で
決
め
て
い

る
。
姉
は
長
年
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
洋
裁
の
先
生
に
も
相
談

に
乗
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
。

生
地
探
し
は
実
に
楽
し
い
。
姉
は
お
店
の
フ
ロ
ワ
全
体
を
見

る
。
わ
た
し
は
、
め
ぼ
し
い
生
地
の
あ
り
そ
う
な
一
角
に
一
人

で
立
っ
て
、
こ
の
手
を
生
か
し
て
探
す
。
色
と
柄
に
つ
い
て
は

姉
の
チ
ェ
ッ
ク
が
入
る
。
「
そ
れ
は
あ
な
た
に
は
色
が
き
つ
す

ぎ
る
」
と
か
、
「
模
様
が
似
合
わ
な
い
」
と
か
、
た
ま
に
は

「
色
を
変
え
れ
ば
い
い
か
な
？
」
と
言
っ
た
り
す
る
。
「
お
買

い
得
品
」
と
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
生
地
の
山
の
底
の
方
か
ら

引
っ
張
り
出
す
よ
う
に
し
て
見
つ
け
出
し
て
、
「
こ
れ
は
？
」

と
聞
く
と
、
「
あ
れ
？
ど
こ
か
ら
見
つ
け
た
の
？
」
と
言
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
宝
も
の
を
探
し
出
し
た
よ
う
な
も
の

で
、
ま
あ
め
っ
た
に
は
な
い
。
生
地
探
し
は
結
構
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
使
う
の
で
大
変
だ
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
に
も
体
力
が
無

く
な
っ
て
、
な
に
も
探
し
出
せ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
り
、
「
ハ

イ
」
な
気
分
に
乗
せ
ら
れ
て
、
一
点
に
絞
り
込
め
ず
に
、
何
枚

も
買
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
む
ろ
ん
姉
は
一
度
も
無
駄
に

し
た
こ
と
は
な
い
の
で
、
結
果
と
し
て
後
悔
し
た
こ
と
は
な

い
。も

う

年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
わ
た
し
の
生
地
探
し

30

の
自
慢
話
の
よ
う
な
体
験
が
あ
る
。
あ
る
デ
パ
ー
ト
で
例
の
ご

と
く
探
し
て
い
た
と
き
、
わ
た
し
は
す
っ
か
り
気
に
入
っ
て

「
ね
え
ね
え
、
こ
れ
は
何
色
？
」
「
ク
リ
ー
ム
色
よ
」
「
こ
の

生
地
を
た
っ
ぷ
り
使
っ
て
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
作
っ
た
ら
す
て
き

ね
」
と
言
っ
た
。
や
や
あ
っ
て
、
「
あ
な
た
、
そ
ん
な
も
の
を
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さ
わ
ら
な
い
で
よ
」
と
姉
が
低
い
声
で
言
っ
た
。
「
１
メ
ー
タ

ー

万
円
よ
」
と
い
う
。
二
人
は
店
員
が
側
へ
来
な
い
う
ち
に

14
そ
そ
く
さ
と
、
で
も
さ
り
げ
な
く
そ
の
場
を
離
れ
た
。
姉
が
言

う
に
は
、
そ
の
生
地
は
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
絹
な
の
だ
と
い

う
。
今
思
い
出
し
て
も
わ
く
わ
く
す
る
ほ
ど
柔
ら
か
く
、
手
に

し
っ
と
り
と
ま
と
わ
り
つ
く
し
な
や
か
な
感
触
で
、
優
雅
に
着

こ
な
せ
た
ら
す
て
き
だ
な
、
と
今
だ
に
忘
れ
が
た
い
一
品
で
あ

る
。こ

ん
な
風
に
、
わ
た
し
の
洋
服
作
り
に
は
、
わ
た
し
と
姉
の

思
い
出
の
中
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
る
。

「
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
コ
ー
ナ
ー
」
へ
立
ち
寄
る
の
も
デ
ザ
イ

ン
を
決
め
る
た
め
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
、
探
検
で
も
あ

る
。
同
じ
よ
う
に
デ
パ
ー
ト
の
洋
服
売
り
場
を
歩
く
こ
と
も
あ

る
。
こ
れ
は
、
姉
が
考
え
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
を
具
体
的
に
わ
た

し
に
教
え
る
た
め
で
、
「
ペ
プ
ラ
ム
と
い
う
の
は
、
こ
ん
な
ふ

う
に
上
着
や
ス
カ
ー
ト
の
裾
を
切
り
替
え
た
り
す
る
こ
と
よ
。

い
ろ
い
ろ
な
や
り
か
た
が
あ
る
け
れ
ど
ね
」
と
言
い
な
が
ら
、

お
人
形
に
着
せ
か
け
て
い
る
も
の
を
そ
っ
と
触
ら
せ
て
く
れ
た

り
も
す
る
。
こ
と
な
る
素
材
の
上
下
の
組
み
合
わ
せ
、
ブ
ラ
ウ

ス
と
上
着
と
ス
カ
ー
ト
の
組
み
合
わ
せ
方
な
ど
を
教
え
て
く
れ

る
の
も
、
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
だ
、
買
う
積
も
り
は

な
い
の
で
、
「
ご
免
な
さ
い
」
と
心
で
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。

姉
は
生
地
に
合
わ
せ
て
デ
ザ
イ
ン
を
決
め
、
型
紙
を
起
こ

し
、
裁
断
し
、
仮
縫
い
を
す
る
。
そ
し
て
、
た
い
て
い
は
わ
た

し
の
家
に
仮
縫
い
の
調
整
を
し
に
来
て
く
れ
る
。
と
き
に
は
仮

縫
い
が
二
度
に
な
り
、
わ
た
し
が
姉
の
家
へ
泊
ま
り
に
行
く
こ

と
も
あ
る
。
若
い
と
き
は
そ
ん
な
と
き
徹
夜
で
お
し
ゃ
べ
り
も

し
た
が
、
さ
す
が
に
こ
の
ご
ろ
で
は
そ
れ
は
で
き
な
く
な
っ
た

が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
二
人
の
楽
し
み
で
あ
る
。

仕
立
て
上
が
り
を
着
る
う
れ
し
さ
…
！

い
っ
た
い
い
つ
頃
か
ら
姉
が
わ
た
し
の
洋
服
を
作
り
始
め
た

か
と
い
う
と
、
姉
が
小
学
校
６
年
生
の
と
き
で
、
家
庭
科
の
時

間
に
わ
た
し
の
ブ
ラ
ウ
ス
を
縫
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
化
繊

で
は
あ
っ
た
が
、
ジ
ョ
ー
ゼ
ッ
ト
風
の
、
白
地
に
朱
い
熊
の
模

様
だ
っ
た
。
わ
た
し
に
は
多
少
の
識
別
は
で
き
た
が
、
模
様
の

形
ま
で
は
分
か
ら
ず
、
た
だ
朱
と
白
の
色
分
け
だ
け
は
わ
か
っ

た
。
こ
の
ブ
ラ
ウ
ス
と
、
近
所
の
、
わ
た
し
を
特
別
に
か
わ
い

が
っ
て
く
れ
た
お
ば
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
、
白
い
ス
カ
ー
ト

は
、
わ
た
し
の
最
高
の
お
気
に
入
り
で
、
誰
彼
に
と
な
く
、

「
こ
れ
は
お
姉
ち
ゃ
ん
が
縫
っ
て
く
れ
た
ブ
ラ
ウ
ス
な
の
」
と

自
慢
し
て
い
た
。

あ
れ
か
ら

年
、
ず
っ
と
姉
に
頼
り
切
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま

60

で
の
洋
服
の
す
べ
て
の
端
切
れ
を
取
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
い
る
。
中
に
は
オ
ー
バ
ー
も
、
夏
の
コ
ー
ト
も
あ
る
。

ど
の
洋
服
に
も
思
い
出
は
染
み
こ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
全
て

の
端
切
れ
を
見
る
だ
け
で
、
姉
と
わ
た
し
の
人
生
絵
巻
が
綴
ら
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れ
る
だ
ろ
う
。
あ
の
姪
の
結
婚
式
、
友
人
の
結
婚
式
、
わ
た
し

自
身
の
結
婚
式
、
ど
こ
そ
こ
へ
の
旅
行
、
あ
の
日
の
音
楽
会
、

も
う
現
実
に
は
遠
に
陰
も
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
洋
服
た

ち
の
一
枚
一
枚
に
も
、
思
い
出
は
一
杯
詰
ま
っ
て
い
る
。
せ
め

て
端
切
れ
だ
け
で
も
残
し
て
あ
っ
た
ら
、
楽
し
い
こ
と
も
、
悲

し
い
こ
と
も
、
そ
の
断
片
か
ら
、
も
し
か
し
た
ら
忘
れ
か
け
た

「
な
に
か
」
を
そ
の
服
の
襞
の
ど
こ
か
に
残
し
て
き
た
こ
と
を

思
い
出
す
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

姉
が
こ
れ
ま
で
縫
っ
て
く
れ
た
こ
れ
ら
の
洋
服
は
、
ま
っ
た

く
本
当
に
、
ほ
ん
と
う
に
、
「
世
界
に
一
つ
」
し
か
な
い
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。

ふ
と
思
え
ば
、
わ
た
し
に
は
ほ
か
に
も
「
世
界
に
一
つ
だ

け
」
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
た
と
え
ば
お
手
製
の
セ
ー
タ

ー
や
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
、
た
く
さ
ん
の
か
わ
い

ら
し
い
袋
物
、
象
牙
の
根
付
け
、
わ
た
し
に
は
縁
遠
い
も
の
と

思
わ
れ
る
も
の
の
よ
う
だ
け
れ
ど
、
と
て
も
大
切
な
方
が
書
い

て
く
だ
さ
っ
た
、
自
筆
の
書
（
聖
句
）
な
ど
も
、
「
た
だ
ひ
と

つ
の
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
に
、
わ
た
し
は
ど
れ
だ
け
沢
山
の
、
心
と
現

実
の
贅
沢
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
つ

く
ず
く
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
改
め
て
感
謝
し
て
い
る
今
日

こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。

２
０
１
２
年
５
月

日

水
曜

30

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
１
回
（
第

回
）
報
告

24

59

１

日
時

平
成

年
４
月

日(

土)

時

分
～

時

分

24

21

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

周
知
事
項

次
回
学
習
会
日
程

平
成

年
６
月

日(

土)

24

16

時

分
～
（
５
月
休
み
）

18

30

機
関
誌
『
う
か
』
第

号
配
布

91

５

学
習
会
内
容

使
用
教
材

漢
点
字
講
習
用
テ
キ
ス
ト

初
級
編
第
五
回

６

基
本
文
字

（
４
）

２
．

漢
数
字
（
二
）

ア

前
回
の
復
習

（
５
）

「
戊

」

戈
は
〝
ほ
こ
が
ま
え
、
ほ
こ
づ
く

り
〟
〝
或
・
域
・
閾
・
戒
・
戦
・
戎
・
成
・
我
・
戚
・
咸
〟
な

ど
多
く
の
字
に
含
ま
れ
る
。
「
戔
」
は
〝
二
重
ほ
こ
〟
。
読
み

は
セ
ン
、
サ
ン
。
「
淺
」
は
「
浅
」
の
旧
字
体
。
「
盞
・
箋
・
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賤
・
棧
・
殘
」
な
ど
が
あ
る
。
「
或
」
→
「
惑
・
國
」
。

「
成
」
→
「
城
・
盛
」
。
「
咸
」
→
「
感
・
緘
・
減
・
鍼
」
。

類
似
し
た
「
弋
」
は
〝
し
き
が
ま
え
〟
。
読
み
は
〝
ヨ
ク
、
イ

キ
〟
。
〝
式
・
弌
・
弐
・
貳
・
代
〟
な
ど
に
含
ま
れ
る
。

「
代
」
→
「
伐
→
閥
・
筏
」
。

（
８
）

「
辛

」

十
（
ロ
）
と
立
（
マ
）
で
あ
ら
わ

す
。
〝
立
〟
は
正
面
か
ら
見
た
人
が
立
っ
て
い
る
形
。
〝
十
〟

は
針
を
表
わ
す
。
刺
青
を
彫
る
道
具
（
針
）
、
こ
の
場
合
の

「
立
」
の
形
は
、
「
針
の
柄
」
。
味
の
〝
五
味
〟
と
は
甘
・
酸

・
鹹
（
か
ん
：
塩
か
ら
い
）
・
苦
（
に
が
い
）
・
辛
（
か
ら

い
）イ

今
回
の
学
習

（
９
）

「
壬

」

漢
数
符
５
・
６
の
点
と
ニ
（
１
・

２
・
３
の
点
）
で
表
す
。
音
読
み
の
ジ
ン
は
漢
音
。
熟
語
は

〝
壬
申
（
じ
ん
し
ん
）
〟
〝
壬
生
（
み
ぶ
）
〟
〝
壬
生
菜
（
み

ぶ
な
：
京
都
壬
生
原
産
の
水
菜
）
〟
〝
壬
生
艾
（
み
ぶ
よ
も
ぎ

：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
産
の
薬
用
植
物
。
ド
イ
ツ
か
ら
輸
入
し
京
都

の
壬
生
で
試
植
し
た
）
〟
。
人
名
や
地
名
・
寺
社
名
に
あ
る
。

〝
壬
生
忠
岑
（
み
ぶ
の
た
だ
み
ね
：
平
安
前
期
の
歌
人
）
〝
壬

生
寺
〟
な
ど
。
パ
ー
ツ
と
し
て
多
く
の
文
字
に
含
ま
れ
る
。

「
任
」
：
責
任
・
委
任
・
任
命
・
担
任
な
ど
多
数
。
→
「
荏
」

・
「
賃
」
。
「
妊
」
：
妊
娠
・
妊
婦
・
懐
妊
な
ど
。
「
廷
」
：

朝
廷
・
廷
吏
。
→
「
庭
」
。

（

）

「
癸

」

関
数
符
５
・
６
の
点
と
ス
（
１
・

10

４
・
５
・
６
の
点
）
で
表
す
。
音
読
み
の
キ
は
漢
・
呉
音
。
木

を
組
み
合
わ
せ
て
台
に
し
た
形
。
葵
（
あ
お
い
）
揆
（
き
）
な

ど
他
の
部
首
と
組
み
合
わ
せ
て
使
わ
れ
る
。

７

複
合
文
字

（
３
）

＊

「
発
音
文
字
」
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
。

※

「
生
（
セ
：
１
・
２
・
４
・
５
・
６
の
点
と
イ
：
１
・

２
の
点
）
を
パ
ー
ツ
と
し
て
含
む
文
字
一
つ
。

（
１
）

「
星

」

日
（
２
・
３
・
６
の
点
）
と
生

（
イ
：
１
・
２
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
日
／
生
。
音
読
み
の

セ
イ
は
漢
音
、
シ
ョ
ウ
は
呉
音
。
元
は
「
晶
／
生
」
。
熟
語
に

〝
巨
星
〟
〝
星
座
〟
〝
図
星
〟
〝
目
星
〟
〝
新
星
〟
〝
占
星
〟

〝
星
霜
〟
〝
軍
星
（
い
く
さ
ぼ
し
：
北
斗
七
星
）
〟

〝
天
満

星
（
あ
ま
み
つ
ほ
し
：
天
に
一
面
に
あ
る
星
）
〟
〝
雨
夜
の
星

（
あ
ま
よ
の
ほ
し
：
極
め
て
ま
れ
に
し
か
見
ら
れ
な
い
）
〟

〝
星
影
〟
〝
星
屑
〟
〝
海
星
（
ひ
と
で
）
〟
〝
星
見
草
（
菊
の

別
称
）
〟
。
作
家
に
〝
室
生
犀
星
〟
。

－ ２０ －



 

漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

ル

ヲ

守
レ

株

ニ

リ

ス

ヲ

宋

人

有
二

耕
レ

田

者
一

。

ニ

リ

リ
テ

レ

田

中

有
レ

株
、
兎

走

触
レ

ニ

リ
テ

ヲ

ス

リ
テ

テ
テ

株
、
折
レ

頸

而

死
。
因

釈
二

ノ

ヲ

リ

ヲ

フ

其

耒
一

而

守
レ

株

、

冀
二

復

ン
コ
ト
ヲ

ヲ

ハ

シ
テ

カ
ラ

得
一

レ

兎

。

兎

不
レ

可
二

復

得
一

、

ハ

ル

ノ

ヒ
ト

而

身

為
二

宋

国

笑
一

。

ス

ル
ハ

テ

ヲ

今

欲
下

以
二

先

王

之

政
一

、

メ
ン
ト

ヲ

ル

治
中

当

世

之

民
上

、

皆

守
レ

ヲ株

之

類

也
。

(

『
韓
非
子
』
五
蠧
篇
よ
り)

か

ん

ぴ

し

ご

と

参

照

図

書

渡

辺

精

一

（

祥

伝

社

）

『

朗

読

し

て

み

た

い

中

国

古

典

の

名

文
』

株
を
守
る

宋
人
に
田
を
耕
す
者
有
り
。
田
中
に
株
有
り
、

そ

う

ひ

と

で
ん
ち
ゅ
う

兎
走
り
て
株
に
触
れ
、
頸
を
折
り
て
死
す
。

く
び

因
り
て
其
の
耒
を
釈
て
て
株
を
守
り
、
復
た

よ

す
き

す

ま

兎
を
得
ん
こ
と
を
冀
う
。
兎
は
復
た
得
可
か

ね
が

ま

う

べ

ら
ず
し
て
、
身
は
宋
国
の
笑
い
と
為
る
。
今

そ

う

こ

く

先
王
の

政

を
以
て
、
当
世
の
民
を
治
め
ん

ま
つ
り
ご
と

と
欲
す
る
は
、
皆
株
を
守
る
の
類
な
り
。

｢

守
株｣

｢

守
株
待
兎｣

の
諺
や
成
句
の
出
典
で
あ
り
、

し
ゅ
し
ゅ

し

ゅ

し

ゅ

た

い

と

童
謡｢

待
ち
ぼ
う
け｣

の
も
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

『
韓
非
子
』
は
中
国
戦
国
時
代
の
韓
非
の
著
書
。

韓
非
（
紀
元
前
２
８
０
？
～
２
３
３
年
）
は
戦
国

時
代
の
国
の
一
つ
で
あ
る
韓
の
国
の
人
で
、
韓
非
子

と
も
呼
ば
れ
る
。
自
国
の
危
機
を
憂
う
韓
非
は
、
昔

の
ま
ま
の
や
り
方
で
今
の
世
の
中
の
民
を
統
治
し
よ

う
と
す
る
の
は
、
切
り
株
の
見
張
り
を
す
る
類
で
あ

る
と
し
て
、
古
の
聖
人
の
行
っ
た
よ
う
な
徳
治
を

行
う
べ
き
と
い
う
儒
家
の
主
張
を
批
判
し
た
。

－ ２１ －



守 株

宋 人 ニ 有 リ 耕 ス 田 ヲ 者 。

田中 ニ 有 リ 株 、 兎 走 リテ 触 レ

株 ニ 、 折 リテ 頸 ヲ 而 死 ス 。 因

リテ 釈 テテ 其 ノ 耒 ヲ 而 守 リ

株 ヲ 、 冀 フ 復 得 ンコトヲ

兎 ヲ 。 兎 ハ 不 シテ 可 カラ 復

得 、 而 身 ハ 為 ル 宋 国 ノ 笑 ヒ

ト 。 今 欲 スルハ 以 テ 先 王 之 政

ヲ 、 治 メント 当 世 之 民 ヲ 、 皆

守 ル 株 ヲ 之 類 也 。

待
ち
ぼ
う
け

北
原
白
秋

作
詞

山
田
耕
筰

作
曲

待
ち
ぼ
う
け

待
ち
ぼ
う
け

あ
る
日

せ
っ
せ
と

野
良
か
せ
ぎ

そ
こ
へ
兎
が
飛
ん
で
出
て

こ
ろ
り

こ
ろ
げ
た

木
の
ね
っ
こ

待
ち
ぼ
う
け

待
ち
ぼ
う
け

し
め
た

こ
れ
か
ら
寝
て
待
と
か

待
て
ば
獲
も
の
は

駆
け
て
来
る

兎
ぶ
つ
か
れ

木
の
ね
っ
こ

待
ち
ぼ
う
け

待
ち
ぼ
う
け

昨
日
鍬(

く
わ)

と
り

畑
仕
事

今
日
は
頬
づ
え

日
向
ぼ
こ

う
ま
い
伐(

き)

り
株

木
の
ね
っ
こ

待
ち
ぼ
う
け

待
ち
ぼ
う
け

今
日
は
今
日
は
で

待
ち
ぼ
う
け

明
日
は
明
日
は
で

森
の
そ
と

兎
待
ち
待
ち

木
の
ね
っ
こ

待
ち
ぼ
う
け

待
ち
ぼ
う
け

も
と
は
涼
し
い
黍
畑(

き
び
ば
た
け)

い
ま
は
荒
野
の
箒
草(

ほ
う
き
ぐ
さ)

寒
い
北
風

木
の
ね
っ
こ

－ ２２ －



「人 偏」の右側に「可 」が置かれた形の文字です。元は、人が荷

を担いだ形を象った文字でしたが、現在では旁に「可 」を用いていま

す。漢文訓読では〝なんぞ〟と、疑問や反問の助詞として読まれますが、

我が国の口語文の〝なに〟も、代名詞として、疑問詞として、広く用いら

れます。漢点字では、「 （人偏）」と「 （可 ）」で表されます。

「何故（なぜ）」「何処（どこ・いずこ）」「何らか」「幾何学（きか

がく、数学の一分野）」

（３３） 荷 カ に

「草 冠」の下に「何 」が置かれた形の文字です。元は、人が荷を

担いだ形を象っていましたが、上の部分が草冠になりました。訓の〝に〟

は、荷物、荷台、初荷、船荷と読まれます。また、茎や花の形から、水生

植物の〝はす〟の意味にも用いられます。漢点字では、「 （草冠）」と

「 （何 ）」で表されます。

「荷物」「荷車」「荷台」「荷造り」「荷主」「初荷」「船荷」「薄荷

（はっか）」

・「奇 」とそれを部首として含む文字一つ。

（３４） 奇 キ く‐しくも

「大 」の下に「可 」が置かれた形の文字です。辞書の〈字統〉

によれば、曲がった刀を振って、神様に祈る形を表すとあります。尋常で

ない、切羽詰まったときの祈りです。〝くしくも〟と読んで、不思議に

も、怪しくもの意味を表し、〝キ〟の音を頭に付けて、普通でない、人知

を超えたという意味の熟語を表します。「奇数」は、二で割り切れない数

のことです。漢点字では、「 （大 ）」と「 （可 ）」で表され

ます。

「奇異」「奇抜」「奇っ怪な」「奇矯な振る舞い」「奇を衒う」

（３５） 寄 キ よ‐る よ‐せる

「ウ 冠」の下に「奇 」が置かれた形の文字です。〝よる、よせる

〟と読んで、人が寄り集まる、寄り添って庇い合うという意味を表しま

す。下って、何かの目的で一時的に寄り合って寝起きをともにする、宿を

借りて世話になる、物や金銭を贈るなどの意味に用いられるようになりま

した。漢点字では、「 （ウ冠）」と「 （奇 ）」で表されます。

「寄宿舎」「寄食」「寄付金」「寄り合い」「寄せ算」「寄せ書き」

「寄せ鍋」

－ ２３ － (横－２）



漢点字講習用テキスト

初級編 第三十二回

５ 複合文字 （２）

２．第一基本文字と比較文字で構成される文字 （２）

前節に続けて、〈第一基本文字〉と〈比較文字〉が部首として構成され

る文字をご紹介します。

※ 「可 」を部首として含む文字六つ。

（３０） 阿 ア おもね‐る

「こざと偏」の右側に「可 」が置かれた形の文字です。小高い丘の

意とともに、曲がったところ、山間の谷川の曲がりくねったところ、クマ

を意味します。その曲がりくねる意から、〝おもねる〟という訓が生じま

した。真理を曲げて人に追従する、人の意を迎えて、それにこびへつらう

という意味を表します。また〝ア〟は、梵語の最初の音で、「阿吽」と

は、世界の始まりと終息、つまり宇宙万物の意味を表しています。地名・

人名に、多く用いられる文字です。漢点字では、「 （こざと偏）」と

「 （可 ）」で表されます。

「阿蘇山」「阿部さん」「曲学阿世」「阿吽の呼吸」

＊ 「曲学阿世」、真理を曲げて、権力者におもねる意。

（３１） 河 カ ガ かわ

「さんずい」の右側に「可 」を置いた形の文字です。旁は、元は蛇

行する川の形を象ったものでしたが、現在では、「可 」で表していま

す。曲がりくねった大河、中国では、黄河を指します。〝かわ〟の文字に

はもう一つ、「川」がありますが、後にご紹介します。また「江」の字も

〝かわ〟の意味ですが、揚子江のことで、これも後にご紹介します。漢点

字では、「 （さんずい）」と「 （可 ）」で表されます。

「河川」「河岸段丘」「黄河」「銀河」「運河」「河原左大臣（かわら

のさだいじん）」

＊ 「河岸段丘」は、大きな川の岸に土砂が堆積して段状にできる丘の

ことです。「銀河」は、〝天の川〟。「河原左大臣」は、源融（みなもと

のとおる）、小倉百人一首に歌が取られています。

・「何 」とそれを部首として含む文字一つ。

（３２） 何 カ なに なん な いず‐れ

(横－１） － ２４ －



ご
報
告
と
ご
案
内

一

訂
正
と
お
詫
び

前
号
で
は
、
幾
つ
か
の
誤
記
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
詫
び
し

て
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

①
「
ご
報
告
」
の
中
の
賛
助
会
員
の
ご
芳
名
に
、
お
一
人
の

お
名
前
を
書
き
漏
ら
し
ま
し
た
。

高
橋
カ
ズ
様

謹
ん
で
お
詫
び
し
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

②
「
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
定
例
会
報
告
」
（
木
村
多
恵

子
）
の
、
定
例
会
並
び
に
学
習
会
の
日
程
の
、
「
２
０
１
１

年
」
と
あ
り
ま
す
の
は
、
「
２
０
１
２
年
」
の
誤
り
で
す
。

③
「
羽
化
の
会
の
活
動
に
参
加
し
て
」
（
著
者
は
杉
田
ひ
ろ

み
さ
ん
）
の
最
終
行
、
「
微
力
な
が
ら
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま

す
。
」
の
最
後
の
４
文
字
が
失
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

④
「
後
記
」
（
木
下
和
久
）
の
、
「
１
９
６
７
年
」
は
「
１

９
９
７
年
」
の
、
「
１
９
６
６
年
」
は
「
１
９
９
６
年
」
の
誤

り
で
す
。

訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二

会
員
募
集
講
座
と
漢
点
字
学
習
会

①
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
で
は
、
五
、
六
月
に
か
け
て
、
会

員
の
募
集
の
た
め
の
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

新
聞
紙
上
で
の
募
集
が
事
実
上
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
の

で
、
主
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
の
Ｈ
Ｐ
に
お
願
い
し

て
広
告
し
ま
し
た
。

他
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
か
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。

②
毎
年
募
集
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
年
度
も
漢
点
字
の
学
習

者
を
募
集
致
し
ま
し
た
。

横
浜
と
東
京
の
、
二
つ
の
会
場
で
漢
点
字
の
学
習
会
を
開
催

し
て
お
り
ま
す
。
常
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
お
気
軽
に
足
を

お
運
び
下
さ
い
。

お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

三

現
在
進
行
中
の
漢
点
字
訳

①
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
で

『
万
葉
集
』
（
伊
藤
博
監
修
）
、
現
在
第
一
巻
に
着
手
し
て

お
り
ま
す
。
冒
頭
の
雄
略
天
皇
の
歌
。

天
皇
の
御
製
歌

一

籠
も
よ

み
籠
持
ち

＊

掘
串
も
よ

み
掘
串
持
ち

こ
の
岡
に

菜
摘
ま
す
子

家
告
ら
せ

名
告
ら
さ
ね

＊

そ
ら
み
つ

＊

大
和
の
国
は

お
し
な
べ
て

我
れ
こ
そ
居

れ

し
き
な
べ
て

我
れ
こ
そ
居
れ

我
れ
こ
そ
ば

告
ら
め

家
を
も
名
を
も

－ ２５ －



｀
こ
も
よ

み
こ
も
ち

ふ
く
し
も
よ

み
ぶ
く
し
も
ち

こ
の
を
か
に

な
つ
ま
す
こ

い
へ
の
ら
せ

な
の
ら
さ
ね

そ
ら
み
つ

や
ま
と
の
く
に
は

お
し
な
べ
て

わ
れ
こ
そ
を

れ

し
き
な
べ
て

わ
れ
こ
そ
を
れ

わ
れ
こ
そ
ば

の
ら
め

い
へ
を
も
な
を
も

【
原
文
】

籠
毛
與

美
籠
母
乳

布
久
思
毛
與

美
夫
君
志
持

此
岳

尓

菜
採
須
兒

家
告
閑

名
告
沙
根

虚
見
津

山
跡
乃
國

者

押
奈
戸
手

吾
許
曽
居

師
吉
名
倍
手

吾
己
曽
座

我

許
背
齒

告
目

家
呼
毛
名
雄
母

②
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
で

『
岩
波
古
語
辞
典
』
（
大
野
晋
監
修
）
に
着
手
し
て
お
り
ま

す
。
現
在
「
あ
」
「
吾
、
我
」
か
ら
「
あ
ぎ
と
」
「
顎
、
腮
」

ま
で
完
成
し
て
い
ま
す
。

「
あ
」

「
吾
・
我
」

（
一
）

（
代
）

〈
一
人

称
〉

わ
た
し
。
あ
た
し
。
「
汝
（
な
）
こ
そ
は
男
（
を
）
に

い
ま
せ
ば
…－

は
も
よ
女
（
め
）
に
し
あ
れ
ば
」
（
記
歌
謡

五
）
。
「
独
り
や
寝
（
ぬ
）
ら
む－

を
待
ち
か
ね
て
」
（
万

三
五
六
二

東
歌
）

＊

ア
は
、
す
で
に
奈
良
時
代
か
ら
類

義
語
ワ
（
我
）
よ
り
も
例
が
少
な
く
、
用
法
も
狭
い
。
平
安
時

代
に
な
る
と
、
「
あ
が
」
と
い
う
形
の
い
く
つ
か
を
残
す
だ
け

で
、
ア
は
主
格
や
目
的
格
な
ど
の
場
合
に
は
使
わ
れ
な
い
。
ア

と
ワ
と
は
、
「
あ
が
衣
（
こ
ろ
も
）
」
「
わ
が
衣
（
き
ぬ
）
」

な
ど
と
、
似
た
対
象
に
つ
い
て
も
使
っ
た
が
、
ア
は
、
多
く
の

場
合
「
あ
が
君
」
「
あ
が
主
（
ぬ
し
）
」
な
ど
親
密
感
を
示
し

た
い
相
手
に
対
し
て
使
い
、
ワ
は
「
わ
が
大
君
」
「
わ
が
父

母
」
な
ど
改
ま
っ
た
気
持
で
向
う
相
手
に
対
し
て
用
い
た
。

（
二
）

（
接
頭
）

相
手
を
親
し
ん
で
呼
ぶ
時
に
冠
す
る

語
。
転
じ
て
、
軽
蔑
の
意
も
表
わ
す
。
「－

僧
は
術
な
き
者
か

な
」
（
雑
談
集

七
）

「
あ
ぎ
と
」

「
顎
・
腮
」

〈
顎
（
あ
ぎ
）
門
（
と
）

の
意
〉

①

下
あ
ご
。
「
首
を
掻
き
切
っ
て
、－

を
喉

（
の
ん
ど
）
へ
貫
き
、
取
っ
付
け
に
付
け
て
馳
せ
て
行
く
」

（
太
平
記

二
九
・
師
直
以
下
被
誅
）

②

魚
の
え
ら
。

「
草
刈
鎌
と
い
ふ
も
の
を
持
ち
て
、
（
魚
ノ
）－

を
掻
き
切
り

て
」
（
宇
治
拾
遺

一
六
八
）
。
「
鰓
、
阿
木
止
（
あ
ぎ

と
）
、
魚
頬
也
」
（
和
名
抄
）

－

に
懸
・
く

（
恐
ろ
し

い
魚
や
獣
に
）
食
わ
せ
る
。
餌
食
（
え
じ
き
）
に
す
る
。
「
海

底
に
沈
ま
ん
事
を
痛
ま
ず
し
て
、
屍
（
か
ば
ね
）
を
鯨
鯢
（
け

い
げ
い
）
の－

・
く
」
（
平
家

一
一
・
腰
越
）

以
上
が
現
在
の
進
捗
情
況
で
す
。

－ ２６ －
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▼
最
近
の
光
通
信
を
含
め
た

技
術
の

IT

発
達
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま

す
が
、
日
頃
愛
用
し
て
い
る
電
話
に
つ

い
て
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
▼
私
は
だ
い
ぶ
以
前
、
ま
だ
光
通

信
が
一
般
的
に
な
っ
て
そ
れ
ほ
ど
間
が
な
い
頃
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
光
通

信
、
フ
レ
ッ
ツ
光
を
導
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
電
話
料
金
が
安
く

な
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
快
適
に
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
れ
な
り
に
満
足
し
て
い
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
経
っ
て
Ｋ
Ｄ
Ｄ

Ｉ
が
光
通
信
を
勧
め
て
き
て
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
よ
り
安
い
か
ら
是
非
に
と

い
う
こ
と
で
、
半
ば
強
引
に
切
り
替
え
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
確

か
に
、
料
金
は
少
々
安
く
な
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
使
用
上
の
問
題

は
全
然
起
こ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
何
年
か
経
ち
、

今
度
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
巻
き
返
し
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
た

か
な
り
強
引
に
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
切
り
替
え
れ
ば
料
金
が
安
く
な
る
と

い
う
の
で
す
。
こ
こ
へ
来
て
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
に
義
理
立
て
す
る
こ
と
も

な
か
ろ
う
か
と
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま

だ
、
実
際
の
工
事
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
何
か
問
題
が
発
生

す
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
競
争
社
会
の
厳

し
さ
と
、
そ
の
結
果
消
費
者
に
と
っ
て
経
済
的
な
利
益
が
か
な
り

の
も
の
に
な
る
と
い
う
実
例
を
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
と
い
う

次
第
で
す
▼
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
、
ひ
か
り
電
話
と
い
う
の
は
大

し
た
も
の
で
す
ね
。
従
来
の
加
入
電
話
で
は
遠
く
へ
市
外
通
話
を

す
る
と
、
料
金
は
市
内
通
話
の

倍
ほ
ど
に
な
り
ま
す
が
、
ひ
か

10

り
電
話(

一
般
の

電
話
で
も)

は
全
国
一
律
、
３
分
間
８･

４
円
、

IP

ア
メ
リ
カ
に
か
け
て
も
ほ
ぼ
同
じ
料
金
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
昔
だ

っ
た
ら
考
え
ら
れ
な
い
料
金
革
命
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
木
下

和
久
）

編

集

後

記
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