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漢
点
字
の
散
歩

（
六
十
五
）

岡
田

健
嗣

カ
ナ
文
字
は
仮
名
文
字

（

）
16

前
回
・
前
々
回
と
、
人
麻
呂
歌
の
文
字
の
使
い
方
を
、
ざ
っ

と
見
て
参
り
ま
し
た
。
特
に
漢
字
の
音
読
・
訓
読
が
、
ど
の
よ

う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
後
の
平
安
時
代
の
仮
名
文

字
の
表
記
に
、
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
基
点

に
な
る
の
が
こ
れ
ら
の
人
麻
呂
歌
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
ち
ま

せ
ん
。
前
回
ま
で
見
て
来
た
所
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
漢
字
の

音
読
・
訓
読
や
文
字
遣
い
は
、
既
に
現
在
の
そ
れ
と
同
様
の
原

則
が
、
こ
の
人
麻
呂
歌
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、

わ
が
国
最
古
の
歌
集
で
あ
る
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
、
漢
字
の

音
読
・
訓
読
と
文
字
遣
い
は
、
現
代
と
そ
れ
と
同
様
に
な
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
知
ら
さ
れ
た
の
で
し
た
。

そ
こ
で
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
も
う
一
度
こ
の
十
二
首

の
歌
を
、
見
て
確
認
し
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
二
四
七

大
穴
道

少
御
神

作

妹
勢
能
山

見
吉

大
汝

少
御
神
の

作
ら
し
し

妹
背
の
山
を

見

ら
く
し
よ
し
も

（
お
ほ
な
む
ち

す
く
な
み
か
み
の

つ
く
ら
し
し

い
も
せ
の
や
ま
を

み
ら
く
し
よ
し
も
）

「
大
穴
道
」
、
「
お
ほ
な
む
ち
」
は
、
そ
の
地
を
統
べ
る
者

の
意
で
、
出
雲
神
話
の
長
で
あ
る
、
「
大
国
主
命
」
を
指
し
ま

す
。
原
文
で
は
、
現
代
の
訓
読
で
「
お
お
・
あ
な
・
み
ち
」
の

文
字
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
読
み
下
し
文
で
は
、
「
大
汝
」

と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
「
お
ほ
な
む
ち
」
も
、
記
・
紀

で
は
「
大
己
貴
」
と
表
記
さ
れ
ま
す
。

次
の
「
少
御
神
」
、
「
す
く
な
み
か
み
」
は
現
代
の
訓
読
と

同
じ
「
す
く
な
い
・
み
・
か
み
」
と
読
む
文
字
が
当
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
神
は
記
・
紀
で
「
少
彦
名
神
」
（
す
く
な
び
こ

な
の
か
み
）
と
呼
ば
れ
て
、
「
高
皇
産
霊
神
」
（
た
か
み
む
す
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ひ
の
か
み
）
の
子
と
言
わ
れ
る
神
で
、
高
天
原
か
ら
出
雲
の
国

へ
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
記
・
紀
で
は
、
海
原
を
小
さ
な
船
に
乗

っ
て
渡
っ
て
来
て
、
大
国
主
を
補
佐
し
て
、
出
雲
の
国
の
経
営

に
当
た
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
身
体
が
小
さ
く
、
忍
耐
強
い

神
様
で
あ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

次
の
「
作
」
、
「
つ
く
ら
し
し
」
、
訓
読
の
「
つ
く
る
」

で
、
送
り
仮
名
と
助
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
原
文
も
読
み

下
し
文
も
文
字
は
「
作
」
、
現
代
の
訓
読
と
同
じ
「
つ
く
る
」

と
読
ま
せ
て
い
ま
す
。

「
妹
勢
能
山
」
、
「
い
も
せ
の
や
ま
」
、
女
夫
の
よ
う
に
、

あ
る
い
は
恋
人
の
よ
う
に
二
つ
並
ん
だ
小
さ
な
山
の
風
景
。

「
見
吉
」
、
「
見
ら
く
し
よ
し
も
」
、
大
変
よ
い
姿
だ
。

「
い
も
せ
」
、
「
い
も
」
は
男
性
か
ら
見
た
愛
し
い
女
性
、

肉
親
の
姉
妹
、
ま
た
妻
あ
る
い
は
恋
人
を
呼
ぶ
語
で
す
。
そ
し

て
「
せ
」
は
、
女
性
か
ら
見
た
愛
し
い
男
性
、
兄
弟
、
ま
た
夫

あ
る
い
は
恋
人
を
呼
ぶ
語
で
す
。
「
い
も
せ
」
に
は
、
普
通

「
妹
背
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ
ま
す
。
「
妹
」
は
現
代
の
訓
読

で
も
「
い
も
う
と
」
、
「
い
も
」
と
読
ん
で
も
よ
い
文
字
で
す

が
、
「
背
」
は
、
現
代
の
訓
読
で
「
せ
」
と
は
読
み
ま
す
が
、

意
味
と
し
て
は
身
体
の
後
ろ
側
の
面
、
背
中
、
背
丈
と
い
う
意

味
を
表
す
文
字
で
す
。
愛
し
い
男
性
と
し
て
の
「
せ
」
の
音
に

「
背
」
の
文
字
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
私

達
が
使
用
す
る
日
本
語
で
は
、
「
い
も
」
の
音
は
「
い
も
う

と
」
、
あ
る
い
は
愛
し
い
女
性
を
指
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
「
せ
」
の
音
は
、
愛
し
い
男
性
を
指
し
て
使
用
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
「
背
」

の
文
字
ば
か
り
で
な
く
「
せ
」
の
音
も
、
女
性
か
ら
見
て
の
愛

し
い
男
性
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
久
し

く
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

『
萬
葉
集
』
で
は
、
そ
の
原
文
で
は
「
い
も
せ
」
と
読
む
語

の
表
記
と
し
て
、
「
妹
勢
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
読
み
下
し
文
で
は
、
「
妹
背
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
「
い
も
せ
」
の

「
せ
」
の
音
に
、
「
背
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
古
点
以
後
か
、
早
い
時
期
を
想
定
し
て
も
八
世
紀
の
末

辺
り
か
と
、
私
は
素
人
な
が
ら
考
え
て
お
り
ま
す
。

原
文
で
、
「
せ
」
の
音
に
「
勢
」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
こ
れ
は
如
何
に
も
音
仮
名
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
果
た

し
て
そ
う
な
の
か
、
む
し
ろ
「
背
」
の
文
字
を
使
い
た
く
な
か
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っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
か
、
当
時
の
口
語
で
既
に

「
せ
」
の
音
で
愛
し
い
男
性
を
指
す
語
が
成
立
し
て
い
て
、
そ

れ
を
ど
う
表
記
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
た
と
し
て
、
「
背
」
の

文
字
は
、
使
用
し
難
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
も
う
既
に

漢
字
の
訓
読
は
完
成
し
て
い
て
、
漢
字
の
意
味
か
ら
、
日
本
語

の
読
み
を
導
き
出
す
と
い
う
方
法
は
、
訓
読
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
す
の
で
、
「
背
」
の
文
字
の
意
味

に
、
「
背
を
向
け
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
は
十
分
理
解

さ
れ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
「
北
」
と
い
う
文
字
が
、

二
人
の
人
が
背
を
向
け
合
っ
た
形
を
象
っ
た
文
字
で
あ
る
こ
と

も
、
「
背
」
も
、
そ
の
意
味
を
承
け
て
「
そ
む
く
」
と
訓
読
さ

れ
る
こ
と
も
、
既
に
衆
知
さ
れ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
「
い
も
せ
」
の
「
せ
」
に
ど
の
文
字
を

当
て
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
案
外
難
し
い
課
題
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
後
に
「
背
」
の
文
字
を
当
て
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
が
、
恐
ら
く
人
麻
呂
が
こ
の
歌
を
作
っ
た
当
時
に
は
、

ま
だ
「
背
」
の
文
字
を
当
て
る
こ
と
は
、
共
通
の
認
識
に
は
な

っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
止
む
な
く
「
勢
」
の
音
読

の
音
を
借
り
て
表
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
か
、

私
は
そ
ん
な
風
に
受
け
止
め
ま
し
た
。
後
に
「
背
」
の
文
字

を
、
愛
し
い
男
性
の
意
味
の
「
せ
」
の
音
に
当
て
て
、
こ
の
使

用
法
が
「
背
」
の
訓
読
に
「
背
中
・
背
丈
」
と
並
ん
で
加
え
ら

れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

因
み
に
「
せ
」
の
音
で
読
む
訓
読
の
文
字
は
、
他
に
ど
ん
な

も
の
が
あ
る
か
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
「
脊
」
（
セ
キ
）
、
こ
れ

は
「
背
」
と
同
じ
人
の
背
中
・
背
骨
を
意
味
し
ま
す
。
「
畝
」

（
ホ
）
、
畑
の
「
う
ね
」
、
ま
た
田
畑
の
面
積
の
単
位
、
一
ア

一

ル
に
や
や
足
り
な
い
ほ
ど
の
面
積
で
す
。
「
瀬
」
（
ラ

イ
）
、
水
の
流
れ
の
狭
く
浅
く
早
い
と
こ
ろ
を
指
し
ま
す
。
海

で
も
、
狭
い
海
峡
、
潮
の
流
れ
の
速
い
海
峡
を
言
い
ま
す
。
そ

し
て
現
在
で
は
用
い
ら
れ
な
い
も
の
に
、
「
諾
」
（
ダ
ク
）
が

あ
り
ま
す
。
承
諾
す
る
時
の
「
は
い
」
と
い
う
意
味
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
字
は
、
「
い
も
せ
」
の
「
せ
」
に
は
当

て
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
二
四
八

吾
妹
子

見
偲

奥
藻

花
開
在

我
告
与

我
妹
子
と

見
つ
つ
偲
は
む

沖
つ
藻
の

花
咲
き
た

ら
ば

我
れ
に
告
げ
こ
そ
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（
わ
ぎ
も
こ
と

み
つ
つ
し
の
は
む

お
き
つ
も
の

は
な
さ
き
た
ら
ば

わ
れ
に
つ
げ
こ
そ
）

「
吾
妹
子
」
、
「
わ
ぎ
も
こ
」
は
、
愛
し
い
女
性
を
呼
ぶ
語

で
す
。
都
に
残
し
て
来
た
妻
を
指
し
た
語
と
読
ん
で
よ
い
と
思

わ
れ
ま
す
。
「
わ
ぎ
も
こ
」
は
、
「
わ
が
・
い
も
・
こ
」
を
縮

め
て
撥
音
さ
れ
た
も
の
で
、
文
字
も
「
吾
・
妹
・
子
」
と
、
訓

読
が
そ
の
ま
ま
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
訓
読
が
そ
の
ま
ま
当
て

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
訓
読
の
成
立
に
間
を
置
か
ず
に

使
用
さ
れ
た
語
と
理
解
し
て
よ
い
語
、
漢
字
の
訓
読
と
同
程
度

に
古
い
語
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
、
あ
る
い
は
訓
読
が
成
立

し
て
か
ら
文
字
を
並
べ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
訓
読
し
て
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
と
も
考
え
て
よ
い
語
と
も
言
え
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
何
れ
に
せ
よ
わ
が
国
で
も
最
も
古
い
歌
で
あ

る
人
麻
呂
の
略
体
表
記
の
こ
の
歌
以
来
、
愛
し
い
女
性
を
指
す

語
と
し
て
、
数
多
の
歌
に
登
場
す
る
の
が
こ
の
「
わ
ぎ
も
こ
」

で
す
。
ま
た
、
原
文
の
最
初
の
文
字
「
吾
」
は
、
読
み
下
し
文

で
は
「
我
」
に
代
わ
っ
て
い
ま
す
。
「
吾
」
と
「
我
」
は
、
使

わ
れ
方
が
少
々
異
な
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
現
代
に
至
っ
て
、

一
人
称
の
代
名
詞
の
「
わ
れ
」
に
は
専
ら
、
「
我
」
が
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
勢
い
「
吾
」
の
使
用
範
囲
は
狭

く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
見
偲
」
、
「
み
つ
つ
し
の
は
む
」
、
原
文
で
は
「
見
」
と

「
偲
」
の
漢
字
二
文
字
だ
け
で
表
し
て
い
ま
す
。
読
み
下
し
文

で
は
「
つ
つ
」
と
「
は
む
」
の
か
な
文
字
を
補
っ
て
、
「
（
わ

ぎ
も
こ
）
と
見
な
し
て
偲
ぼ
う
」
と
読
み
ま
す
。
何
を
見
な
す

の
か
、
「
奥
藻
」
、
「
お
き
つ
も
の
」
、
読
み
下
し
文
で
は

「
沖
つ
藻
の
」
、
原
文
は
「
奥
」
、
読
み
下
し
文
で
は

「
沖
」
、
海
の
オ
キ
を
意
味
す
る
文
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
「
藻
」
を
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
花
開
在
」
、
「
花
咲
き
た
ら
ば
」
、
花
が
咲
い
た
ら
、

「
我
告
与
」
、
「
我
れ
に
告
げ
こ
そ
」
、
私
に
教
え
て
欲
し

い
。
原
文
で
「
花
開
在
」
、
「
は
な
・
ひ
ら
く
・
あ
り
」
と
訓

読
す
る
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
読
み
下
し
文
で

は
、
「
開
」
を
「
咲
」
、
「
在
」
を
「
て
あ
ら
ば
」
＝
「
た
ら

ば
」
と
読
ま
せ
て
い
ま
す
。
「
花
」
が
開
花
す
る
こ
と
を
「
咲

く
」
と
言
い
ま
す
。
「
在
」
は
「
あ
る
」
、
「
さ
い
た
な
ら

ば
」
と
読
ん
で
い
ま
す
。
「
我
れ
に
告
げ
こ
そ
」
、
私
に
教
え

て
欲
し
い
、
藻
の
綺
麗
な
花
を
見
な
が
ら
、
都
の
妻
を
思
い
起

こ
そ
う
。
「
与
」
を
「
こ
そ
」
、
助
動
詞
で
し
ょ
う
か
、
と
読
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ま
せ
ま
す
。

一
二
四
九

君
為

浮
沼
池

菱
採

我
染
袖

沾
在
哉

君
が
た
め

浮
沼
の
池
の

菱
摘
む
と

我
が
染
め
し

袖

濡
れ
に
け
る
か
も

（
き
み
が
た
め

う
き
ぬ
の
い
け
の

ひ
し
つ
む
と

わ
が
そ
め
し
そ
で

ぬ
れ
に
け
る
か
も
）

「
君
為
」
、
「
君
が
た
め
」
、
こ
こ
で
言
う
「
き
み
」
と

は
、
女
性
か
ら
見
て
の
愛
し
い
男
性
、
夫
の
こ
と
と
解
さ
れ
ま

す
。
「
あ
な
た
の
た
め
に
」
の
意
、
現
代
語
と
同
じ
訓
読
と
言

っ
て
よ
い
読
み
で
す
。
「
浮
沼
池
」
、
「
う
き
ぬ
の
い
け

の
」
、
「
浮
沼
」
は
現
在
で
も
使
用
さ
れ
る
語
で
、
泥
の
深
い

沼
の
意
で
す
。
こ
こ
で
は
、
泥
の
深
い
沼
の
よ
う
な
池
で
、

「
菱
採
」
、
「
菱
摘
む
と
」
、
菱
の
実
を
摘
も
う
と
し
て
、
菱

は
、
水
辺
に
生
え
る
草
の
名
で
す
。
根
は
泥
の
中
、
葉
は
水
面

に
浮
い
て
い
て
、
秋
に
堅
い
実
を
付
け
ま
す
。
古
く
か
ら
食
用

と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
菱
の
実
の
採
集
は
、
食
料
の

確
保
に
直
結
し
た
も
の
で
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
実
を
摘
ん

で
家
に
持
ち
帰
ろ
う
と
し
て
、
と
な
り
ま
す
。
原
文
で
は

「
採
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
読
み
下
し
文
で
は
「
摘
」
が

当
て
ら
れ
て
い
て
、
「
つ
む
」
と
い
う
行
為
を
強
調
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
ま
す
。

「
我
染
袖
沾
在
哉
」
、
「
我
が
染
め
し
袖
濡
れ
に
け
る
か

も
」
、
私
が
染
め
た
着
物
の
袖
が
濡
れ
て
し
ま
っ
た
。
菱
の
生

え
て
い
る
よ
う
な
池
沼
の
泥
は
深
く
、
そ
の
水
に
濡
れ
た
袖

は
、
そ
の
泥
で
大
い
に
汚
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
原
文

で
は
「
沾
」
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
読
み
下
し
文
で
は

「
濡
」
が
当
て
ら
れ
て
い
て
、
単
に
「
ぬ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と

さ
ほ
ど
の
拘
り
を
感
じ
さ
せ
ま
せ
ん
が
、
原
文
で
は
、
「
沾
」

が
使
用
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
文
字
に
は
濡
れ
て
汚
れ
る
と
い
う

意
味
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
ま
た
原
文
の
最
後
が
「
在
哉
」
と

結
ば
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
、
「
け
る
か
も
」
と
読
み
下
し
て
い

ま
す
。

先
の
歌
は
、
旅
先
の
夫
が
都
の
妻
を
思
い
、
こ
の
歌
で
は
、

出
先
の
妻
が
、
家
で
待
つ
夫
を
思
う
と
い
う
形
を
採
っ
て
い
ま
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す
。

一
二
五
〇

妹
為

菅
實
採

行
吾

山
路
惑

此
日
暮

妹
が
た
め

菅
の
実
摘
み
に

行
き
し
我
れ

山
道
に

惑
ひ

こ
の
日
暮
し
つ

（
い
も
が
た
め

す
が
の
み
つ
み
に

ゆ
き
し
わ
れ

や
ま
ぢ
に
ま
と
ひ

こ
の
ひ
く
ら
し
つ
）

「
妹
為
」
、
「
妹
が
た
め
」
、
愛
す
る
女
性
（
妻
）
の
た
め

に
、
先
の
歌
で
は
「
君
が
た
め
」
と
歌
い
始
め
て
、
女
性
が
男

性
に
向
け
て
歌
っ
た
歌
で
し
た
が
、
こ
こ
で
は
男
性
が
女
性
に

向
け
て
歌
っ
て
い
る
形
で
す
。

「
菅
實
採
」
、
「
菅
の
実
摘
み
に
」
、
菅
（
す
げ
）
の
実
を

摘
も
う
と
。
「
菅
」
は
、
野
山
に
自
生
す
る
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科

の
植
物
で
す
。
カ
ヤ
に
よ
く
似
た
、
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
植
物

で
す
。
そ
の
実
を
妻
の
た
め
に
摘
ん
で
、
こ
こ
で
も
原
文
で
は

「
採
」
を
、
読
み
下
し
文
で
は
「
摘
」
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

「
行
吾
」
、
「
行
き
し
我
れ
」
、
菅
の
実
を
求
め
て
山
中
に
入

っ
た
私
だ
が
、
こ
こ
で
も
「
わ
れ
」
に
、
原
文
で
は
「
吾
」
、

読
み
下
し
文
で
は
「
我
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
山
路
惑
」
、
「
山
道
に
惑
ひ
」
、
山
の
道
に
迷
っ
て
し
ま

っ
て
、
原
文
で
は
「
山
路
」
、
読
み
下
し
文
で
は
「
山
道
」
が

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
「
や
ま
ぢ
」
と
読
む
場
合

は
、
「
山
路
」
と
原
文
と
同
じ
表
記
を
し
ま
す
が
、
歴
史
的
に

は
「
道
」
を
「
ぢ
」
と
読
ま
せ
た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

「
此
日
暮
」
、
「
こ
の
日
暮
し
つ
」
、
日
が
暮
れ
て
、
山
中
で

一
夜
を
明
か
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

『
萬
葉
集
釋
注
』
に
、
こ
の
歌
の
類
歌
、

妹
が
た
め

玉
を
拾
ふ
と

紀
伊
の
国
の

由
良
の
岬
に

こ
の
日
暮
ら
し
つ
（
一
二
二
〇
）

（
い
も
が
た
め

た
ま
を
ひ
り
ふ
と

き
の
く
に
の

ゆ
ら

の
み
さ
き
に

こ
の
ひ
く
ら
し
つ
）

が
あ
る
と
あ
り
ま
す
。
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こ
れ
ら
の
歌
は
「
羈
旅
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、
旅

先
で
家
で
待
つ
妻
、
あ
る
い
は
夫
の
た
め
に
、
家
づ
と
に
す
る

物
を
求
め
て
苦
労
す
る
姿
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
食
料
で
あ
っ
た

り
、
美
し
い
玉
石
で
あ
っ
た
り
、
妻
、
あ
る
い
は
夫
の
喜
ぶ
顔

を
目
に
浮
か
べ
な
が
ら
の
歌
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

以
上
の
四
首
は
、
「
人
麻
呂
歌
集
」
か
ら
取
ら
れ
た
歌
で
、

柿
本
人
麻
呂
の
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
も
の
で
、
あ
る
い
は

人
麻
呂
が
集
め
た
歌
を
、
人
麻
呂
が
書
き
写
し
て
保
管
し
て
い

た
歌
と
も
さ
れ
て
、
そ
の
歌
に
人
麻
呂
が
補
筆
し
て
、
新
た
な

形
と
し
た
歌
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
何
れ
に
せ

よ
、
柿
本
人
麻
呂
の
最
初
期
の
作
品
と
考
え
て
よ
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

以
上
は
、
『
う
か
』
一
二
七
号
に
掲
載
し
た
拙
文
（
「
漢
点

字
の
散
歩
」
六
十
三
）
を
、
角
度
を
変
え
て
書
き
換
え
て
見
ま

し
た
。
こ
の
結
び
は
一
二
七
号
と
同
じ
見
解
と
な
り
ま
す
の

で
、
左
に
そ
の
ま
ま
引
用
し
ま
す
。
ご
容
赦
下
さ
い
。

「
私
の
拙
い
試
み
と
し
て
、
歌
の
漢
字
に
音
読
・
訓
読
の
読

み
を
当
て
て
み
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
さ
ほ
ど
珍
し
く

な
い
も
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
し
、
多
分
そ
の
通
り
な
の

で
し
ょ
う
が
、
私
に
と
っ
て
そ
の
結
果
は
、
極
め
て
意
外
な
も

の
で
し
た
。

私
の
予
想
で
は
、
こ
れ
ま
で
読
ん
で
来
た
万
葉
集
の
歌
々
に

は
、
現
在
の
訓
読
と
は
か
な
り
相
違
し
た
読
み
が
与
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
四

首
の
歌
も
、
同
様
に
か
な
り
異
な
っ
た
訓
読
が
な
さ
れ
て
い
る

も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
思
っ

て
お
り
ま
し
た
の
も
、
そ
れ
ら
の
歌
の
読
み
に
、
読
み
下
し
も

含
め
て
、
非
常
に
苦
労
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
経
験
が
関
与
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
四
首

の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
が
、
偶
々
現
在
の
訓
読
と
同
様

に
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
は

申
し
て
も
、
わ
が
国
の
文
字
の
表
記
の
最
初
期
の
「
万
葉
集
」

に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
の
読
み
が
、
千
数
百
年
を
経
た
後
の

現
代
の
文
字
と
、
同
じ
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
は
、
驚
き
を
持
っ
て
見
ら
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
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ん
。し

か
し
こ
こ
に
、
面
白
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
固

有
名
で
あ
る
「
大
穴
道
」
は
「
お
ほ
あ
な
む
ち
」
→
「
お
ほ
な

む
ち
」
、
「
少
御
神
」
は
「
す
く
な
み
か
み
」
、
「
妹
勢
能

山
」
は
「
い
も
せ
の
や
ま
」
、
「
浮
沼
池
」
は
「
う
き
ぬ
の
い

け
」
、
そ
し
て
固
有
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
吾
妹
子
」
は

「
わ
ぎ
も
こ
」
と
、
訓
仮
名
（
勢
と
能
は
音
仮
名
で
す
が
）
が

当
て
ら
れ
て
い
て
、
一
つ
の
韻
律
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
韻
律
は
、
こ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
の

日
本
語
と
、
現
代
の
日
本
語
と
を
結
ぶ
架
け
橋
に
な
る
も
の
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
固
有
名
に
訓
仮
名
が
当
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
訓
仮
名
が
訓
読
の
成
立
な
し
に
は
叶
わ

な
い
も
の
と
し
て
み
れ
ば
、
訓
読
と
訓
仮
名
が
フ
ィ一
ド
バ
ッ

ク
す
る
こ
と
で
、
万
葉
の
世
が
明
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
何
か
そ
う
い
う
筋
道
が
描
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
来

る
の
で
し
た
。

何
れ
に
せ
よ
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
文

字
表
記
の
最
初
期
に
位
置
す
る
こ
の
「
万
葉
集
」
は
、
既
に
音

読
・
訓
読
ば
か
り
で
な
く
、
係
り
結
び
や
枕
詞
な
ど
、
極
め
て

高
度
な
言
語
表
現
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
言
い
換

え
れ
ば
、
わ
が
国
の
先
人
は
、
ま
だ
文
字
表
記
を
実
現
す
る
以

前
に
、
こ
の
よ
う
な
高
度
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
手
に
し
て
い
た

の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

何
も
文
献
の
な
い
こ
ろ
に
、
い
き
な
り
「
万
葉
集
」
の
よ
う

な
高
度
な
文
学
作
品
群
が
生
ま
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
実

際
に
起
こ
り
ま
し
た
。
実
際
そ
れ
以
前
に
は
、
文
献
と
言
え
る

文
献
は
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
「
万
葉
集
」
の
記
事
か
ら
言
え

る
こ
と
は
、
「
人
麻
呂
歌
集
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
作
ら
れ
て

い
た
ら
し
い
こ
と
は
知
ら
れ
ま
す
。
人
麻
呂
の
作
っ
た
歌
、
人

麻
呂
が
集
め
た
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
た
集
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
「
万
葉
集
」
の
大
き
な
柱
と
し
て
、

そ
の
要
所
要
所
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

『
書
紀
』
に
は
、
そ
れ
以
前
の
文
書
の
所
在
が
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

以
上
、
『
萬
葉
集
』
の
世
界
を
視
覚
障
害
者
に
も
知
っ
て
い

た
だ
い
て
、
言
語
生
活
の
厚
み
を
養
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願

っ
て
止
み
ま
せ
ん
。
」
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参考資料

字式について （三）
岡田健嗣

前二回では、漢字の字形を数式の形で表す方法である「字式」の概

要を申し上げました。

今回から、実際の文字の字形をどのように「字式」として表すか、

ご紹介したいと思います。

漢字の音読を五十音の順に並べます。

「亜」 ア （アク つぐ）

一・“口＼∥”・一

「哀」 アイ あわれ あわれむ （かなしい）

衣 ÷ 口

「愛」 アイ （いつくしむ したしむ）

ノツワ冠 ／ 心 ／ 夊（すいにょう）

「悪」 アク オ〝ヲ〟 わるい （にくむ）

亜 ／ 心

「惡」 亞 ／ 心

「握」 アク にぎる

手偏 ＋ 屋

「圧」 アツ （オウ〝アフ〟 おさえる しずめる）

厂（がんだれ） ＞ 土

「壓」 厭 ＞ 土

「厭」 エン いとう あきる

厂 ＞ “日／肉月＋犬”

「安」 アン やすい （やすらか いずくんぞ）

ウ冠 ／ 女

「案」 アン （つくえ かんがえる）

安 ／ 木
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「暗」 アン くらい

日偏 ＋ 音

「位」 イ〝ヰ〟 くらい

人偏 ＋ 立

「囲」 イ〝ヰ〟 かこむ かこう

囗（くに構え） ＞ 井

「圍」 囗 ＞ 韋

「韋」 イ なめしがわ

カ一 ／ 口 ／ ヰ

「医」 イ （いしゃ いやす）

匸（かくし構え） ＞ 矢

「醫」 “医＋殳（ル又）” ／ 酉

「依」 イ エ （よる）

人偏 ＋ 衣

「委」 イ〝ヰ〟 （まかす）

ノ木 ／ 女

「威」 イ〝ヰ〟 （おごそか おどす）

戊（つちのえ） ＞ “一／女”

「戊」 たれ‐戈（ほこ）

「胃」 イ〝ヰ〟 （い いぶくろ）

田 ／ 肉月

「唯」 イ〝ヰ〟 ユイ （しかり これ ただ）

口偏 ＋ 隹（ふるとり）

「尉」 イ〝ヰ〟 （ウツ ひのし じょう）

尸（しかばね） ＞ 示 ＋ 寸

「異」 イ こと （ことなる あやしむ）

田 ／ 共
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「畏」 イ〝ヰ〟 ワイ おそれる

田 ／ 一・＾衣下

「移」 イ うつす うつる

ノ木偏 ＋ 多

「偉」 イ〝ヰ〟 えらい （すぐれる）

人偏 ＋ 韋（なめしがわ）

「韋」 イ なめしがわ

カ一 ／ 口 ／ ヰ

「意」 イ （おしはかる おもう こころ ああ）

音 ／ 心

「違」 イ〝ヰ〟 ちがう ちがえる （めぐる たがう）

しんにょう @+ 韋（なめしがわ）

「韋」 イ なめしがわ

カ一 ／ 口 ／ ヰ

「維」 イ〝ヰ〟 （つな つなぐ これ）

糸偏 ＋ 隹（ふるとり）

「慰」 イ〝ヰ〟 なぐさめる なぐさむ （ウツ いや

す）

尉 ／ 心

「遺」 イ〝ヰ〟 ユイ （おくる のこす うしなう）

しんにょう @+ 貴

「緯」 イ〝ヰ〟 （よこいと）

糸偏 ＋ 韋｀なめしがわ

「韋」 イ なめしがわ

カ一 ／ 口 ／ ヰ

「域」 イキ〝ヰキ〟 （ちいき くいき くぎる）

土偏 ＋ 或（わく）

「或」 ワク ヨク コク イキ〝ヰキ〟 くに ある あるい

は

“口／一” ＜ 戈（ほこ構え）
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
一
二
二
）

山
内

薫

高
齢
者
施
設
で
の
お
話
し
会
一
五
の
方
法
（
二
）

こ
の
数
年
、
コ
ロ
ナ
禍
で
高
齢
者
施
設
へ
の
入
所
入
室
が

制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
図
書
館
か
ら
の
訪
問
も
全
面
的
に

中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
二
〇
二
〇
年
以
降
ほ
と

ん
ど
訪
問
が
で
き
な
い

状
態
だ
っ
た
が
、
昨
年

の
末
あ
た
り
か
ら
ボ
チ

ボ
チ
訪
問
の
依
頼
が
来

る

よ

う

に

な

っ

て

き

た
。以

下
ま
だ
試
案
の
段

階
で
は
あ
る
が
、
私
の

経
験
か
ら
考
え
ら
れ
る

高
齢
者
施
設
で
の
催
し

物
に
つ
い
て
の
十
五
の

写真１ マイクを使って読む

方
法
を
列
挙
し
て
み
た
い
。

一
、
大
き
な
声
で
話
す
、
で
き
れ
ば
マ
イ
ク
を
活
用
す
る

高
齢
者
施
設
に
入
所
し
て
い
た
り
、
デ
イ
サ－

ビ
ス
に
通
っ

て
い
る
お
年
寄
り
は
耳
の
聞
こ
え
に
く
い
方
が
と
て
も
多
い
の

で
、
大
き
な
声
で
話
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
か

ら
、
ど
こ
の
施
設
で
も
マ
イ
ク
と
ス
ピ－

カ－

の
セ
ッ
ト
は
用

意
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
借
り
て
マ
イ
ク
を
使
っ
て
話
す

こ
と
が
賢
明
だ
ろ
う
。
子
ど
も
向
け
の
お
話
し
会
な
ど
で
は
な

る
べ
く
肉
声
で
語
る

こ
と
が
良
い
と
さ
れ

て
い
る
が
、
高
齢
者

向
け
の
お
話
し
会
で

は
マ
イ
ク
は
不
可
欠

と
い
っ
て
も
良
い
。

（
写
真
一

マ
イ
ク

を
使
っ
て
読
む
）

し
か
し
、
個
人
ま

た
は
数
人
に
対
し
て

話
す
場
合
に
は
、
マ

写真２ ボードを使って要約筆記
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イ
ク
を
使
わ
ず
、
大
き
な
声
で
話
す
と
良
い
。

ま
た
、
中
に
は
耳
の
聞
こ
え
な
い
方
も
お
り
、
メ
モ
ボ－

ド

に
話
し
て
い
る
言
葉
を
要
約
筆
記
し
た
こ
と
も
あ
る
。
（
写
真

二

ボ－
ド
を
使
っ
て
耳
の
不
自
由
な
お
年
寄
り
に
要
約
筆

記
）

二
、
ゆ
っ
く
り
、
は
っ
き
り
話
す

大
き
な
声
で
話
す
だ
け
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
は
っ
き
り

し
た
声
で
話
す
。
特
に

登
場
人
物
の
名
前
や
そ

の
物
語
の
中
核
と
な
る

言
葉
に
つ
い
て
は
、
し

っ
か
り
立
て
て
、
て
い

ね
い
に
話
す
。
読
む
絵

本
や
紙
芝
居
な
ど
は
、

何
度
も
下
読
み
し
、
半

分
暗
記
す
る
く
ら
い
で

実
演
す
る
の
が
望
ま
し

い
。
（
写
真
三

ほ
と

ん
ど
暗
記
し
て
読
む
）

三
、
絵
は
柄
が
大
き
く
、
遠
く
か
ら
で
も
見
や
す
い
も
の
を
選

写真３ 暗記して読む

ぶ
お
話
し
会
で
は
絵
本
や
紙
芝
居
な
ど
を
目
の
前
で
見
る
こ
と

が
出
来
ず
、
皆
さ
ん

あ
る
程
度
の
距
離
か

ら
見
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
絵
や
図
柄
が

大
き
く
て
は
っ
き
り

し
た
作
品
を
選
ぶ
。

紙
芝
居
は
あ
ら
か

じ
め
大
勢
の
人
が
見

る
こ
と
を
想
定
し
て

作
ら
れ
て
い
る
が
、

絵
本
に
は
遠
目
に
は

見
に
く
い
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
選
択
に
は
気
を
付
け

る
。
（
写
真
四

大
き
な
図
柄
の
紙
芝
居
「
め
が
ね
や
ど
ろ
ぼ

う
」
）

そ
の
点
、
行
事
用
大
型
絵
本
は
高
齢
者
施
設
で
の
お
話
し
会

に
向
い
て
い
る
。

四
、
紙
芝
居
を
活
用
す
る

三
で
も
述
べ
た
よ
う
に
紙
芝
居
は
「
芝
居
」
な
の
で
、
大
勢

写真４ 紙芝居 めがねやどろぼう
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の
人
が
見
る
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
紙
芝
居
舞

台
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
臨
場
感
が
生
ま
れ
、
注
意
を
引
き
や

す
い
。
紙
芝
居
を
演
じ
る
と
き
に
は
聞
い
て
い
る
人
の
顔
を
見

な
が
ら
、
読
み
手
の
顔
を
隠
さ
ず
み
ん
な
に
見
え
る
よ
う
に
し

て
読
む
。
紙
芝
居
の
中
に

は
「
愛
染
か
つ
ら
」
「
金

色
夜
叉
」
な
ど
昔
の
街
頭

紙
芝
居
や
そ
れ
を
編
集
し

た
作
品
も
あ
る
の
で
選
ん

で
み
よ
う
。

一
九
五
〇
年
代
の
街
頭

紙
芝
居
を
江
東
区
立
深
川

図

書

館

が

保

存

し

て

お

り
、
借
り
て
上
演
し
た
こ

と
が
あ
る
が
大
変
好
評
だ

っ
た
。
（
写
真
五

街
頭
紙
芝
居
「
疾
風
鞍
馬
天
狗
」
）

五
、
長
い
話
は
短
く
す
る
（
リ
ラ
イ
ト
）

高
齢
者
の
方
が
集
中
し
て
見
ら
れ
る
（
聞
け
る
）
時
間
は
お

よ
そ
一
〇
分
以
内
、
五
～
七
分
程
度
な
の
で
出
し
物
は
そ
の
く

写真５ 紙芝居「疾風鞍馬天狗」

ら
い
の
時
間
が
良
い
。
長
い
作
品
を
取
り
上
げ
る
場
合
に
は
、

短
く
リ
ラ
イ
ト
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
ほ
う
が
良
い
だ
ろ
う
。

あ
ら
す
じ
に
直
接
関
わ
ら
な
い
部
分
は
カ
ッ
ト
す
る
と
か
、
前

半
を
抄
訳
し
て
簡
単
に
済
ま
せ
、
核
心
部
分
か
ら
は
そ
の
ま
ま

読
む
な
ど
、
工
夫
し
て
読
む
。

六
、
歌
を
取
り
入
れ
る
（
歌
詞
は
大
き
く
拡
大
し
て
手
元
に
、

手
遊
び
も
）

高
齢
者
施
設
の
お
話
し
会
で
は
、
絵
本
や
紙
芝
居
以
上
に
歌

が
喜
ば
れ
る
。
お
話
し
に
は
関
心
を
示
さ
な
く
て
も
歌
に
な
る

と
元
気
に
歌
っ
て
下

さ
る
方
が
多
く
お
ら

れ
る
。
歌
は
お
話
し

な
ど
の
よ
う
に
受
け

身
で
は
な
く
自
分
が

参
加
で
き
る
の
で
、

皆
さ
ん
生
き
生
き
と

歌
わ
れ
る
。
お
話
し

会
の
合
間
や
最
後
に

２
曲
程
度
の
歌
を
取

り
入
れ
る
こ
と
で
お

写真６ 模造紙に書いた歌詞「茶摘み」
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話
し
会
に
メ
リ
ハ
リ
が
で
き
る
。
特
に
、
季
節
に
ち
な
ん
だ
歌

や
季
節
の
行
事
に
ち
な
ん
だ
歌
を
取
り
上
げ
る
と
良
い
だ
ろ

う
。１

月
は
「
お
正
月
」
、
３
月
は
「
う
れ
し
い
ひ
な
祭
り
」
、

５
月
は
「
こ
い
の
ぼ
り
」､

７
月
は
「
た
な
ば
た
」
等
々
。

歌
詞
は
模
造
紙
に
大
き
く
書
い
て
見
て
も
ら
う
や
り
方
と
大

き
な
活
字
で
紙
に
印
刷
し
た
も
の
を
一
人
ひ
と
り
に
配
る
や
り

方
が
あ
る
。
模
造
紙
の
場
合
に
は
皆
さ
ん
が
比
較
的
よ
く
知
っ

て
い
る
歌
や
、
茶
摘
み
の
よ
う
に
手
遊
び
を
し
な
が
ら
歌
う
も

の
な
ど
に
向
く
。
懐
メ
ロ
な
ど
の
場
合
に
は
、
で
き
れ
ば
手
元

に
大
き
な
活
字
（
２
２
ポ

イ

ン

ト

ゴ

シ

ッ

ク

体

な

ど
）
で
印
刷
し
た
歌
詞
が

あ
る
と
良
い
。
（
写
真
六

模
造
紙
に
書
い
た
歌
詞

「
茶
摘
み
」
）

お
話
し
会
の
途
中
で
歌

詞
を
一
人
ひ
と
り
に
配
っ

た
場
合
に
は
、
手
元
に
歌

詞
の
紙
が
あ
る
と
そ
ち
ら
に
気
を
取
ら
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
た

写真７ 口伝てで歌詞を伝える

め
、
歌
が
終
わ
っ
た
ら
歌
詞
を
一
旦
回
収
し
た
方
が
良
だ
ろ

う
。
（
写
真
七

配
付
し
た
歌
詞
と
視
覚
障
害
入
所
者
に
口
伝

て
で
歌
詞
を
伝
え
る
）

七
、
応
答
形
式
で
参
加
し
て
も
ら
う
（
サ
ラ
リ－

マ
ン
川
柳
の

虫
食
い･

い
ろ
は
歌
留
多
）

皆
さ
ん
に
答
え
を
問
い
か
け
る
応
答
形
式
の
ク
イ
ズ
な
ど
も

取
り
入
れ
る
と
良
い
。
例
え
ば
サ
ラ
リ－

マ
ン
川
柳
（
昨
年
か

ら
さ
ら
っ
と
一
句
！
わ
た
し
の
川
柳
に
改
称
）
の
虫
食
い
。

「
ま
た
値
上
げ

節
約
生
活

も
う
○
上
げ
、
の
○
に
は
ど
ん

な
漢
字
が
入
る
で
し
ょ
う
。
」

「
８
時
だ
よ

昔
は
集
合

今
○
○
、
の
○
○
は
？

コ
ロ
ナ
禍
で
お
店
が
早
じ

ま
い
す
る
…
…
」

（
写
真
八

サ
ラ
リ－

マ

ン
川
柳

「
飲
み
過
ぎ
て

駅
の
ホ－

ム
が
マ
イ
ホ－

ム
」
）

ま
た
、
い
ろ
は
歌
留
多

の
絵
を
見
て
も
ら
っ
て
読
み
札
の
言
葉
を
当
て
て
も
ら
う
。
桜

写真８ サラリーマン川柳
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の
花
と
団
子
を
頬
張
る
人
の
絵
を
見
て
も
ら
い
「
花
よ
り
団

子
」
と
答
え
て
も
ら
う
等
々
。

八
、
回
想
法
・
昔
の
出
来
事
、
記
憶
を
呼
び
戻
す

回
想
法
は
過
去
の
記
憶
を
思
い
出
す
こ
と
で
脳
に
刺
激
を
与

え
、
認
知
症
の
進
行
を
緩
や
か
に
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
昔
の
出
来
事
や
女
優

の
写
真
な
ど
を
プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ－

で
映
し
て
見
て
も

ら
っ
た
り
、
駄
菓
子
屋
で

売
っ
て
い
た
物
の
写
真
を

大
き
く
し
て
、
見
て
も
ら

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま

た
、
昔
の
遊
び
歌
「
ず
い

ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」

「
花
い
ち
も
ん
め
」
な
ど
も
動
作
も
交
え
て
行
う
と
良
い
。

（
写
真
九

花
い
ち
も
ん
め
）

九
、
地
元
の
素
材
を
活
用
す
る

郷
土
資
料
や
地
元
の
誰
で
も
知
っ
て
い
た
り
、
行
っ
た
こ
と

の
あ
る
場
所
、
近
く
の
名
所
な
ど
に
ま
つ
わ
る
、
話
や
写
真
、

絵
は
が
き
な
ど
を
紹
介
す
る
と
良
い
。
例
え
ば
浅
草
寺
の
絵
葉

写真９ 花いちもんめ

書
、
と
う
き
ょ
う
ス
カ
イ
ツ
リ－

の
写
真
、
ス
カ
イ
ツ
リ－

か

ら
の
富
士
山
等
々
。

（
写
真
十

東
京
ス
カ
イ
ツ

リ－

か
ら
見
え
る
富
士
山
）

十
、
実
物
を
見
て
も
ら
う

紙
芝
居
や
絵
本
の
中
に
出

て
く
る
物
の
実
物
を
見
て
も

ら
っ
て
か
ら
話
を
始
め
る
と

効
果
的
。

風
の
又
三
郎
の
中
に
出
て

く

る

歌

の

「

青

い

ク

ル

ミ
」
、
紙
芝
居
「
ス
ス
キ
ミ
ミ
ズ
ク
」
な
ど
。
「
め
ぐ
ろ
の
サ

ン
マ
」
を
読
む
前
に
冷
凍
サ
ン
マ
を
持
っ
て
き
て
見
せ
た
読
み

手
も
い
た
。

ま
た
「
ど
ん
ぐ
り
こ
ろ
こ
ろ
」
の
歌
を
歌
う
前
に
ド
ン
グ
リ

を
見
て
も
ら
い
、
何
の
木
の
ド
ン
グ
リ
か
当
て
て
も
ら
う
こ
と

も
で
き
る
。

（
た
だ
し
、
ド
ン
グ
リ
の
よ
う
に
認
知
症
の
方
が
た
べ
も
の
と

間
違
え
て
口
に
入
れ
て
し
ま
う
可
能
の
あ
る
小
さ
い
も
の
に
つ

い
て
は
、
直
接
手
渡
し
す
る
場
合
に
は
充
分
気
を
つ
け
る
必
要

写真10 富士山
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が
あ
る
。
以
前
羽
子
板
の
先
に
付
け
る
黒
い
球
、
ム
ク
ロ
ジ
の

実
を
袋
に
入
れ
て
持
っ
て
行
っ
て
見
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
手
に
持
っ
た
方
か
ら
職
員
が
慌
て
て
回
収
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
経
験
に
よ
る
。
）

ま
た
風
の
又
三
郎
に
つ
い
て
の
話
で
初
め
に
出
て
く
る
歌

ど
っ
ど
ど

ど
ど
う
ど

ど
ど
う
ど

ど
ど
う

青
い
く
る
み
も
吹
き
と
ば
せ

す
っ
ぱ
い
く

ゎ
り
ん
も
ふ
き
と

ば
せ

ど
っ
ど
ど

ど
ど
う
ど

ど
ど

う
ど

ど
ど
う

を
大
き
な
活
字
で

紙
に
印
刷
し
て
配

り
、
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
か
尋
ね
る

と
昔
映
画
で
見
た

と
い
う
方
が
お
ら
れ
た
。
一
九
四
〇
年
制
作
の
片
山
明
彦
主
演

の
映
画
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
緑
の
果
肉
に
包
ま
れ
た
オ
ニ
グ

写真11 風の又三郎の話と歌

ル
ミ
の
実
が
何
の
実
か
分
か
っ
た
方
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
写
真
十
一

風
の
又
三
郎
の
話
と
緑
の
紙
に
印
刷
し
た
歌
）

）十
一
、
負
の
記
憶
に
注
意
す
る

生
き
て
こ
ら
れ
た
中
で
負
の
記
憶
を
持
っ
て
い
る
方
が
お
ら

れ
る
。
今
で
も
津
波
の
映
像
が
テ
レ
ビ
で
映
る
前
に
は
「
こ
の

後
津
波
の
映
像
が
流
れ
ま
す
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
表
示
さ
れ

る
。以

前
、
火

事
を
体
験
し

た
方
が
街
頭

紙
芝
居
の
火

が
燃
え
盛
る

場
面
を
見
て

火
事
を
思
い

出
し
て
恐
く

な
っ
た
と
話

さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。
空

襲
、
地
震
、

写真12 街頭紙芝居
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津
波
、
火
事
な
ど
を
連
想
さ
せ
る
絵
や
話
を
含
む
作
品
を
取
り

上
げ
る
場
合
に
は
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
（
写
真
十
二

街
頭
紙
芝
居
の
火
の
燃
え
盛
る
場
面
）

十
二
、
プ
ラ
イ
バ
シ－

を
尊
重
す
る

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ－

に
関
す
る
話
を
お
話
し
会
の
み
ん
な

の
前
で
す
る
の
は
避
け
る
。
親
し
み
を
込
め
た
つ
も
り
で
話
し

か
け
て
も
、
相
手
が
ど
う
受
け
止
め
る
か
、
み
ん
な
に
前
で
話

さ
れ
る
こ
と
を
ど
う
思
う
か
分
か
ら
な
い
。

例
え
ば
「
お
孫
さ
ん
は

何
人
で
す
か
？
」
「
ど
ん

な
お
仕
事
を
な
さ
っ
て
い

た
の
で
す
か
？
」
「
家
は

お
近
く
で
す
か
？
」
等

々
。た

だ
し
、
お
話
し
会
の

前
後
に
個
人
的
に
話
し
か

け
ら
れ
た
と
き
は
そ
の
限

り
で
は
な
い
。
（
傾
聴
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
が
あ
っ
て
、
話
し
た
い
高
齢
者
が
お
ら
れ
る
こ

写真13 和服で大相撲の写真を見る

と
も
事
実
で
あ
る
が
）

十
三
、
服
装
に
気
を
付
け
る
（
黒
ず
く
め
は
避
け
る
、
着
物
は

人
気
）

昔
、
黒
の
ジ
ャ－

ジ
の
上
下
を
い
つ
も
着
て
高
齢
者
施
設
に

行
っ
て
い
た
と
き
、
「
何
で
、
い
つ
も
黒
い
服
を
着
て
く
る
の

だ
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
同
日
の
午
前
中
、
乳
幼
児

向
け
お
話
し
会
で
会
場
設
置
と
片
付
け
が
重
労
働
の
た
め
動
き

や
す
い
黒
の
ジ
ャ

ー

ジ

を

着

て

お

り
、
そ
の
ま
ま
午

後
高
齢
者
施
設
に

行
っ
て
い
た
）

出
来
れ
ば
明
る

い
色
や
違
和
感
の

な
い
服
装
で
お
話

し
を
行
っ
た
方
が

良
い
だ
ろ
う
。

着
物
を
着
て
来

て
下
さ
る
読
み
手

の
方
が
い
た
が
、
着
物
の
柄
や
帯
に
興
味
を
持
っ
て
話
し
か
け

写真14 手品
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て
く
る
方
も
い
た
。

（
写
真
十
三

和
服
で
大
相
撲
の
写
真
を
見
て
貰
う
）

十
四
、
手
品
な
ど
の
余
興
も
出
来
れ
ば
良
い

一
時
ア
マ
チ
ュ
ア
の
手
品
師
の
方
が
来
て
下
さ
っ
て
い
た
こ

と
が
あ
り
好
評
だ
っ
た
。
我
々
も
簡
単
な
手
品
を
教
え
て
い
た

だ
い
て
他
の
施
設
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
写
真
十
四

毎

月
手
品
を
し
て
下
さ
っ
た
Ｍ
さ
ん
）

ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
物
売
り
の
声
「
タ
ケ
ヤ－

サ
オ
ダ
ケ
」

「
キ
ン
ギ
ョ－

エ

キ
ン
ギ
ョ
」
「
イ－

シ
ヤ
キ－

モ－

」
等

々
を
演
じ
て
下
さ
っ

た
方
も
い
た
。

一
度
プ
ロ
の
幇
間

の
方
が
民
謡
や
歌
を

三
味
線
の
伴
奏
付
で

歌
っ
て
下
さ
り
、
そ

の
後
い
ろ
い
ろ
な
芸

を
披
露
し
て
下
さ
っ

た

こ

と

も

あ

る

。

（
写
真
十
五

悠
玄

亭
玉
さ
ん
の
余
興
）

写真15 悠玄亭玉さん

十
五
、
大
活
字
本
や
拡
大
写
本
、
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
図
書
な
ど
を
紹

介
す
る

図
書
館
に
は
様
々
な
高
齢
者
向
け
の
資
料
が
あ
る
が
余
り
知

ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
大
き
な
文
字
の
本
（
大
活
字
本
、
拡
大

写
本
）
や
デ
イ
ジ－

録
音
図
書
・
市
販
の
文
芸
Ｃ
Ｄ
な
ど
耳
で

聞
け
る
資
料
の
あ
る
こ
と
を
Ｐ
Ｒ
出
来
る
と
良
い
。
希
望
が
あ

れ
ば
訪
問
の
際
に
リ
ク
エ
ス
ト
さ
れ
た
資
料
を
持
っ
て
行
け
れ

ば
良
い
だ
ろ
う
。
（
写
真
十
六

拡
大
写
本
を
紹
介
す
る
）

以
上
十
五
の
方
法
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
が
、
ま

だ
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
な

い
部
分
も
多
く
、
今
後
よ

り
分
か
り
や
す
く
し
よ
う

と
思
っ
て
い
る
。
感
想
や

意
見
な
ど
が
あ
っ
た
ら
是

非
寄
せ
て
頂
き
た
い
。

写真16 拡大写本を紹介
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漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

詩
経
よ
り

王
風

采
葛

ノ

ラ
ン

ヲ

レ
バ

ハ
ザ

彼

采
レ

葛

兮

一

日

不
レ

見

シ

ノ

如
二

三

月
一

兮

ノ

ラ
ン

ヲ

レ
バ

ハ
ザ

彼

采
レ

蕭

兮

一

日

不
レ

見

シ

ノ

如
二

三

秋
一

兮

ノ

ラ
ン

ヲ

レ
バ

ハ
ザ

彼

采
レ

艾

兮

一

日

不
レ

見

シ

ノ

如
二

三

歳
一

兮

し
ょ
う
（
せ
う
）

蕭

カ
ワ
ラ

ヨ

モ

ギ

か

か

つ

艾が
い

葛
ク

ズ

ヨ
モ
ギ

モ
グ
サ

采

葛

さ
い
か
つ

彼
の
葛
を
采
ら
ん

一
日
見
わ
ざ
れ
ば

三
月
の
如
し

か
の
か
つ
を
と
ら
ん

い
ち
じ
つ
あ
わ
ざ
れ
ば

さ
ん
げ
つ
の
ご
と
し

彼
の
蕭
を
采
ら
ん

一
日
見
わ
ざ
れ
ば

三
秋
の
如
し

か
の
し
ょ
う
を
と
ら
ん

い
ち
じ
つ
あ
わ
ざ
れ
ば

さ
ん
し
ゅ
う
の
ご
と
し

彼
の
艾
を
采
ら
ん

一
日
見
わ
ざ
れ
ば

三
歳
の
如
し

か
の
が
い
を
と
ら
ん

い
ち
じ
つ
あ
わ
ざ
れ
ば

さ
ん
さ
い
の
ご
と
し

采
＝
採
に
同
じ
。
摘
み
と
る
。

け
い
兮
＝
韻
文
の
句
中
や
句
末
に
置
か
れ
、
語
勢
を
示
す
。

訓
読
で
は
読
ま
な
い
。

ク
ズ
や
ヨ
モ
ギ
を
採
り
に(

と
い
う
口
実
で)

出
か
け

た
が
、
彼
に
は
会
え
ず
、
一
日
が
ま
る
で
三
月
（
み
つ
き
）

の

よ
う
、
ま
る
で
三
秋(

９
カ
月)

の
よ
う
、
ま
る
で
三
年
の

よ
う
に
長
く
思
わ
れ
る
。
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采 葛

彼 ノ 采 ラン 葛 ヲ 兮 一 日不 レ

バ 見 ハ 如 シ 三 月 ノ 兮

彼 ノ 采 ラン 蕭 ヲ 兮 一 日不 レ

バ 見 ハ 如 シ 三 秋 ノ 兮

彼 ノ 采 ラン 艾 ヲ 兮 一 日不 レ

バ 見 ハ 如 シ 三 歳 ノ 兮

『詩経』 中国最古の詩集。周の時代を中心とする紀元前11世紀
～前6世紀ごろの詩３０５篇が採録されている。漢の武帝の時に五経
のひとつとされ、重んじられた。
詩は、風（ふう）・雅（が）・頌（しょう）に分けられ、風は民間

の歌謡に由来すると思われるものが多い。
風（国風ともいう）は、さらに１５の地方にわけられ、「王風」は

東周の王都（洛陽）を中心とする地域の詩である。

詩の解釈
詩経は長い歴史の間に様々な解釈がなされてきた。
儒家では、各詩に付された前書き（詩序）の解釈を絶対のものとし、

ふつうに恋愛詩と思われるような詩も、別の内容を持つものとされた。

「采葛」は詩序に「 讒 （讒 言）を 懼 れている」とあり、留守中
ざん ざんげん おそ

に上司に告げ口をされて失脚するのを心配しているとする。

近代では詩序の解釈に縛られることなく、詩のうたわれた当初に立
ち返り、自由な解釈と鑑賞をするようになった。さらに宗教学や民俗
学の知見も加わり、当時の社会や風習とのかかわりが研究されている。

「采葛」は、恋愛詩とも集団での草つみ歌とも解されるが、葛・蕭・
艾の植物を神事にかかわるものとして、春の神を迎える歌とみることが
できる。

参照図書＿新書漢文大系「詩経」石川忠久著・福本郁子編（明治書院）
「詩経の鑑賞」村山□廣（二玄社） 他
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ご
報
告
と
ご
案
内

昨
年
度
（
二
〇
二
三
年
・
令
和
五
年
度
）
の
、
横
浜
市
立
中

央
図
書
館
へ
の
納
入
書
と
し
て
製
作
し
ま
し
た
漢
点
字
訳
書

は
、
『
古
事
記
』
の
下
巻
と
、
三
分
冊
で
す
。
三
月
中
旬
に
は

納
入
を
完
了
し
ま
し
た
。

会
員
の
皆
様
に
は
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
も
、
そ
の
『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』
に
収
め
て
ご
ざ
い
ま

す
中
か
ら
、
一
句
の
項
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
「
秋
深
し
」
の
句

と
そ
の
解
説
で
す
。

秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ

（
笈
日
記
）

【
考
】

元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
秋
の
作
。
季
語
は

「
秋
」
で
秋
。
元
禄
八
年
刊
行
の
底
本
に
載
る
も
の
で
、
大
阪

滞
在
中
の
同
七
年
九
月
二
八
日
に
作
ら
れ
た
句
で
あ
る
。
底
本

に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
畦
止
（
け
い
し
）
亭
で
句
会
が
あ
り
、
次

の
日
の
夜
に
予
定
さ
れ
て
い
た
芝
柏
（
し
は
く
）
亭
の
句
会
の

発
句
と
し
て
作
ら
れ
た
。
た
だ
し
こ
の
翌
日
の
二
九
日
か
ら
芭

蕉
は
泄
痢
（
せ
つ
り
）
に
悩
ま
さ
れ
て
病
床
に
つ
き
、
そ
の
ま

ま
次
第
に
病
状
が
重
く
な
っ
て
一
〇
月
一
二
日
に
死
没
し
て
い

る
か
ら
、
芝
柏
亭
の
句
会
は
中
止
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
解
】

秋
も
す
っ
か
り
深
ま
っ
た
夜
、
隣
の
家
か
ら
か
す

か
に
物
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
隣
の
人
は
何
を
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
、
の
意
。
夜
と
は
い
っ
て
い
な
い
が
夜
の
情
景
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
も
人
が
寝
静
ま
っ
た
頃
で
あ
ろ
う
。
普
通
な
ら
物
音

が
す
る
は
ず
の
な
い
夜
更
け
に
、
か
す
か
な
物
音
が
聞
こ
え
た

の
で
、
こ
ん
な
夜
更
け
に
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
隣
の

人
へ
の
関
心
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
中
略
）

【
評
】

こ
の
句
は
芝
柏
亭
の
句
会
の
発
句
と
し
て
作
ら
れ

た
も
の
だ
か
ら
、
挨
拶
の
意
図
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
に
な
る
が
、
挨
拶
の
意
図
を
読
み
取
る
べ
き
だ
と
い
う

見
解
は
な
い
。
「
挨
拶
の
心
を
ど
う
読
む
か
は
一
つ
の
問
題

点
」
だ
と
い
う
『
全
句
』
に
し
て
も
、
「
挨
拶
の
意
は
淡
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
諸
家
の
解
釈
の
基
調
は
隣
の
家
で
は
物
音
一

つ
し
な
い
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
「
壁
ご
し
の
物
音
」
が
き
っ

か
け
で
こ
の
句
が
出
来
た
と
い
う
『
安
東
芭
蕉
』
の
見
解
は
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
隣
を
意
識
し
た
の
は
、
何
も
聞
こ
え
て
こ

な
い
か
ら
で
は
な
く
、
隣
か
ら
何
か
が
聞
こ
え
て
き
た
か
ら
だ

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
『
安
東
芭
蕉
』
の
見
解
は
説
得

力
が
あ
る
。
た
だ
し
「
壁
ご
し
の
物
音
」
と
限
定
す
る
必
要
は

な
か
ろ
う
。
ま
た
こ
の
句
を
「
軽
み
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
て

い
る
『
明
治
講
座
』
の
見
解
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
句
が
作
ら
れ
た
以
前
に
お
い
て
、
芭
蕉
が
之
道
亭
に
滞
在

し
た
確
証
は
見
当
た
ら
な
い
。

［
田
中
善
信
］
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Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： okada_tr_eib@ybb.ne.jp

横浜漢点字羽化の会 ＵＲＬ：http://www.ukanokai-web.jp/
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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
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今
号
で
山
内
様
の
「
高
齢
者

施
設
で
の
お
話
し
会
」
か
ら
、

話
し
手
は
、
高
齢
者
が
ど
う
し
た
ら
興
味
を
持
っ
て
、

話
を
き
こ
う
と
す
る
か
、
話
し
方
を
工
夫
し
て
い
る
よ

う
で
す
。
例
え
ば
、
道
具
や
現
物
を
利
用
し
た
り
、
専

門
家
に
お
願
い
し
た
り
、
人
を
変
え
、
品
を
変
え
る
試

み
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
前

々
回
の
「
障
害
者
の
子
供
さ
ん
に
読
み
聞
か
せ
す
る
」

の
と
基
本
は
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

興
味
を
持
た
せ
る
話
し
方
は
、
常
に
努
力
・
工
夫
す

る
こ
と
で
あ
る
。
障
害
者
、
高
齢
者
に
か
か
わ
ら
ず
誰

に
対
し
て
も
、
話
を
聞
い
て
も
ら
い
、
興
味
を
持
っ
て

も
ら
い
、
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
ど
う
進
め
る
か
考

え
実
践
す
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
と
改
め
て
感
じ
ま
し

た
。こ

の
春
、
桜
を
楽
し
ま
れ
ま
し
た
か
。
開
花
す
る
時

期
に
寒
く
な
っ
た
り
暑
く
な
っ
た
り
、
大
雨
・
強
風
に

な
っ
た
り
と
、
天
候
が
定
ま
ら
ず
今
年
は
難
し
い
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
横
浜
の
三
ツ
池
公
園
で
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
や
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
な
ど
そ
れ
な
り
に
楽
し
め

ま
し
た
。

宮
澤
義
文

編

集

後

記


