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顧
み
て

（
二

）
岡
田

健
嗣

四今
回
は
私
の
極
私
的
な
当
時
の
情
況
か
ら
お
話
を
始
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
ろ
う
か
と
い
う
こ
ろ
、
私
も
生
活
の
基

盤
を
固
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
独
立
に
踏
み
切
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
俄
然
身
辺
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し

た
。
そ
の
た
め
に
一
年
ほ
ど
は
、
漢
点
字
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
生

活
を
送
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
少
し
ず
つ
生
活
の
ペ
ー
ス
が
整

っ
て
来
ま
す
と
、
何
か
物
足
り
な
い
も
の
を
覚
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
何
が
物
足
り
な
か
っ
た
の
か
と
思
い
返
し
ま
す

と
、
折
角
何
と
か
終
了
し
た
当
用
漢
字
の
漢
点
字
の
習
得
も
、

こ
の
ま
ま
で
は
使
わ
な
い
ま
ま
に
何
れ
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
危
虞
を
抱
い
て
い
た
か
ら
の
よ
う
に
思
い
ま

す
。

通
信
教
育
を
受
講
し
て
い
た
こ
ろ
は
、
川
上
先
生
と
も
お
手

紙
の
や
り
取
り
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
受
講
を
終
え
ま
す
と
、

毎
日
の
生
活
に
追
わ
れ
て
、
個
人
的
な
お
話
を
す
る
こ
と
も
な

く
な
り
ま
し
た
し
、
年
三
回
か
四
回
送
ら
れ
て
来
る
『
新
星
通

信
』
と
い
う
漢
点
字
版
の
日
本
漢
点
字
協
会
の
機
関
誌
を
読
む

こ
と
だ
け
が
で
き
る
こ
と
と
い
う
、
先
生
と
の
間
も
、
細
々
と

繋
が
り
を
保
つ
の
が
や
っ
と
と
い
う
状
態
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

川
上
先
生
は
、
漢
点
字
の
普
及
に
当
た
り
、
ど
う
い
う
こ
と

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
『
新
星
通
信
』

の
誌
上
で
語
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
私
自
身
も
そ
の
ご
見
解

に
、
原
則
と
し
て
は
異
議
を
挟
む
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
伺

っ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
川
上
先
生
の
漢
点
字
の
普
及
の
方
法
を
、
私
の
言
葉
に

置
き
換
え
て
記
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
多
く
の

視
覚
障
害
者
に
、
漢
点
字
を
習
得
し
て
も
ら
う
、
そ
れ
は
こ
れ

ま
で
行
っ
て
来
た
通
信
教
育
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行

う
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
漢
点
字
を
生
か
す
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
漢
点
字
を
文
字
と
し
て
生
か
す
た
め
に
は
、
漢
点
字
を

習
得
し
た
視
覚
障
害
者
に
、
漢
点
字
で
表
さ
れ
た
書
物
を
読
ん
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で
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
多
く
の
書
物
を
読
む
こ
と
で
、
そ
こ

か
ら
知
識
を
得
る
こ
と
と
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
考
え
方
の

プ
ロ
セ
ス
を
推
し
進
め
て
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
し
、

そ
れ
が
最
も
大
事
な
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
川
上
先
生
は
、
い
た
だ
い
た
お
手
紙
の
中
に
、
沢
山

本
を
読
ん
で
、
「
思
想
を
豊
か
に
し
て
欲
し
い
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
先
生
の
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
漢
点
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
育
成
と
、
漢
点
字
書
の
製
作
で
し
た
。

製
作
さ
れ
た
漢
点
字
書
は
、
『
新
星
通
信
』
に
紹
介
さ
れ

て
、
点
字
図
書
館
と
同
様
の
方
法
で
、
郵
送
で
貸
し
出
さ
れ
ま

し
た
。

私
も
何
冊
か
お
借
り
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

今
そ
の
読
書
の
印
象
を
記
し
ま
す
と
、
大
変
驚
い
た
こ
と
を

思
い
出
し
ま
す
。
私
達
視
覚
障
害
者
の
読
書
と
申
し
ま
す
と
、

そ
れ
ま
で
は
、
カ
ナ
点
字
で
書
か
れ
た
点
字
書
を
触
読
す
る

か
、
あ
る
い
は
音
訳
者
の
方
が
読
み
上
げ
て
音
訳
さ
れ
た
も
の

の
録
音
図
書
を
聴
読
す
る
と
い
う
方
法
で
し
た
。
そ
れ
ら
は
、

基
本
的
に
は
話
し
言
葉
の
音
声
に
沿
っ
た
音
（
カ
ナ
）
で
表
さ

れ
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
川
上
先
生
の
お
作
り
に
な
っ
た
漢
点
字
書
は
、
た

と
え
ば
明
治
の
作
家
で
あ
る
國
木
田
独
歩
の
短
編
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
独
歩
の
書
い
た
当
時
そ
の
ま
ま
に
旧
仮
名
遣
い

で
書
か
れ
た
も
の
で
し
た
。
「
旧
仮
名
遣
い
」
、
不
思
議
な
お

話
で
す
が
、
私
に
は
大
変
新
鮮
な
体
験
だ
っ
た
の
で
し
た
。
お

話
に
は
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
旧
仮
名
と
い
う
の
は
大
変
読

み
難
い
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
初
め
て
触
れ

た
印
象
は
、
日
本
語
の
本
来
の
姿
に
接
し
た
思
い
が
し
た
こ
と

を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
私
が
こ
う
し
て
書
い
て

い
る
現
在
の
文
章
は
、
ど
こ
か
雑
な
、
荒
い
も
の
に
思
わ
れ
て

も
来
ま
し
た
。
現
代
の
仮
名
遣
い
で
「
思
う
」
「
言
う
」
と
書

く
と
こ
ろ
を
、
旧
仮
名
遣
い
で
は
「
思
ふ
」
「
言
ふ
」
と
書
き

ま
す
。
現
代
の
送
り
仮
名
で
は
「
あ
い
う
え
お
」
を
使
う
と
こ

ろ
を
、
旧
仮
名
遣
い
で
は
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
が
用
い
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
原
則
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
現
代
で
は
「
い

・
え
」
で
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
「
ゐ
・
ゑ
」
が
使
わ
れ
る
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
に
実
際
に
接
し
て
み
ま

す
と
、
現
在
で
は
特
別
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
嘗
て

は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
意
味
、
懐
か

し
さ
の
よ
う
な
も
の
と
と
も
に
理
解
さ
れ
て
来
る
よ
う
に
感
じ
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ら
れ
た
の
で
し
た
。

旧
仮
名
遣
い
の
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
現
在
で
は
既
に
分
か
ら

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
嘗
て
電
報
の
文
字
を
誤
り
な
く
伝

え
る
た
め
に
、
カ
ナ
の
音
を
一
つ
一
つ
分
け
て
伝
え
る
と
い
う

こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
「
お
」
は
「
お
お
さ
か
（
大

阪
）
の
お
」
、
「
と
」
は
「
と
う
き
や
う
（
東
京
）
の
と
」
、

「
な
」
は
「
な
ご
や
（
名
古
屋
）
の
な
」
と
い
う
よ
う
に
言
わ

れ
る
も
の
で
す
。
多
く
は
地
名
を
利
用
し
た
よ
う
で
す
が
、

「
ゆ
」
は
「
ゆ
み
や
（
弓
矢
）
の
ゆ
」
、
「
る
」
は
「
る
す
ば

ん
（
留
守
番
）
の
る
」
、
「
れ
」
は
「
れ
ん
げ
（
紫
雲
英
）
の

れ
」
と
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
最
後
の
方
に
あ
る
「
を
」
が
、
「
を
は
り
の
を
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
こ
の
「
を
は
り
」
と
は
何
の
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
旧
仮
名
遣
い
の
知
識
が
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
語

で
す
。
当
て
ら
れ
て
い
た
漢
字
は
「
尾
張
」
で
し
た
。
名
古
屋

を
中
心
と
し
た
地
域
の
旧
国
名
で
す
。
こ
の
「
尾
」
の
訓
読
の

「
お
」
が
、
旧
仮
名
遣
い
で
は
「
を
」
と
な
っ
て
い
て
、
旧
仮

名
遣
い
が
一
般
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
は
こ
の
こ
と
は
常
識
と
さ
れ

て
い
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
常
識
が
、
現

在
で
は
既
に
通
用
し
な
く
な
っ
て
、
発
音
の
音
で
「
お
わ
り
の

お
」
と
言
わ
れ
て
「
を
」
を
頭
に
浮
か
べ
る
こ
と
は
困
難
に
な

っ
て
い
る
の
が
現
在
で
は
常
態
で
す
。
「
男
（
を
と
こ
）
・
女

（
を
ん
な
）
・
鼻
緒
（
は
な
を
）
」
な
ど
と
、
元
々
は
「
尾
」

以
外
に
も
「
を
」
で
表
さ
れ
る
「
お
」
の
音
は
多
数
あ
り
ま
し

た
が
、
現
在
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。私

達
視
覚
障
害
者
は
、
発
音
に
従
っ
た
音
で
表
さ
れ
た
カ
ナ

点
字
し
か
知
ら
な
か
っ
た
の
と
、
「
お
わ
り
の
お
」
が
「
を
は

り
の
を
」
で
、
そ
の
「
を
は
り
」
が
「
尾
張
」
で
あ
る
こ
と
も

知
ら
な
い
ま
ま
に
、
し
か
も
耳
に
は
入
っ
て
来
て
い
た
の
で
、

意
味
を
理
解
で
き
ぬ
ま
ま
に
「
そ
ん
な
も
の
か
」
と
受
け
入
れ

ざ
る
を
得
な
い
状
態
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
よ
う

に
し
て
私
は
、
初
め
て
独
歩
の
短
編
に
触
れ
て
、
初
め
て
旧
仮

名
遣
い
に
触
れ
て
、
こ
れ
が
「
温
故
知
新
」
と
い
う
こ
と
か

と
、
微
か
な
が
ら
も
納
得
し
た
思
い
を
抱
き
ま
し
た
。
歴
史
の

厚
み
を
旧
仮
名
遣
い
に
触
れ
る
こ
と
で
実
感
し
た
よ
う
に
思
い

ま
す
し
、
歴
史
は
断
絶
さ
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ

た
思
い
を
し
た
の
で
し
た
。

序
で
に
申
せ
ば
「
を
は
り
の
を
」
は
「
尾
張
」
で
す
が
、
発

音
の
音
で
「
お
わ
り
の
お
」
と
耳
に
し
ま
す
と
、
私
達
は
ま
ず



- 4 -

は
「
終
わ
り
」
と
受
け
止
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
間
違
い
な
く
間
違
い
な
の
で
す
が
、
こ
の
「
終
わ

り
」
を
旧
仮
名
遣
い
で
書
き
ま
す
と
、
「
を
は
り
」
と
な
り
ま

す
。
大
変
奥
の
深
い
こ
と
と
思
わ
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
現

在
で
も
、
助
詞
で
は
「
は
・
へ
・
を
」
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す

し
、
発
音
に
従
っ
た
表
記
を
標
榜
し
て
い
る
カ
ナ
点
字
も
、
助

詞
の
「
を
」
は
「
を
」
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
も
、

一
貫
し
切
れ
な
い
何
か
を
垣
間
見
る
思
い
が
し
ま
す
。

さ
て
こ
こ
で
、
一
言
白
状
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
。

こ
う
し
て
川
上
先
生
は
漢
点
字
書
を
多
数
お
作
り
に
な
っ
て

漢
点
字
を
使
用
す
る
視
覚
障
害
者
に
貸
し
出
し
す
る
活
動
を
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
私
は
よ
い
読
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
に
は
、
「
本
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
の
前
に
、

「
読
み
た
い
」
と
い
う
一
語
を
置
か
な
け
れ
ば
、
落
ち
着
き
が

悪
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と

に
、
『
新
星
通
信
』
に
紹
介
さ
れ
る
漢
点
字
書
に
は
、
な
か
な

か
「
読
み
た
い
」
と
思
わ
せ
る
本
を
見
出
だ
せ
ま
せ
ん
で
し

た
。
勢
い
先
生
へ
の
ご
連
絡
も
間
遠
に
な
っ
て
、
空
間
的
ば
か

り
で
な
く
時
間
的
に
も
距
離
を
置
く
結
果
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

五一
九
八
〇
年
代
当
時
、
私
は
漢
点
字
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
漢
点
字
書
を
読
む
と
い
う
こ

と
は
ほ
ん
の
僅
か
で
し
た
。
従
っ
て
漢
点
字
を
読
む
こ
と
か
ら

何
か
を
得
た
と
い
う
こ
と
も
、
ほ
ん
の
僅
か
と
い
う
こ
と
が
言

え
ま
す
。

そ
の
代
わ
り
と
申
し
ま
す
か
、
そ
れ
に
代
わ
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
が
後
に
分
か
る
の
で
す
が
、
音
訳
書
を
貪
る
よ
う
に

聴
読
し
ま
し
た
。
音
訳
さ
れ
て
い
て
、
私
の
興
味
を
惹
く
音
訳

書
を
、
手
当
た
り
次
第
借
り
出
し
て
、
聴
読
し
ま
し
た
。
人
生

の
時
期
と
し
て
は
か
な
り
遅
く
は
あ
り
ま
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る

乱
読
こ
れ
努
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
読
書
と
言
う
に

は
、
こ
の
こ
ろ
仕
込
ん
だ
読
書
の
経
験
が
、
現
在
の
私
の
財
産

と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
読
書
の
総
量
と
し
て
は
極

僅
か
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
書
物
の
選
択
と
聴
読
に
は
、

力
を
緩
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
記
憶
し
ま

す
。
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八
〇
年
代
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
こ
ろ
、
私
達
視
覚
障
害
者

の
周
辺
に
も
音
声
で
画
面
を
読
み
上
げ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
開

発
さ
れ
始
め
て
、
パ
ソ
コ
ン
が
普
及
し
始
め
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
が
、
私
達
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、
極
め
て
大
き
な
意
味
を

持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
漢
点
字
の
普
及
が
現
在
も
遅
々
と

し
て
進
ま
な
い
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
一
つ
の
因
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
視

覚
障
害
者
の
間
に
パ
ソ
コ
ン
が
普
及
す
る
こ
と
は
、
視
覚
障
害

者
の
言
語
活
動
の
可
能
性
を
広
げ
た
と
い
う
面
と
と
も
に
、
文

字
の
読
み
書
き
の
安
易
さ
を
も
「
保
証
」
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
側
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
後
ほ
ど
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
達
視
覚
障
害
者
は
、
そ
れ
ま
で
は
文
字
の
世
界
か
ら
疎
外

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
取
り
分
け
わ
が
国
の
文
字
の
情
況
は
、
絶

対
的
な
疎
外
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。
そ
の
疎
外
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
来

た
こ
と
に
重
な
る
事
柄
で
す
。
視
覚
障
害
者
の
使
用
で
き
る
触

読
文
字
に
、
「
漢
字
」
が
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
視

覚
障
害
者
は
、
「
漢
字
」
を
学
ぶ
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
従
っ
て
先
天
の
視
覚
障
害
者
は
、
「
漢
字
」

を
知
ら
な
い
ま
ま
、
一
生
を
送
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た

し
、
現
在
も
そ
の
情
況
は
、
ほ
と
ん
ど
変
化
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
こ
と
は
文
字
を
巡
る
全
て
の
事
柄
に
言
え
る
こ
と
で
、
文
字

を
巡
っ
て
何
が
行
わ
れ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
読
む
こ

と
」
と
「
書
く
こ
と
」
に
集
約
さ
れ
ま
す
。
そ
の
ど
ち
ら
も
が

閉
ざ
さ
れ
て
来
た
の
で
し
た
。

こ
こ
で
欧
米
の
事
情
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

欧
米
で
は
、
一
八
二
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
視
覚
障
害
者
の

ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
、
触
読
文
字
で
あ
る
「
点
字
」
を
開
発
し

ま
し
た
。
現
在
英
語
で
「
点
字
」
の
こ
と
を
“
ｂ
ｒ
ａ
ｉ
ｌ
ｌ

ｅ
”
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
ブ
ラ
イ
ユ
の
名
に
因
ん
で
の
こ
と
で

す
。
こ
の
文
字
は
、
六
つ
の
点
の
組
み
合
わ
せ
で
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
を
表
す
も
の
で
、
そ
の
後
の
各
言
語
に
沿
っ
た
開
発
が
な

さ
れ
て
、
現
在
で
は
話
し
言
葉
と
同
じ
速
度
で
音
読
で
き
る
触

読
文
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
一
八
七
四
年
に
、
一
般
の
欧
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

が
開
発
さ
れ
て
、
視
覚
障
害
者
も
、
読
み
返
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
キ
ー
を
打
て
ば
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
が
書
け
る
と
い
う
情
況
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
点
字
で
あ

れ
ば
自
分
で
読
む
こ
と
が
で
き
、
読
み
返
す
こ
と
は
で
き
な
く

と
も
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
文
字
が
書
け
る
と
い
う
情
況
が
、

わ
が
国
と
は
言
語
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
わ
が
国
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よ
り
一
早
く
訪
れ
た
の
で
し
た
。
私
も
英
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

で
英
文
を
書
い
て
、
何
と
か
先
方
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

成
立
さ
せ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。

振
り
返
っ
て
わ
が
国
で
は
、
「
日
本
語
の
特
殊
性
」
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
、
川
上
先
生
に
よ
っ
て
「
漢
点
字
」
が
開
発

さ
れ
る
ま
で
、
視
覚
障
害
者
は
、
日
本
語
の
表
記
の
中
心
的
な

文
字
で
あ
る
「
漢
字
」
を
、
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
「
漢
点
字
」
の
登
場
で
、
や
っ
と
視
覚
障
害
者
の
触
読

文
字
と
し
て
、
「
漢
字
」
の
世
界
が
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に

「
漢
字
」
を
習
得
し
て
、
「
漢
字
」
を
読
む
こ
と
で
、
わ
が
国

の
言
葉
の
世
界
に
、
視
覚
障
害
者
も
参
加
で
き
る
環
境
が
整
っ

た
か
に
見
え
た
の
で
し
た
。

そ
し
て
そ
こ
に
、
音
声
で
操
作
す
る
パ
ソ
コ
ン
が
登
場
し

て
、
自
ら
の
手
で
文
字
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
、
曲
り
形
に
も

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「
曲
り
形
に
も
」
と
は
、
何
を

言
お
う
と
す
る
の
か
と
問
わ
れ
ま
し
ょ
う
か
。

当
時
の
私
は
、
パ
ソ
コ
ン
に
は
あ
ま
り
親
し
み
を
持
て
ず
に

お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
う
こ
と
で
文
字
が
書

け
る
と
い
う
話
を
耳
に
し
て
、
文
字
を
書
き
た
い
一
念
で
、
何

と
か
私
も
パ
ソ
コ
ン
を
使
い
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
ま
ず
試
み

ま
し
た
の
が
、
音
声
ワ
ー
プ
ロ
と
呼
ば
れ
る
ワ
ー
ド
・
プ
ロ
セ

ッ
サ
ー
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
パ
ソ
コ
ン
を
購
入
す
る
こ
と
で
し

た
。
説
明
書
に
従
っ
て
組
み
立
て
て
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
起
動

し
ま
す
と
、
確
か
に
文
字
が
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
、
漢
点
字
の
符
号
を
利
用
し
て
、
一
字
一

字
入
力
す
る
方
式
を
採
用
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
入
力

し
ま
す
と
、
ま
ず
フ
ァ
イ
ル
が
作
ら
れ
て
、
印
字
と
い
う
コ
マ

ン
ド
を
起
動
し
ま
す
と
、
文
字
デ
ー
タ
が
プ
リ
ン
タ
に
送
ら
れ

て
、
紙
に
印
字
さ
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
初
め
て
印
字
に
成
功
し

た
時
は
、
感
動
さ
え
覚
え
ま
し
た
。
私
が
私
自
身
の
力
で
、
機

械
を
頼
っ
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、
初
め
て
文
字
を
書
い
た
の
で

す
か
ら
、
今
で
も
そ
の
感
動
は
忘
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
「
漢
字
」
を
表
す
触
読
文
字
で
あ
る
「
漢
点
字
」

と
、
音
声
ワ
ー
プ
ロ
の
登
場
で
、
視
覚
障
害
者
の
読
み
書
き
の

環
境
は
整
っ
た
と
言
え
た
、
の
で
し
た
が
、
何
故
か
「
漢
点

字
」
は
、
普
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

拙
稿
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
考
え
た
い
と
思
い
書
き
始
め
た

の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
自
身
、
今
改
め
て
自
覚
し
て
臨
も
う

と
し
て
お
り
ま
す
。

つ
づ
く
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離

一
二
六

山
内
薫

障
害
を
め
ぐ
る
条
約
や
法
規
の
現
状
（
四
）

「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
（
三
）

日
本
が
障
害
者
権
利
条
約
を
批
准
し
て
か
ら
十
余
年
が
経
過

し
た
。
障
害
者
権
利
条
約
の
第
三
十
四
条
は
「
障
害
者
の
権
利

に
関
す
る
委
員
会
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
委
員
会
は
障
害
者

権
利
条
約
の
国
際
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
担
う
機
関
と
し
て
設
置

さ
れ
て
い
る
。
委
員
会
は
国
と
そ
の
国
の
障
害
者
団
体
を
は
じ

め
と
す
る
市
民
社
会
団
体
が
提
出
し
た
報
告
書
を
も
と
に
、
障

害
者
権
利
条
約
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
審
査
を
行
う
。

委
員
会
で
は
日
本
が
提
出
し
た
第
一
次
報
告
書
に
つ
い
て
二

〇
二
二
年
八
月
二
二
日
と
二
三
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
検
討

が
行
わ
れ
、
九
月
二
日
の
会
合
で
最
終
見
解
を
採
択
し
、
九
日

に
勧
告
（
総
括
所
見
）
が
出
さ
れ
た
。
次
回
は
二
〇
二
八
年
二

月
二
〇
日
ま
で
に
今
回
の
勧
告
が
国
内
で
ど
の
よ
う
に
実
施
さ

れ
た
か
と
い
う
情
報
も
含
め
た
定
期
報
告
の
提
出
を
求
め
て
い

る
。こ

の
「
日
本
の
第
一
回
政
府
報
告
に
関
す
る
総
括
所
見
」

（
原
文
は
英
語
で
二
〇
二
三
年
一
月
に
公
表
さ
れ
た
日
本
政
府

の
仮
訳
で
は
「
日
本
の
第
一
次
報
告
書
に
対
す
る
最
終
見
解
」

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
日
本
障
害
者
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｊ
Ｄ

Ｆ
）
が
修
正
箇
所
な
ど
を
検
討
し
二
〇
二
三
年
一
〇
月
に
発
表

し
た
仮
訳
の
タ
イ
ト
ル
。
以
下
は
こ
の
仮
訳
に
よ
っ
て
引
用
す

る
。
）
は
、
Ⅰ

序
論
、
Ⅱ

肯
定
的
な
側
面
、
Ⅲ

主
要
分

野
に
お
け
る
懸
念
及
び
勧
告
、
Ⅳ

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
四
つ

で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
Ａ
４
版
一
七
ペ
ー
ジ
の
報
告
書
の
一

五
ペ
ー
ジ
を
Ⅲ
が
占
め
る
。

肯
定
的
な
側
面
で
は
、
「
盲
人
、
視
覚
障
害
者
そ
の
他
の
印

刷
物
の
判
読
に
障
害
の
あ
る
者
が
発
行
さ
れ
た
著
作
物
を
利
用

す
る
機
会
を
促
進
す
る
た
め
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約
」
の
批
准
や

「
障
害
者
情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

施
策
促
進
法
」
な
ど
障
害
者
関
係
の
国
内
法
整
備
、
国
及
び
自

治
体
の
障
害
者
計
画
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

懸
念
及
び
勧
告
は
、
Ａ

一
般
原
則
及
び
義
務
（
第
一
～
四

条
）
、
Ｂ

個
別
の
権
利
（
第
五
～
三
〇
条
）
、
Ｃ

具
体
的

義
務
（
第
三
一
～
三
三
条
）
の
障
害
者
権
利
条
約
の
各
条
項
を

大
き
く
三
つ
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
ま

ず
懸
念
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
懸
念
に
対
す
る
勧
告
が
行
わ
れ
る

と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
。
勧
告
に
つ
い
て
は
英
語
の

成
文
で
も
日
本
語
の
仮
訳
で
も
太
字
で
表
記
し
て
い
る
。

例
え
ば
障
害
者
権
利
条
約
の
第
二
条
定
義
な
ど
を
含
む
「
Ａ
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一
般
原
則
及
び
義
務
（
第
一
～
四
条
）
」
の
は
じ
め
で
は
五

つ
の
懸
念
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
勧
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
（
Ａ

で
は
そ
の
他
に
四
つ
の
懸
念
と
勧
告
が
出
て
い
る
）

「
（
ａ
）
障
害
関
連
の
国
内
法
お
よ
び
政
策
が
、
条
約
の
障
害

の
人
権
モ
デ
ル
と
調
和
し
て
お
ら
ず
、
障
害
者
に
対
す
る
父
権

主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
永
続
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

（
ｂ
）
よ
り
集
中
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
者
及
び
知
的
障
害

者
、
精
神
障
害
者
、
感
覚
障
害
者
の
障
害
手
当
及
び
社
会
的
包

摂
の
た
め
の
制
度
か
ら
の
排
除
を
助
長
す
る
法
規
制
及
び
慣
行

に
亘
る
障
害
の
医
学
モ
デ
ル
（
機
能
障
害
及
び
能
力
評
価
に
基

づ
く
障
害
認
定
及
び
手
帳
制
度
を
含
む
）
の
永
続
。

（
ｃ
）
「m

e
n
t
a
l
l
y
i
n
c
o
m
p
e
t
e
n
t

（
心
神
喪
失
）
」
、
「m

e

n
t
a
l
d
e
r
a
n
g
e
m
e
n
t

（
精
神
錯
乱
）
」
、
「i

n
s
a
n
i
t
y

（
心
神

喪
失
）
」
等
の
侮
蔑
的
な
用
語
及
び
「p

h
y
s
i
c
a
l
o
r
m
e
n
t
a
l

d
i
s
o
r
d
e
r

（
心
身
の
故
障
）
」
に
基
づ
く
欠
格
条
項
等
の
差

別
的
な
法
規
制
。

（
ｄ
）
特
に
、
「i

n
c
l
u
s
i
o
n

」
（
包
容
）
、
「i

n
c
l
u
s
i
v
e

」

（
包
容
す
る
）
、
「c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n

」
（
意
思
疎
通
）
、
「

a
c
c
e
s
s
i
b
i
l
i
t
y

」
（
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
の
容
易

さ
）
、
「a

c
c
e
s
s

」
（
利
用
）
、
「p

a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
i
v
i
n
g
a
r

r
a
n
g
e
m
e
n
t

」
（
特
定
の
生
活
施
設
）
、
「p

e
r
s
o
n
a
l
a
s
s
i
s
t

a
n
c
e

」
（
個
別
の
支
援
）
、
「h

a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n

」
（
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
（
適
応
の
た
め
の
技
能
の
習
得
）
）
等
条
約
上
の
用

語
の
不
正
確
な
和
訳
。

（
ｅ
）
移
動
支
援
、
個
別
の
支
援
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
シ
ス
タ
ン

ス
）
及
び
意
思
疎
通
支
援
を
含
む
、
地
域
社
会
に
お
け
る
障
害

者
へ
の
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
・
支
援
の
提
供
に
お
け
る
地
域
及
び

地
方
自
治
体
間
の
格
差
。
」

こ
の
五
項
目
に
対
す
る
勧
告
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

「
（
ａ
）
障
害
者
、
特
に
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
を
代

表
す
る
団
体
と
の
緊
密
な
協
議
の
確
保
等
を
通
じ
、
障
害
者
が

他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
人
権
の
主
体
で
あ
る
と
認
識

し
、
全
て
の
障
害
者
関
連
の
国
内
法
制
及
び
政
策
を
本
条
約
と

調
和
さ
せ
る
こ
と
。

（
ｂ
）
障
害
認
定
及
び
手
帳
制
度
を
含
め
、
障
害
の
医
学
モ
デ

ル
の
要
素
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
障
害
者
が
、
機
能

障
害
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
に
お
け
る
平
等
な
機
会
及
び
社
会

に
完
全
に
包
容
さ
れ
、
参
加
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
支
援
を

地
域
社
会
で
享
受
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
法
規
制
を

見
直
す
こ
と
。

（
ｃ
）
国
及
び
地
方
自
治
体
の
法
令
に
お
い
て
、
侮
蔑
的
文
言

及
び
「p

h
y
s
i
c
a
l

o
r

m
e
n
t
a
l

d
i
s
o
r
d
e
r

（
心
身
の
故

障
）
」
に
基
づ
く
欠
格
条
項
等
の
法
規
制
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
ｄ
）
本
条
約
の
全
て
の
用
語
が
日
本
語
に
正
確
に
訳
さ
れ
る

こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
ｅ
）
移
動
支
援
、
個
別
の
支
援
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
シ
ス
タ
ン
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ス
）
及
び
意
思
疎
通
支
援
を
含
め
、
地
域
社
会
に
お
い
て
障
害

者
が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
・
支
援
の
提
供
に
お
け
る
地
域
及

び
地
方
自
治
体
間
の
格
差
を
取
り
除
く
た
め
に
、
必
要
な
立
法

上
及
び
予
算
上
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
」

前
回
指
摘
し
た
「
合
理
的
配
慮
」
の
よ
う
に
、
委
員
会
で
は

未
だ
に
侮
蔑
的
な
用
語
を
使
用
し
た
り
、
条
約
上
の
用
語
の
不

正
確
な
日
本
語
訳
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

以
下
三
十
五
の
項
目
に
渡
っ
て
様
々
な
懸
念
と
そ
れ
に
対
す

る
勧
告
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ち
な
み
に
総
括
所
見
の
中
で

「
点
字
」
と
い
う
用
語
が
四
カ
所
出
て
く
る
の
で
そ
の
部
分
を

紹
介
し
た
い
。

「
・
司
法
手
続
の
利
用
の
機
会
（
第
一
三
条
）
の
勧
告

（
ｂ
）
障
害
者
の
全
て
の
司
法
手
続
に
お
い
て
、
本
人
の
機
能

障
害
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
続
上
の
配
慮
及
び
年
齢
に
適
し
た
配

慮
を
保
障
す
る
こ
と
。
こ
れ
に
は
、
配
慮
に
要
し
た
訴
訟
費
用

の
負
担
を
含
む
。
ま
た
、
利
用
し
や
す
い
形
式
で
の
公
式
情
報

及
び
手
続
に
関
す
る
通
信
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
こ
と
。

こ
れ
に
は
情
報
通
信
機
器
、
字
幕
、
自
閉
症
の
人
の
支
援
者
、

点
字
、
わ
か
り
や
す
い
版
（E

a
s
y

R
e
a
d

）
及
び
手
話
言
語
を

含
む
。

・
表
現
及
び
意
見
の
自
由
並
び
に
情
報
の
利
用
の
機
会
（
第
二

一
条
）

（
ｂ
）
点
字
、
盲
ろ
う
通
訳
、
手
話
言
語
、
「

わ
か
り
や
す

い
版
（E

a
s
y

R
e
a
d

）
」
、
平
易
な
言
葉
、
音
声
解
説
、
動
画

の
文
字
起
こ
し
、
字
幕
、
触
覚
、
補
助
的
及
び
代
替
的
な
意
思

疎
通
手
段
の
よ
う
な
、
利
用
し
や
す
い
意
思
疎
通
様
式
の
開

発
、
推
進
、
利
用
の
た
め
の
予
算
を
十
分
に
割
り
当
て
る
こ

と
。

・
教
育
（
第
二
四
条
）

懸
念
（
ｅ
）
ろ
う
児
に
対
す
る
手
話
言
語
教
育
、
盲
ろ
う
児
に

対
す
る
障
害
者
を
包
容
す
る
教
育
（
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
）

を
含
め
、
通
常
の
学
校
に
お
け
る
、
代
替
的
及
び
補
助
的
な
意

思
疎
通
の
様
式
及
び
手
段
の
欠
如
。

に
対
す
る
勧
告

（
ｅ
）
点
字
、
「
わ
か
り
や
す
い
版
（E

a
s
y

R
e
a
d

）
」
、
ろ

う
児
の
た
め
の
手
話
言
語
教
育
等
、
通
常
の
教
育
環
境
に
お
け

る
補
助
的
及
び
代
替
的
な
意
思
疎
通
様
式
及
び
手
段
の
利
用
を

保
障
す
る
こ
と
。
障
害
者
を
包
容
す
る
教
育
（
イ
ン
ク
ル
ー
シ

ブ
教
育
）
環
境
に
お
け
る
ろ
う
文
化
を
推
進
し
、
盲
ろ
う
児

が
、
か
か
る
教
育
を
利
用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
。

・
健
康
（
第
二
五
条
）

（
ｂ
）
保
健
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
、
点
字
、
手
話
言
語
及
び

「
わ
か
り
や
す
い
版
（E

a
s
y

R
e
a
d

）
」
等
、
全
て
の
障
害
者

に
利
用
し
や
す
い
様
式
で
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す

る
こ
と
。
」

ほ
と
ん
ど
の
と
こ
ろ
で
、
点
字
、
わ
か
り
や
す
い
版
、
手
話
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が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
動
画
の
文
字
起
こ
し
」
と
い

う
言
葉
が
初
め
て
出
て
き
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
大
部
な
総
括
所
見
を
勧
告
当
時
障
害
者
権
利
委

員
会
の
副
委
員
長
で
あ
っ
た
石
川
准
氏
が
勧
告
内
容
を
以
下
の

五
点
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
・
代
行
決
定
制
度
を
廃
止
し
て
障
害
者
の
法
の
下
の
平
等
を

確
保
し
、
支
援
型
意
思
決
定
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
（
知
的
障

害
者
な
ど
の
法
的
行
為
能
力
を
制
限
す
る
成
年
後
見
制
度
か

ら
、
法
的
行
為
を
支
援
す
る
支
援
付
自
己
決
定
制
度
へ
の
改

革
）

・
障
害
者
の
強
制
入
院
に
よ
る
自
由
剥
奪
を
認
め
る
す
べ
て
の

法
的
規
則
を
廃
止
す
る
こ
と
、
お
よ
び
本
人
の
同
意
の
な
い
精

神
科
治
療
を
合
法
化
す
る
す
べ
て
の
法
的
条
項
を
廃
止
す
る
こ

と・
障
害
者
の
施
設
収
容
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
の
迅
速
な
措
置
を

と
る
こ
と
、
お
よ
び
障
害
者
が
、
居
住
地
、
ど
こ
で
誰
と
暮
ら

す
か
を
選
択
す
る
機
会
を
持
ち
、
特
定
の
生
活
形
態
で
暮
ら
す

こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
、
自
分
の
生
活
に
対
し

て
選
択
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

・
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
を
受
け
る
権

利
を
認
め
、
す
べ
て
の
障
害
の
あ
る
生
徒
が
、
す
べ
て
の
教
育

レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
合
理
的
配
慮
と
必
要
と
す
る
個
別
支
援
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
質
の
高
い
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
に
関

す
る
国
家
行
動
計
画
を
採
択
す
る
こ
と

・
パ
リ
原
則
を
完
全
に
満
た
す
国
内
人
権
機
関
を
設
立
す
る
こ

と
、
お
よ
び
そ
の
枠
組
み
の
下
で
障
害
者
政
策
委
員
会
の
制
度

的
基
盤
を
強
化
す
る
こ
と
」

（
「
障
害
者
権
利
委
員
会

初
の
総
括
所
見
が
日
本
に
求
め
た

も
の
」
石
川
准

『
世
界
』
二
〇
二
三
年
二
月
号
）

こ
の
五
点
の
内
、
今
後
取
り
組
み
が
期
待
さ
れ
て
い
な
が

ら
、
現
状
と
の
齟
齬
が
明
ら
か
な
の
は
三
番
目
と
四
番
目
つ
ま

り
、
施
設
収
容
の
終
了
と
特
別
支
援
学
校
等
の
廃
止
の
問
題
だ

ろ
う
。

内
閣
府
の
中
に
設
け
ら
れ
て
い
る
障
害
者
政
策
委
員
会
で
も

こ
の
問
題
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
昨
年
の
六
月
に
開
催
さ
れ
た

第
七
九
回
の
議
事
録
で
も
そ
の
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
以

下
い
く
つ
か
の
意
見
を
見
て
み
た
い
。
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
8
.
c
a

o
.
g
o
.
j
p
/
s
h
o
u
g
a
i
/
s
u
i
s
h
i
n
/
s
e
i
s
a
k
u
_
i
i
n
k
a
i
/
k
_
7
9
/
g
i
j
i

r
o
k
u
.
h
t
m
l

）

「
○
安
部
井
聖
子
（
全
国
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
を
守
る

会
）施

設
収
容
を
終
わ
ら
せ
る
、
特
定
の
生
活
形
態
で
暮
ら
す
こ

と
を
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

収
容
に
は
拘
禁
や
身
柄
を
拘
束
し
て
自
由
を
奪
う
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
環
境
に
置
か
れ
て

い
る
人
た
ち
は
、
自
ら
選
択
し
た
生
活
に
移
る
べ
き
だ
と
思
い
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ま
す
。
施
設
に
お
い
て
医
療
や
教
育
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要

と
し
な
い
方
々
に
と
っ
て
は
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
な
ど
の
在
宅
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
生
活
を
送
れ
る
社
会
が
望
ま
し
い
と

思
い
ま
す
。

し
か
し
、
地
域
移
行
、
脱
施
設
化
の
延
長
で
語
ら
れ
る
施
設

不
要
や
廃
止
論
は
、
現
状
と
し
て
施
設
に
よ
っ
て
命
が
守
ら
れ

生
活
で
き
て
い
る
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
命
や
生
活
の
場
が
奪

わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
を
覚
え
ま
す
。

総
括
所
見
で
示
さ
れ
た
特
定
の
生
活
形
態
と
は
、
施
設
そ
の

も
の
の
存
在
を
問
う
も
の
な
の
か
。
障
害
者
の
自
立
性
や
地
域

生
活
へ
の
包
摂
な
ど
の
保
障
を
問
う
も
の
な
の
か
。
ほ
か
に
何

か
解
釈
が
あ
る
の
で
し
た
ら
御
教
示
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
石
川
准
（
障
害
学
会
会
長
）

濃
厚
な
医
療
を
日
常
的
に
必
要
と
し
て
い
る
障
害
者
が
、
現

状
、
も
し
施
設
で
し
か
命
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
で
き
な
い

と
し
た
ら
、
そ
の
施
設
を
廃
止
す
る
と
い
う
の
は
命
を
守
る
こ

と
に
反
す
る
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
少
し
で
も
望
む
形
、
自
分
が
生
活
し

た
い
場
所
や
一
緒
に
暮
ら
し
た
い
人
と
暮
ら
す
こ
と
と
、
濃
厚

な
医
療
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
は
両
立
さ
せ

て
い
き
た
い
。
両
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
諦
め
ず
に
そ
の
目

標
を
立
て
て
、
で
き
る
こ
と
を
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
勧
告
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
た
ち
は
、
未

来
永
劫
、
施
設
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
の
か
ど
う
か
。
そ
の
よ

う
に
諦
め
て
し
ま
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
、
そ
う
で
は
な
い
と
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
と
。
問

題
を
解
決
し
て
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
地
域
で
の
生
活
が
で
き

る
。
家
族
と
の
生
活
が
で
き
、
か
つ
、
医
療
的
ケ
ア
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
こ
れ
は
環
境

整
備
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
直
ち
に
重
症
心
身
障
害
児
施
設
を
閉
め
ろ
な
ど
と
い
う
乱

暴
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
」

「
○
北
川
聡
子
（
日
本
知
的
障
害
者
福
祉
協
会
）

昨
年
、
二
度
イ
タ
リ
ア
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
イ
タ
リ
ア
で

は
九
九
％
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ク
ラ

ス
全
体
で
学
ぶ
こ
と
と
個
別
の
支
援
と
の
両
立
が
き
ち
ん
と
さ

れ
て
い
た
と
い
う
印
象
で
す
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
子
供
が

い
る
と
い
う
こ
と
を
教
室
の
中
で
学
び
合
っ
て
い
る
。
社
会
に

出
る
前
に
教
室
で
学
び
合
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
こ
が
い
い
な

と
思
い
ま
し
た
。
ク
ラ
ス
が
小
さ
か
っ
た
り
、
大
人
の
配
置
が

多
か
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
、
教
育
の

方
法
論
と
し
て
、
大
学
と
か
専
門
学
校
で
と
も
に
学
び
合
え

る
、
学
び
合
う
と
い
う
授
業
の
方
法
論
を
先
生
方
が
四
〇
年
か

け
て
学
ん
で
き
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
の
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教
育
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

日
本
は
ま
だ
そ
う
い
う
教
育
方
法
論
が
な
い
の
で
、
一
緒

か
、
分
離
か
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
を
具
体
的
に
進
め

て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
と
、
共
に
同
じ
教
室
に
い
ろ
い

ろ
な
子
が
い
て
い
い
の
だ
と
い
う
人
権
教
育
を
、
大
人
の
ほ
う

が
大
学
と
か
専
門
学
校
で
学
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
」

ま
た
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
意
見
も

重
要
で
あ
ろ
う
。
」

「
○
曽
根
直
樹
（
日
本
社
会
事
業
大
学
専
門
職
大
学
院
）

第
二
四
条
の
教
育
に
関
し
て
は
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
を
推
進
す
る
と
い
う
こ
と
を
勧
告
し

て
い
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
同
じ
学
校
の
中
で
、
障
害
の
あ
る
子
供

も
障
害
の
な
い
子
供
も
共
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
か
ら
は

主
流
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
中
で
、
虐
待
に
つ
い
て
は
、
障
害

者
虐
待
防
止
法
と
い
う
の
は
障
害
者
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
法
律

で
す
の
で
、
障
害
児
が
虐
待
を
受
け
た
場
合
だ
け
は
通
報
義
務

が
か
か
る
と
い
う
よ
う
な
、
ち
ょ
っ
と
ち
ぐ
は
ぐ
な
対
応
を
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
勧
告
に
沿
っ
た
対

応
を
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
虐
待
の
通
報
義
務
等
に
つ
い
て

は
、
障
害
児
だ
け
を
対
象
に
す
る
の
で
は
な
く
、
全
て
の
子
供

た
ち
に
対
し
て
通
報
義
務
、
あ
る
い
は
虐
待
防
止
の
措
置
が
か

か
る
よ
う
な
法
制
度
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り

ま
し
て
、
こ
の
勧
告
に
つ
い
て
は
、
矛
盾
が
あ
る
と
思
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
」

と
、
こ
の
勧
告
の
矛
盾
点
を
指
摘
す
る
意
見
も
出
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
国
連
の
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す

る
委
員
会
」
の
勧
告
に
従
っ
て
問
題
を
解
決
し
て
行
く
に
は
ま

だ
ま
だ
大
き
な
障
壁
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
言
葉
の

問
題
つ
ま
り
認
識
の
問
題
一
つ
を
取
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

次
回
二
〇
二
八
年
二
月
ま
で
に
提
出
す
る
定
期
報
告
ま
で
に

ど
こ
ま
で
改
善
さ
れ
て
い
る
か
、
建
設
的
な
対
話
が
で
き
て
い

る
か
、
見
守
っ
て
い
き
た
い
。
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漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

『
詩
経
』

豳

風
（
国
風
）
よ
り

ひ
ん
ぷ
う

狼

跋

ろ
う
ば
つ

ミ

ノ

ヲ

チ

ク

ノ

ニ

狼

跋
二

其

胡
一

載

疐
二

其

尾
一

ハ

タ
リ

キ

ハ

タ
リ

公

孫

碩

膚

赤

舃

几

几

キ

ノ

ニ

チ

ム

ヲ

狼

疐
二

其

尾
一

載

跋
二

其

胡
一

ハ

タ
リ

マ

公

孫

碩

膚

徳

音

不
レ

瑕

胡(

こ)

＝
獣
の
あ
ご
の

垂
れ

下
が
っ
た

肉

碩
膚(

せ
き
ふ)

＝(

男
子
の
容
姿
が)
麗
し
い

舃(

く
つ)

＝
靴
、

沓(

く
つ)

、

は
き
も
の

几

几

(

き

き)

＝(

は

い

て

い

る

沓

が)

美

し

い

狼
が

顎

を
踏
み
、
今
度
は

あ
ご

尾
っ
ぽ
に
つ
ま
ず
い

た
。

公
孫
は
ま
こ
と
に
麗
し
く
、

赤
い
靴
も
美
し
い
。

狼
が
尾
っ
ぽ
に
つ
ま
ず
き
、

今
度
は
顎
を
踏
み
つ
け
た
。

公
孫
は
ま
こ
と
に

麗
し
く
、

そ
の
高
き
誉
は
尽
き
る
こ
と
な
し
。

ろ
う

そ

こ

ふ

す
な
わ

そ

お

つ
ま
ず

狼

其
の
胡
を
跋
み

載
ち
其
の
尾
に
疐
く

こ
う
そ
ん

せ
き
ふ

あ
か

く
つ

き

き

公
孫
は
碩
膚
た
り

赤
き
舃
は
几
几
た
り

ろ
う

そ

お

つ
ま
ず

す
な
わ

そ

こ

ふ

狼

其
の
尾
に
疐
き

載
ち
其
の
胡
を
跋
む

こ
う
そ
ん

せ
き
ふ

と
く
い
ん

や

公
孫
は
碩
膚
た
り

徳
音

瑕
ま
ず

祖
霊
神
に
一
族
の
生
活
を
脅
か
す
悪
霊
を
祓
い
除
い
て

生
活
の
安
寧
を
祈
願
す
る
詩
。
「
狼
」
は
悪
霊
を
具
現

化
し
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
狼
に
扮
し
た
者
を
指
す
。

「
公
孫
」
は
祖
霊
神
の
憑
依
し
た
尸
（

か
た
し
ろ
）

で
、

悪
霊
を
象
徴
す
る
狼
を
退
治
す
る
の
を
演
じ
る
。

国
風(

風

と
も
い
う)

は
『
詩
経
』
の
部
立
て
の
一
つ
。

ふ
う

神
降
ろ
し
・
神
招
き
の
歌
を
原
型
と
す
る
十
五
の
国(

地
域)

の
民
謡
を
集
め
る
。
豳
風
は
十
五
国
風
の
う
ち
の
最
後
に

挙
げ
ら
れ
、
「
狼
跋
」
を
ふ
く
む
七
篇
の
詩
を
収
録
す
る
。

※

新
書
漢
文
大
系
『
詩
経
』
石
川
忠
久
著
・
福
本
郁
子

編
（
明
治
書
院
）
に
よ
る
。
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狼 跋 ミ 其 ノ 胡 ヲ 載 チ

疐 ク 其 ノ 尾 ニ

公 孫 ハ 碩 膚 タリ 赤 キ 舃 ハ 几

几 タリ

狼 キ 其 ノ 尾 ニ 載 チ

跋 ム 其 ノ 胡 ヲ

公 孫 ハ 碩 膚 タリ 徳 音 不 瑕 マ

～ 疐 十・ ワ 冠 ／ 田／ 疋 ち つま ずく

～ 舃 臼 ・ 一 ；勹 ｀つつみ がまえ ＞

↑
せき くつ かた ( は､よつてん・れっか「灬」を示す)

※ 疐（つまずく）舃（くつ）は、JIS第１第2水準外の漢字です。

四字熟語になった『詩経』の狼 跋
ろうばつ

「前跋後疐（ぜんばつこうち）」

前に跋み 後 に 疐 く
ふ うしろ つまず

どうすることもできない窮地に
追いこまれること。

(年老いた)狼は前に進もうとすると
垂れ下がった自分のあごの肉を踏
み、後ろに進もうとすると自分の
尾を踏んで倒れる。

（四字熟語辞典オンライン､コトバンクの「普及版字通」も参照）
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参考資料

字式について （七）
岡田健嗣

前回に引き続き、漢字の字形を字式で表す方法をご紹介します。

漢字の音読を五十音の順に並べます。

「介」 カイ （よろい たすける へだてる）

やね ／ ＾儿（ひとあし）\\

「回」 カイ〝クワイ〟 エ〝ヱ〟 まわる まわす （めぐる

かえる）

囗（くに構え） ＞ 口

「灰」 カイ〝クワイ〟 はい

厂（がんだれ） ＞ 火

「会」 カイ〝クワイ〟 エ〝ヱ〟 あう （あつまる）

やね ／ 云（うん） （云 二・ム）

「會」 やね／一／囗（くに構え）＞小／日

「快」 カイ〝クワイ〟 こころよい （はやい）

立心偏 ＋ 夬 （夬 ユ＼人 かい）

「戒」 カイ いましめる

廾（にじゅうあし） ＜ 戈（ほこ構え）

「改」 カイ あらためる あらたまる

己 ＋ 攵（ノ文）

「届」 とどける とどく （カイ いたる）

尸（しかばね） ＞ 由

「屆」 尸＞“凵（うけばこ）＞土”

「怪」 カイ〝クワイ〝 あやしい あやしむ （ケ）

立心偏 ＋ 又 ／ 土

「拐」 カイ （かたる）

手偏 ＋ 口 ／ 刀

「悔」 カイ〝クワイ〟 くいる くやむ くやしい

立心偏 ＋ 毎 （毎 ノ一／毋）

「悔※」 立心偏＋毎※ （毎※ ノ一／母）
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「海」 カイ うみ

さんずい ＋ 毎 （毎 ノ一／毋）

「海※」 さんずい＋毎※ （毎※ ノ一／母）

「界」 カイ （さかい）

田・介

「皆」 カイ みな

比 ／ 白

「械」 カイ （かせ からくり）

木偏 ＋ 戒

「絵」 カイ〝クワイ〟 エ〝ヱ〟 （え えがく）

糸偏 ＋ 会

「繪」 糸偏 ＋ 會 （會 やね／一／囗（くに構え）＞小／

日）

「開」 カイ ひらく ひらける あく あける

門構え ＞ 一・廾（にじゅうあし）

「階」 カイ （きだ きざはし）

こざと偏 ＋ 皆

「解」 カイ ゲ とく とかす とける

角偏 ＋ 刀 ／ 牛

「塊」 カイ〝クワイ〟 かたまり （つちくれ）

土偏 ＋ 鬼

「壊」 カイ｀〝クワイ〟 こわす こわれる （やぶれる）

土偏 ＋ 十・网（あみがしら）／ 衣

「壞」 土偏＋“衣÷网・‘二＋｜＋二’”

「懐」 カイ〝クワイ〟 ふところ なつかしい なつかしむ なつ

く なつける （おもう いだく）

立心偏 ＋ 十・网（あみがしら） ／ 衣

「懷」 立心偏＋“衣÷网・‘二＋｜＋二’”

「刈」 かる （ガイ）

メ ＋ 立刀

「外」 ガイ〝グワイ〟 ゲ そと ほか はずす はずれる
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夕 ＋ 卜（ぼく）*B

「劾」 ガイ （カイ せめる しらべる）

亥 ＋*B力 （亥 亠（なべぶた）・く・ノ／人 がい）

「害」 ガイ （そこなう わざわい）

ウ冠 ／ ＾主 ／ 口 （＾主 三＼・｜）

「涯」 ガイ （みぎわ はて）

さんずい ＋ 厂（がんだれ）＞圭 （圭 土／土 けい）

「街」 ガイ カイ まち （みち）

行構え ＞ 圭 （圭 土／土 けい）

「慨」 ガイ （なげく）

立心偏 ＋ 既

「該」 ガイ （やくそく そなわる）

言偏 ＋ 亥 （亥 亠（なべぶた）・く・ノ／人 がい）

「概」 ガイ （とかき あらまし おおむね）

木偏 ＋ 既

ご
報
告
と
ご
案
内

一

昨
年
度
・
二
〇
二
四
年
度
に
賛
助
会
費
を
ご
納
入
い
た

だ
き
ま
し
た
皆
様
に
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
芳
名
を
左
に
掲
げ
て
御
礼
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

雨
宮
絢
子
様
、
関
口
常
正
様
、
河
村
美
智
子
様
、

清
水
静
雄
様
、
政
井
宗
夫
様
、
田
崎
吾
郎
様
、

岡
稲
子
様
、
武
田
幸
太
郎
様
、
木
原
純
子
様
、

大
滝
正
雄
様
。

謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

有
効
に
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二

『
諸
注
評
釈
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』

昨
年
度
・
令
和
六
（
二
〇
二
四
）
年
度
分
の
、
横
浜
市
中
央

図
書
館
様
へ
の
納
入
書
と
し
て
、
『
諸
注
評
釈
新
芭
蕉
俳
句
大

成
』
（
佐
藤
勝
明
編
、
明
治
書
院
）
の
漢
点
字
版
を
、
第
四
分

冊
か
ら
第
一
一
分
冊
ま
で
の
八
分
冊
を
製
作
し
て
、
納
入
致
し

ま
し
た
。

図
書
館
を
通
し
て
貸
し
出
し
を
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
奮
っ
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て
ご
利
用
下
さ
い
。

そ
の
中
か
ら
、
芭
蕉
の
最
後
の
句
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

清
滝
や
波
に
ち
り
込
（
こ
む
）
青
松
葉

（
笈
日
記
）

【
考
】

元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
、
芭
蕉
最
後
の
作
。
季

語
に
つ
い
て
は
、
「
ち
り
松
葉
」
（
常
盤
木
の
落
葉
）
で
夏
と

す
る
説
、
一
句
の
季
感
か
ら
夏
と
す
る
説
、
名
所
の
無
季
の
句

と
す
る
説
と
が
あ
る
。
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』
『
笈
日
記
』

一
〇
月
九
日
の
条
に
、
京
都
の
嵯
峨
で
詠
ん
だ
「
大
井
川
浪
に

塵
な
し
夏
の
月
」
が
園
女
亭
で
詠
ん
だ
「
＊

白
菊
の
目
に
た

て
ゝ
見
る
塵
も
な
し
」
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
改
作
し
た
と
言
っ

て
、
病
床
の
芭
蕉
が
支
考
に
示
し
た
句
と
し
て
出
る
。
去
来
も

同
様
の
こ
と
を
芭
蕉
か
ら
聞
き
、
元
禄
八
年
一
月
二
九
日
付
許

六
宛
書
簡
や
『
旅
寝
論
』
『
去
来
抄
』
に
記
し
て
い
る
が
、
改

作
前
の
句
を
「
＊

清
滝
や
浪
に
塵
な
き
夏
の
月
」
と
し
て
い

る
。
改
案
の
こ
と
は
、
去
来
経
由
で
『
浪
化
日
記
』
、
許
六
の

「
自
得
発
明
弁
」
（
『
俳
諧
問
答
』
）
、
支
考
経
由
で
土
芳
の

『
蕉
翁
句
集
草
稿
』
『
三
冊
子
』
に
も
記
さ
れ
る
。
『
翁
草
』

に
「
清
滝
眺
望
」
と
前
書
。
『
泊
船
集
』
は
「
清
滝
」
と
前

書
、
「
波
に
塵
な
し
と
い
ふ
を
、
か
様
に
な
し
け
る
は
翁
の
遺

言
也
」
と
付
記
す
る
。

【
解
】

清
滝
の
清
冽
な
渓
流
に
青
々
と
し
た
松
葉
が
散

り
、
波
に
吸
い
込
ま
れ
て
行
く
、
の
意
。
「
清
滝
」
は
清
滝

川
。
嵐
山
の
上
流
で
大
井
（
大
堰
）
川
に
合
流
す
る
。

（
中
略
）

【
評
】

季
語
に
つ
い
て
、
【
考
】
に
挙
げ
た
よ
う
に
諸
説

が
あ
る
が
、
諸
注
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
常
盤
木
の
落
葉
は
古

葉
の
落
ち
る
の
を
言
い
、
『
御
傘
』
に
は
「
松
竹
の
落
葉
は
雑

也
」
と
も
あ
っ
て
、
準
じ
る
と
し
て
も
違
和
感
を
ぬ
ぐ
え
な

い
。
素
直
に
雑
の
句
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一

句
の
解
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
景
気
の
句
と
見
る
説
、
死
を
前

に
し
た
芭
蕉
の
心
象
風
景
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
説
と
が
あ

り
、
後
者
に
お
い
て
も
、
そ
の
心
象
風
景
を
ど
う
捉
え
る
か
で

意
見
が
分
か
れ
る
（
諸
家
の
説
に
つ
い
て
は
、
福
田
真
久
前
掲

書
及
び
『
芭
蕉
、
世
界
へ
』
〈
あ
ま
の
は
し
だ
て
出
版
、
一
九

九
四
〉
に
詳
し
い
）
。
そ
の
背
景
に
は
、
本
句
を
動
的
な
も
の

と
見
る
か
、
静
謐
な
も
の
と
捉
え
る
か
の
違
い
が
あ
り
、
そ
の

点
の
吟
味
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

［
嶋
中
道
則
］
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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/

《表紙絵 岡 稲子》 次回の発行は2025年７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。

（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。

研修者募集： 弊社では、ガイドヘルパー（視覚障害者）の資格取得

研修を実施致します。詳細はホームページで。

ＵＲＬ： ｗｗｗ．ｙｔｒａｎｓ．ｎｅｔ

〒231-0063横浜市中区花咲町1-46-1

GSプラザ桜木町1105

電話: 045-263-0306

FAX: 045-263-0316

今
号

の
岡

田
様

の
「
顧
み

て
」
で
は
、
漢
点
字
の
普
及
に

何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
漢
点
字
を
学
習
し
て

も
ら
う
。
書
物
を
読
ん
で
知
識
を
増
や
し
て
も
ら
う
こ

と
。
カ
ナ
点
字
の
触
読
や
聴
読
の
と
き
を
経
て
パ
ソ
コ

ン
・
ソ
フ
ト
な
ど
の
普
及
で
、
視
覚
障
害
者
に
漢
字
の

世
界
が
開
か
れ
た
。
一
方
触
読
文
学
に
漢
字
が
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
漢
字
を
学
ぶ
機
会
が
得
ら
れ
ず
、
漢
点
字

が
普
及
し
な
い
現
状
の
く
や
し
さ
、
苦
悩
を
感
じ
ま
し

た
。
し
か
し
、
岡
田
様
の
文
字
を
書
き
た
い
と
い
う
強

い
信
念
と
一
心
不
乱
に
突
き
進
む
姿
が
感
じ
ら
ま
し
た
。

次
回
以
降
が
楽
し
み
で
す
。

今
年
は
春
一
番
が
吹
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

世
界
中
に
ト
ラ
ン
プ
関
税
の
あ
ら
し
が
吹
き
荒
れ
、

混
迷
を
増
す
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ハ
マ
ス
、
イ
ス

ラ
エ
ル
な
ど
の
争
い
、
良
い
風
は
吹
い
て
い
ま
せ
ん
。

明
る
さ
と
い
え
ば
、
関
西
万
博
、
気
候
が
安
定
し
春
ら

し
く
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
日
頃
通
る
道
端
に
も
、

桜
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
躑
躅
な
ど
が
百
花
繚
乱
、
雑
草

に
も
き
れ
い
な
花
が
咲
き
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

宮
澤
義
文

編

集

後

記
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