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漢
点
字
の
散
歩

（
五
）

岡
田

健
嗣

三

ど
う
し
て
？
（
承
前
）

ど
う
し
て
？

前
々
・
前
号
と
、
な
ぜ
に
我
が
国
の
視
覚
障
害
者
の
「
識

字
」
が
、
正
面
か
ら
問
わ
れ
な
か
っ
た
か
を
考
え
た
。

先
ず
一
般
的
に
、
こ
れ
ま
で
「
識
字
」
が
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
て
来
た
か
を
見
た
。
昨
年

の
夏
の
読
売
新
聞
に
載
っ
た
「
俳
句
教
室
」
の
紹
介
記
事
を
引

用
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
「
学
校
教
育
と
識
字
」
、
「
学

校
教
育
外
と
識
字
」
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
。
そ
こ
で
分
か
っ

た
の
は
、
「
学
校
教
育
」
と
「
識
字
」
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な

い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
う
一
歩
踏

み
込
め
ば
、
「
識
字
」
は
一
国
の
国
力
の
指
標
で
も
あ
っ
て
、

「
識
字
率
」
が
そ
の
国
の
教
育
水
準
と
国
力
を
表
す
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
学
校
教
育
で
〈
文
字
〉
を

習
得
で
き
な
か
っ
た
人
々
が
い
た
。
〈
文
字
〉
に
対
す
る
人
々

の
飢
餓
感
と
そ
れ
を
強
く
希
求
す
る
姿
に
思
い
を
致
し
な
が

ら
、
直
向
き
に
学
ん
で
お
ら
れ
る
人
々
の
姿
と
、
焦
ら
ず
ゆ
っ

く
り
と
見
守
り
な
が
ら
手
解
き
を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
教
育
関
係

者
の
皆
さ
ん
の
努
力
に
、
心
を
打
た
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
単
に
日
本
と
い
う
国
家
の
国
際
競
争
力
増
強
の
目
的
で
は

な
い
、
も
う
一
つ
の
「
識
字
」
の
力
が
、
人
々
の
生
き
る
力
と

喜
び
を
伝
え
て
来
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
〈
文
字
〉
は
、

国
家
の
成
立
と
と
も
に
発
達
し
国
家
の
存
立
を
支
え
た
が
、
同

時
に
人
の
心
の
栄
養
と
な
り
力
と
な
り
、
そ
れ
を
豊
か
に
育
む

も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
古
代
の
人
々
に

は
、
国
家
と
個
人
の
区
別
や
対
立
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
む
し

ろ
言
葉
の
力
、
文
字
の
力
、
文
章
の
力
に
、
国
家
の
行
方
を
託

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

前
号
で
は
、
視
覚
障
害
者
が
〈
文
字
〉
を
我
が
物
に
す
る
に

は
、
「
触
読
」
と
い
う
方
法
を
開
発
し
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
述
べ
た
。
触
読
用
の
〈
文
字
〉
で
あ
る
〈
点
字
〉
の

先
進
国
で
あ
る
欧
米
の
例
を
知
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
ド
イ

ツ
語
点
字
」
の
解
説
書
の
序
文
を
引
用
し
て
み
た
。
そ
こ
に
あ

っ
た
の
は
、
そ
の
書
物
が
触
読
文
字
で
あ
る
〈
点
字
〉
に
関
す

る
解
説
書
で
あ
っ
て
も
、
基
本
に
は
、
「
ド
イ
ツ
語
」
の
解
説

も
同
時
に
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
執
筆
者
自
身

の
言
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
の
母
語
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
の
〈
点

字
〉
を
解
説
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
に
通
暁
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
考
え
て
見
れ
ば
当
然
な
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
（
私
の
読
め
る
範
囲
で
）
英
語
も
ド
イ
ツ
語
も

〈
点
字
〉
は
、
徹
底
的
に
〈
触
読
〉
を
究
め
て
い
る
よ
う
に
見
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え
る
。
英
語
圏
で
は
「
英
語
」
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
「
ド
イ
ツ

語
」
と
い
う
母
語
に
肉
迫
し
、
〈
触
読
〉
は
研
究
さ
れ
て
、

〈
英
語
点
字
〉
や
〈
ド
イ
ツ
語
点
字
〉
に
結
実
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

そ
れ
に
引
き
替
え
我
が
国
で
は
、
〈
点
字
〉
は
〈
点
字
〉
の

専
門
家
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
ろ
し
い
と
い
う
黙
契
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
日
本
語
を
表
す
〈
点
字
〉
の
議
論
の
中
に
、
我
が
国

の
標
準
的
な
「
国
語
教
育
」
を
持
ち
込
む
例
は
、
こ
れ
ま
で
に

な
か
っ
た
。
〈
点
字
〉
は
〈
点
字
〉
、
〈
点
字
〉
の
世
界
で
充

足
し
て
お
れ
ば
よ
ろ
し
い
、
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
来
た
よ
う

で
あ
る
。

確
か
に
日
本
語
の
〈
点
字
〉
の
表
記
法
の
解
説
に
は
、
日
本

語
文
法
に
則
っ
て
い
る
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
文

法
の
解
釈
と
適
用
に
は
、
先
ず
「
カ
ナ
点
字
」
だ
け
の
表
記
あ

り
き
、
「
カ
ナ
点
字
」
だ
け
の
表
記
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
漢

字
仮
名
交
じ
り
文
」
は
表
現
で
き
な
い
の
で
考
慮
の
外
と
し

て
、
ロ
ー
マ
字
の
表
記
と
同
様
の
「
品
詞
に
よ
る
分
か
ち
書

き
」
の
採
用
と
、
「
品
詞
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文

法
に
よ
る
説
明
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
〈
点

字
〉
で
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
は
表
現
で
き
な
い
」
と
す
る
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
解
釈
と
説
明
は
、
今
な
お
強
い
影
響
力
を
持
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
〈
漢
点
字
〉
が
証
し
て
来
た
、
日

本
語
の
表
記
の
神
髄
で
あ
る
〈
漢
字
〉
を
、
触
読
文
字
で
あ
る

〈
点
字
〉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
事
実
を
、
公
式
に
は
未
だ
認
め

て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
〈
点
字
〉
で
は
〈
漢
字
〉
を
表
す
こ
と

は
不
可
能
と
、
黙
殺
を
決
め
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

触
読
と
は
？

〈
文
字
〉
が
一
般
に
広
ま
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と

で
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
数
百
年
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
極
め

て
限
ら
れ
た
身
分
の
、
し
か
も
著
述
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
限
ら

れ
た
知
識
人
に
し
か
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
視

覚
障
害
者
が
〈
文
字
〉
に
触
れ
る
機
会
を
得
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
一
般
の
識
字
が
進
ん
で
か
ら
後
に
な
る
。
〈
文
字
〉
は
目

で
見
て
読
む
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
視
覚
と
い
え
ど
も
、
本

来
は
〈
文
字
〉
を
読
む
た
め
の
器
官
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
感

覚
器
官
の
一
つ
、
中
で
も
最
も
分
化
の
進
ん
だ
器
官
と
言
え
る

だ
け
で
あ
る
。
〈
文
字
〉
は
、
こ
の
視
覚
の
能
力
に
負
っ
て
発

達
し
た
の
で
あ
っ
て
、
〈
文
字
〉
の
発
達
と
視
覚
に
よ
る
読
み

の
発
達
と
、
そ
し
て
言
語
表
現
の
発
達
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

が
、
現
在
の
言
語
文
化
を
築
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で

あ
る
。
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
視
覚
言
語
を
感

受
す
る
の
は
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。
視
覚
で
築
か
れ

た
〈
文
字
〉
と
感
覚
器
官
と
の
関
係
を
、
触
覚
に
置
き
換
え
る

努
力
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

前
号
で
も
、
ま
た
こ
れ
ま
で
に
幾
度
か
、
「
触
読
の
メ
カ
ニ
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ズ
ム
」
を
考
え
て
見
た
。
私
に
知
り
得
る
英
語
と
ド
イ
ツ
語
の

点
字
を
参
考
に
、
〈
点
字
〉
の
パ
タ
ー
ン
を
検
証
し
て
み
た
。

縦
三
点
・
横
二
列
の
六
つ
の
点
の
組
み
合
わ
せ
「

」
を
最
小

単
位
と
し
て
、
そ
れ
を
「
マ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
、
〈
文

字
〉
の
組
み
立
て
と
し
て
は
二
マ
ス
「

」
を
単
位
と
す
る

こ
と
が
、
触
読
に
と
っ
て
最
も
適
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
触
読
文
字
と
し
て
の
情
報
量
を
格
段
に
増
大
さ
せ
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
「
英
語
点
字
」
と
「
ド

イ
ツ
語
点
字
」
の
検
証
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。

し
か
し
触
覚
は
普
通
、
〈
文
字
〉
を
「
読
む
」
こ
と
に
は
用
い

ら
れ
な
い
。
視
覚
を
失
っ
た
者
に
の
み
、
〈
文
字
〉
を
触
知
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

視
覚
障
害
者
の
〈
触
読
〉
を
考
え
る
目
的
で
、
中
途
失
明
者

に
、
〈
点
字
〉
の
触
読
の
習
得
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
こ
と
が

あ
る
。
あ
る
程
度
の
年
齢
、
若
く
と
も
十
代
前
半
以
降
に
失
明

し
た
者
が
、
〈
点
字
〉
（
こ
の
場
合
は
「
カ
ナ
点
字
」
）
の
触

読
に
挑
戦
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か

を
尋
ね
て
み
た
。
私
の
予
想
で
は
、
徐
々
に
読
め
る
よ
う
に
な

る
の
だ
ろ
う
と
、
安
直
に
考
え
て
い
た
。
努
力
の
量
が
、
そ
の

ま
ま
触
読
の
実
力
に
結
び
つ
く
も
の
と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
答
え
は
違
っ
て
い
た
。

失
明
し
、
盲
学
校
に
入
学
し
て
、
最
初
に
与
え
ら
れ
る
の
が

〈
点
字
〉
の
教
本
で
あ
る
。
目
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
だ
か

ら
、
〈
文
字
」
は
指
に
触
れ
て
読
む
し
か
な
い
、
指
先
で
読
む

に
は
、
〈
点
字
〉
と
い
う
、
触
読
専
用
の
〈
文
字
〉
が
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
誰
で
も
が
知
っ
て
い
て
、
習
得
に
努
力
す
る
の
が

当
然
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
が
、
い
ざ
指
に
「

」

（
め
）
を
触
れ
る
。
分
か
ら
な
い
。
「

」
（
あ
い

う
え
お
）
に
触
れ
て
み
る
。
分
か
ら
な
い
。
…
…
。
延
々
と
繰

り
返
す
。
生
徒
も
教
師
も
必
死
で
あ
る
。
繰
り
返
し
、
繰
り
返

し
、
繰
り
返
し
、
…
…
。
こ
の
繰
り
返
し
の
プ
ロ
セ
ス
が
ど
れ

だ
け
繰
り
返
さ
れ
た
か
、
あ
る
日
突
然
、
分
か
ら
な
か
っ
た

〈
点
字
〉
が
、
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
お
お
よ
そ

こ
の
よ
う
な
答
え
を
得
た
。

こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

元
々
触
覚
は
〈
文
字
〉
を
読
む
よ
う
に
は
で
き
て
い
な
い
。

経
験
則
か
ら
「

」
、
「

」
の
パ
タ
ー
ン
の
〈
点
字
〉
で

あ
れ
ば
、
触
読
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
〈
点
字
〉
の
学
習
と
は
、
「

」
や
「

」
の
パ
タ

ー
ン
が
〈
文
字
〉
で
あ
る
こ
と
を
予
め
知
っ
て
い
て
、
「

」

や
「

」
を
〈
文
字
〉
と
し
て
触
知
し
た
い
と
努
力
を
重
ね

る
こ
と
を
言
う
。

指
先
の
触
覚
の
レ
セ
プ
タ
ー
は
「

」
や
「

」
の
点
の

パ
タ
ー
ン
を
パ
タ
ー
ン
と
し
て
感
知
す
る
。
こ
の
感
知
も
当
初

は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
感
知
す
る
。
そ
の
情

報
が
知
覚
神
経
を
通
し
て
頸
髄
に
行
き
、
大
脳
の
指
先
の
触
覚

－ ３ －



中
枢
に
届
く
。
こ
の
時
点
で
は
「

」
や
「

」
は
〈
文

字
〉
で
は
な
い
。
し
か
し
〈
文
字
〉
で
あ
る
と
い
う
予
知
は
あ

る
。
こ
の
予
知
が
「
何
が
〈
文
字
〉
な
の
か
？
」
と
い
う
バ
イ

ア
ス
と
な
っ
て
、
神
経
細
胞
に
働
き
か
け
る
。
こ
う
し
て
新
た

な
軸
索
と
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
回
路
が
形
成
さ
れ
て
、
突
然
「
分
か

る
」
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
？

実
は
こ
れ
は
、
触
覚
ば
か
り
に
起
き
て
い
る
こ
と
で
は
な

い
。
視
覚
も
元
来
、
〈
文
字
〉
を
読
む
た
め
に
あ
る
訳
で
は
な

い
。
視
覚
情
報
の
処
理
の
プ
ロ
セ
ス
に
〈
文
字
〉
が
介
入
す
る

こ
と
で
叶
っ
た
の
で
あ
る
。

幼
少
時
に
視
力
を
失
っ
て
い
た
人
の
開
眼
手
術
が
成
功
し
た

例
が
、
生
理
学
や
心
理
学
の
教
本
に
、
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
、
図
形
の
認

知
の
訓
練
が
行
わ
れ
る
。
「
△
、
□
、
○
」
を
見
せ
て
、
そ
れ

ら
を
そ
の
よ
う
に
認
知
で
き
る
ま
で
の
時
間
を
計
測
し
た
り
、

視
線
の
動
き
を
調
べ
た
り
す
る
。
そ
の
図
形
を
見
せ
ら
れ
た
当

初
は
、
被
験
者
の
視
線
は
辺
や
角
を
確
認
す
る
よ
う
に
動
い

て
、
「
△
」
を
三
角
形
、
「
□
」
を
四
角
形
、
「
○
」
を
円
と

認
識
す
る
。
何
回
か
繰
り
返
す
う
ち
に
、
辺
や
角
を
確
認
す
る

こ
と
な
し
に
、
一
挙
に
分
か
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
形
や
大

き
さ
の
違
う
三
角
形
や
四
角
形
も
、
一
目
で
分
か
る
の
だ
と
い

う
。〈

文
字
〉
の
場
合
は
図
形
の
認
知
よ
り
ず
っ
と
複
雑
で
あ
ろ

う
。
〈
文
字
〉
を
図
形
と
し
て
認
知
し
た
後
に
、
〈
文
字
〉
と

認
知
し
言
語
と
理
解
す
る
。
〈
文
字
〉
の
認
知
は
、
「
識
字
」

の
教
育
と
同
時
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

開
眼
手
術
直
後
の
調
査
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
が
、
〈
文
字
〉

を
図
形
と
し
て
認
知
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
こ
の
調
査
に
沿
っ

た
も
の
と
想
像
で
き
る
。

〈
点
字
〉
の
触
読
に
も
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
に

違
い
な
い
。
こ
こ
で
対
象
と
し
て
い
る
の
は
カ
ナ
点
字
で
あ

る
。
極
め
て
単
純
な
構
成
で
あ
る
の
で
、
教
育
に
は
さ
ほ
ど
の

手
間
は
か
か
ら
な
い
。
予
知
と
し
て
五
十
音
の
〈
点
字
〉
の
パ

タ
ー
ン
を
教
え
て
、
「
読
み
」
の
前
に
「
書
く
」
こ
と
か
ら
始

め
る
。
こ
れ
は
予
知
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
で
あ
っ

て
、
要
件
と
し
て
欠
か
せ
な
い
。

〈
触
読
〉
は
、
先
ず
自
分
の
書
い
た
も
の
か
ら
始
め
る
。
自

分
で
書
い
た
も
の
は
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
予
め
知
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
触
読
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
記
憶
の
確
認
の
意
味

合
い
が
強
い
。

そ
し
て
次
に
読
み
の
練
習
に
入
る
。

「
読
む
」
と
は
、
自
分
で
書
い
た
も
の
を
「
読
む
」
の
で
は

な
い
。
他
人
が
表
し
た
言
葉
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
予
見
し

得
る
も
の
も
あ
れ
ば
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
が
「
読

む
」
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
り
楽
し
み
で
も
あ
る
の
だ
。

（
続
く
）
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離(

六
二)

山
内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

色
に
つ
い
て

今
回
は
色
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
。
よ
く
「
目
の
見
え
な

い
人
に
色
の
話
を
し
て
は
失
礼
に
当
た
る
の
で
は
？
」
と
気
に

か
け
て
い
る
人
が
い
る
。
そ
ん
な
人
に
は
、
「
色
と
い
う
も
の

も
経
験
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
な
り
の
色
に
対
す
る
感
じ

方
が
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
、
目
の
見
え

な
い
方
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
色
の
話
を
す
る
方
が

よ
い
の
で
は
な
い
か
？
」
と
答
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
私
が
思

っ
て
い
る
緑
と
あ
な
た
の
思
っ
て
い
る
緑
と
で
は
相
当
違
う
イ

メ
ー
ジ
を
お
互
い
に
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
し
、
現
に
ふ
た
り
が
同
時
に
見
て
い
る
あ
る
色
を
、
全
く
同

じ
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
と
い
う
保
障
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で

は
な
い
か
？
私
の
知
人
で
若
い
頃
世
界
の
国
々
を
放
浪
し
て
い

た
人
が
「
ア
フ
リ
カ
で
見
る
コ
カ
コ
ー
ラ
の
赤
は
日
本
で
見
る

そ
れ
と
全
く
違
う
色
に
見
え
る
。
」
と
話
し
て
い
た
が
、
同
じ

色
が
湿
度
な
ど
風
土
に
よ
っ
て
違
う
色
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
。

図
書
館
を
利
用
な
さ
っ
て
い
る
全
盲
の
方
に
聞
い
て
み
る
と
、

「
雪
の
白
い
色
は
よ
く
覚
え
て
い
る
」
と
か
、
「
血
の
赤
い
色

は
分
か
る
」
な
ど
と
答
え
て
下
さ
る
方
も
い
る
。
ま
た
自
分
に

似
合
う
洋
服
の
色
を
決
め
て
い
る
方
も
多
い
。
そ
ん
な
こ
と
も

あ
っ
て
、
二
〇
年
近
く
前
、
小
学
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
色
の

手
帖
』
（
一
九
八
六
年
刊
）
と
い
う
本
を
点
訳
し
た
こ
と
が
あ

る
。
『
色
の
手
帖
』
に
は
日
本
の
伝
統
的
な
色
名
と
現
在
一
般

に
使
わ
れ
て
い
る
色
名
三
五
八
色
に
、
カ
ラ
ー
の
色
見
本
と
日

本
の
文
献
か
ら
採
取
さ
れ
た
用
例
が
添
え
て
あ
る
。
例
え
ば

「
瓶
覗
（
か
め
の
ぞ
き
）
」
と
い
う
色
は
、
淡
い
藍
色
で
、
藍

瓶
に
ち
ょ
っ
と
浸
け
た
だ
け
の
色
を
言
い
、
ご
く
う
す
い
青
の

色
見
本
が
載
っ
て
い
る
。
そ
し
て
歌
舞
伎
、
滑
稽
本
、
樋
口
一

葉
、
秦
恒
平
の
４
つ
の
文
献
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
樋
口
一
葉

の
引
用
は
一
八
九
六
年
の
小
説
「
わ
れ
か
ら
」
の
中
の
「
集
ま

り
し
人
だ
け
に
瓶
の
ぞ
き
の
手
拭
、
そ
れ
、
と
切
っ
て
分
け
給

へ
ば
、
一
同
手
に
手
に
打
冠
り
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
の

藍
瓶
に
浸
け
て
い
っ
て
濃
く
な
っ
て
い
く
色
を
、
順
次
「
瓶

覗
」
、
「
浅
葱
（
あ
さ
ぎ
）
」
、
「
縹
（
は
な
だ
）
」
、

「
藍
」
、
「
紺
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
日
本
の
染
色
文
化
を
背

景
に
持
っ
た
色
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
三
五
八
も
の
色
を
区

別
す
る
こ
と
は
と
て
も
不
可
能
で
、
例
え
ば
「
黒
橡
（
く
ろ
つ

る
ば
み
）
」
と
隣
り
合
っ
た
「
消
炭
色
（
け
し
ず
み
い
ろ
）
」

は
ほ
と
ん
ど
同
じ
色
に
し
か
見
え
な
い
。
色
見
本
だ
け
を
取
り

出
し
て
何
色
か
当
て
ろ
、
と
言
わ
れ
て
も
、
と
て
も
正
し
い
色

名
を
答
え
ら
れ
る
と
は
思
え
な
い
。

さ
て
、
古
来
日
本
語
に
は
色
名
と
し
て
赤
、
白
、
黒
、
青
の

４
つ
し
か
な
く
、
そ
れ
も
現
在
我
々
が
思
い
浮
か
べ
る
色
で
は

な
く
、
明
暗
を
表
す
語
と
濃
淡
を
表
す
語
が
あ
っ
た
だ
け
だ
っ

た
と
い
う
。
（
佐
竹
昭
広
著
『
萬
葉
集
抜
書
』
所
収
「
古
代
日
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本
に
お
け
る
色
名
の
性
格
」
）
明
暗
の
セ
ッ
ト
は
ア
カ
と
ク
ロ

で
、
そ
れ
ぞ
れ
明
る
い
「
ア
カ
シ
」
と
暗
い
「
ク
ラ
シ
」
に
な

る
。
濃
淡
の
セ
ッ
ト
は
シ
ロ
と
ア
オ
で
、
は
っ
き
り
し
て
い
る

と
い
う
意
味
の
「
シ
ロ
シ
」
（
著
し
い
と
い
う
漢
字
を
当
て

る
）
あ
る
い
は
「
シ
ル
シ
」
（
顕
微
鏡
の
顕
、
ア
キ
ラ
カ
と
い

う
漢
字
を
当
て
る
）
と
「
ア
ヲ
シ
」
（
漠
然
の
漠
と
い
う
漢
字

を
当
て
る
）
又
は
「
ア
ワ
シ
」
（
淡
い
と
い
う
漢
字
を
当
て

る
）
に
な
る
。
従
っ
て
ア
ヲ
は
「
本
来
は
灰
色
が
か
っ
た
白

色
」
を
指
す
語
で
あ
っ
た
と
い
う
。
枕
草
子
の
有
名
な
第
一
段

「
春
は
あ
け
ぼ
の
、
よ
う
よ
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す

こ
し
あ
か
り
て
、
む
ら
さ
き
だ
ち
た
る
雲
の
、
細
く
た
な
び
き

た
る
」
の
「
し
ろ
く
」
は
山
の
稜
線
が
だ
ん
だ
ん
は
っ
き
り
し

て
く
る
情
景
を
表
現
し
て
お
り
、
「
あ
か
り
て
」
は
明
る
く
赤

み
を
帯
び
て
く
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
「
ア
カ
」
「
ク

ロ
」
「
シ
ロ
」
「
ア
オ
」
の
四
語
は
植
物
や
染
料
名
な
ど
物
の

名
に
由
来
し
て
い
な
い
と
い
う
特
徴
を
持
ち
、
現
代
日
本
語
の

中
で
も
「
あ
か
い
」
「
あ
お
い
」
「
し
ろ
い
」
「
く
ろ
い
」
と

「
い
」
を
つ
け
て
形
容
詞
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
「
白
さ
」
な

ど
、
接
尾
語
「
さ
」
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
あ
か

あ
か
と
」
「
し
ら
じ
ら
と
」
な
ど
重
複
型
の
副
詞
を
作
る
こ
と

も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
四
色
は
特
別
な
関
係
を
持
っ
て
お

り
、
シ
ロ
と
ク
ロ
、
ア
カ
と
ア
オ
、
ア
カ
と
シ
ロ
は
互
い
に
反

対
色
に
な
る
。
白
と
黒
は
、
白
星
－
黒
星
を
始
め
、
容
疑
者
を

指
し
た
り
し
、
素
人
（
シ
ロ
ウ
ト
）
、
玄
人
（
ク
ロ
ウ
ト
）
も

白
と
黒
の
対
で
あ
る
。
赤
と
青
は
赤
鬼
－
青
鬼
、
赤
紫
蘇
－
青

紫
蘇
、
赤
信
号
－
青
信
号
な
ど
対
を
な
す
。
赤
と
白
も
赤
出
し

味
噌
－
白
出
し
味
噌
か
ら
、
運
動
会
の
赤
組
白
組
な
ど
で
対
に

な
る
。
こ
う
し
た
反
対
色
を
持
つ
色
は
こ
の
四
色
以
外
に
は
な

い
。
「
青
信
号
は
な
ぜ
ア
オ
な
の
か
」
と
い
う
副
書
名
を
持
つ

『
日
本
語
の
歴
史
』
（
小
松
英
雄
著
、
笠
間
書
院

二
〇
〇
一

年
）
と
い
う
本
に
よ
る
と
、
青
の
付
く
複
合
語
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
緑
色
を
指
し
て
い
る
。
青
葉
、
青
虫
、
青
竹
、
青
海
苔
な

ど
は
み
な
緑
色
で
あ
り
、
青
二
才
な
ど
の
よ
う
に
未
成
熟
で
あ

る
こ
と
、
青
畳
の
よ
う
に
新
鮮
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
必

ず
し
も
青
と
い
う
色
に
基
づ
く
命
名
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
伝
統
的
な
用
法
に
対
し
て
、
伝
統
を
離
れ
た
用
法
が

青
空
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
五
色
と
い
う
と
き
に
は
、
こ
の
四
色

に
「
黄
色
」
が
入
る
が
、
「
き
」
と
い
う
色
は
中
国
の
五
行
思

想
に
基
づ
い
た
正
色
（
「
昔
、
中
国
で
、
ま
じ
り
け
の
な
く
正

し
い
と
定
め
た
色
」
広
辞
苑
第
５
版
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
受
け
入
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
日
本
で
は
「
き
」
は

赤
と
青
の
中
間
色
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
方
言
を

分
類
し
て
み
る
と
、
奄
美
以
南
で
は
卵
の
黄
身
や
菜
の
花
は

「
ア
カ
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
東
北
や
関
東
な
ど
で
は

「
き
」
は
ア
オ
と
言
い
、
「
菜
の
花
は
ア
オ
イ
」
と
か
黄
色
い

蜂
を
「
ア
オ
バ
チ
」
と
呼
ぶ
方
言
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

「
き
」
が
西
日
本
で
は
「
ア
カ
」
の
部
類
、
東
日
本
で
は
「
ア

オ
」
の
部
類
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
先
の
四
色
が
基
本
色
で
あ

る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
崩
れ
な
い
。
（
柴
田
武
「
色
名
の
語
彙
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シ
ス
テ
ム
」
『
日
本
語
学
』
第
七
巻
一
号

一
九
八
八
年
）
緑

も
元
は
草
木
の
芽
を
指
す
言
葉
で
色
名
の
由
来
も
新
芽
か
ら
き

て
い
る
と
い
う
。
色
感
と
し
て
は
緑
色
の
信
号
が
「
青
信
号
」

と
呼
ば
れ
る
の
も
、
赤
と
の
対
応
で
日
本
語
と
し
て
の
自
然
な

命
名
で
あ
る
と
い
う
。
（
前
掲
『
日
本
語
の
歴
史
』
）

（
山
内

薫
）

『
本
と
人
を
つ
な
ぐ
図
書
館
員－

障
害
の
あ
る
人
、

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
高
齢
者
ま
で
』

（
読
書
工
房
二
〇
〇
八

定
価
一
八
九
〇

円)

を
出
版
し
て

今
年
の1

月
中
旬
に
表
記
の
よ
う
な
本
を
読
書
工
房
と
い
う

出
版
社
か
ら
上
梓
し
ま
し
た
。
読
書
工
房
と
い
う
出
版
社
は

「
誰
で
も
気
軽
に
読
書
で
き
る
時
代
を
切
り
ひ
ら
く
た
め
、2

0

0
4

年
に
設
立
さ
れ
た
出
版
社
で
す
。
『
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
』
や
『
読
書
サ
ポ
ー
ト
』
関
連
の
書
籍
な
ど
を
出
版
・
販
売

し
て
い
ま
す
。
」
（
同
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
案
内
文
よ
り
）
現

在
ま
で
に
二
〇
冊
程
の
本
を
出
版
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に

は
『
出
版
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
』
と
い
う
出

版
Ｕ
Ｄ
研
究
会
の
講
演
内
容
を
再
編
集
し
た
本
も
あ
り
、
岡
田

さ
ん
の
「
漢
点
字
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
や
私
の
「
公
共
図
書

館
に
お
け
る
読
書
サ
ポ
ー
ト
の
実
際
」
も
載
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
読
書
工
房
を
設
立
し
た
成
松
一
郎
さ
ん
は
以
前
、
株
式
会

社
大
活
字
と
い
う
出
版
社
に
お
ら
れ
、
拙
著
『
あ
な
た
に
も
で

き
る
拡
大
写
本
入
門
－
広
げ
よ
う
大
き
な
字
』
（
一
九
九
八
）

を
出
版
す
る
際
に
お
世
話
に
な
っ
た
方
で
す
。
昨
年
初
め
に
私

の
単
著
を
出
版
し
な
い
か
と
い
う
お
話
し
が
あ
り
、
今
ま
で
あ

ち
こ
ち
に
書
い
た
文
章
を
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中

に
は
、
こ
の
『
う
か
』
に
連
載
し
て
い
る
「
点
字
か
ら
識
字
ま

で
の
距
離
」
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
最
終
的
に
は
編
集
を
担
当
し
て
下
さ
っ
た
読
書
工
房
の

村
上
文
さ
ん
が
、
全
体
を
読
み
や
す
い
も
の
に
し
て
下
さ
り
、

何
と
か
出
版
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
私
が
今
ま
で
に
書
い
た

文
章
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
図
書
館
員
に
読
ん
で
も
ら
う
た
め

の
も
の
で
、
図
書
館
と
は
余
り
縁
の
な
い
一
般
の
読
者
を
対
象

と
す
る
本
を
作
る
た
め
に
、
相
当
手
を
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
全

体
は
九
つ
の
章
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
も
う
一
章
書
い
た

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
古
典
鍼
灸
を
勉
強
し
て
い
る
視

覚
障
害
の
ヘ
ビ
ー
ユ
ー
ザ
ー
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す

が
、
結
局
そ
の
原
稿
は
没
に
な
り
ま
し
た
。

各
章
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
取
り
上
げ

た
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

第
一
章

人
は
な
ぜ
本
を
読
む
の
か

未
就
学
の
た
め
に
漢
字
の
読
め
な
い
脳
性
麻
痺
の
女
性

第
二
章

手
で
読
み
、
耳
で
見
る

生
来
全
盲
の
男
児

第
三
章

点
字
と
拡
大
の
は
ざ
ま
で

点
字
と
拡
大
文
字
の
狭
間
に
あ
る
弱
視
者
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第
四
章

遠
い
記
憶
を
呼
び
さ
ま
す
も
の

高
齢
者
施
設
の
入
所
者

第
五
章

楽
し
め
る
本
に
出
会
え
る
よ
う
に

授
産
施
設
の
知
的
障
害
者

第
六
章

お
は
な
し
を
か
ら
だ
で
体
験
す
る
子
ど
も
た
ち

お
は
な
し
会
に
来
る
乳
幼
児

第
七
章

か
い
じ
ゅ
う
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ

身
障
学
級
（
特
別
支
援
学
級
）
の
子
ど
も
た
ち

第
八
章

塀
の
中
の
写
真
集

刑
務
所
内
で
の
読
書
の
実
態

第
九
章

読
む
こ
と
、
そ
し
て
書
く
こ
と

読
む
こ
と
書
く
こ
と
を
求
め
て
図
書
館
に
来
館
す
る
人

例
え
ば
第
八
章
の
塀
の
中
の
写
真
集
は
、
こ
の
「
う
か
」
の

三
七
号
と
三
八
号
に
書
い
た
千
葉
刑
務
所
見
学
記
が
元
に
な
っ

て
い
ま
す
。

装
幀
は
プ
ロ
の
装
幀
家
に
お
願
い
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
三

村
淳
さ
ん
が
担
当
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
三
村
さ
ん
は
数
多
く

の
装
幀
を
手
が
け
て
い
る
装
幀
家
で
、
星
野
道
夫
の
本
な
ど
の

装
幀
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
最
初
の
書
名
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
の
は
『
本
を
読
む
人
々
』
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、
装
幀

家
が
も
っ
と
本
の
内
容
を
直
接
表
す
書
名
の
方
が
よ
い
と
い
う

こ
と
で
『
本
と
人
を
つ
な
ぐ
図
書
館
員
』
と
い
う
書
名
に
な
っ

た
の
で
す
。
ま
た
当
初
は
各
章
の
扉
に
写
真
を
使
う
予
定
で
、

第
一
章
な
ら
利
用
者
か
ら
頂
い
た
手
紙
、
第
七
章
な
ら
私
の
作

成
し
た
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
、
第
八
章
な
ら
写
真
集
の
見
返
し
等

々
用
意
し
た
の
で
す
が
、
最
終
的
に
文
字
だ
け
で
い
く
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
本
を
読
ん
で
い
た
だ
い
て
、
図
書
館
と
い
う
の
は
こ
ん

な
こ
と
も
や
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け

た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
外
か
ら
見
た
図
書
館
は
、
一
見
貸
本

屋
さ
ん
と
変
わ
ら
ず
、
単
に
本
を
借
り
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
が

ち
で
す
が
、
帯
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
す
べ
て
の
人
に
開
か

れ
て
い
る
」
図
書
館
は
読
む
こ
と
や
来
館
す
る
こ
と
に
困
難
を

抱
え
て
い
る
人
た
ち
に
も
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
義
務
が
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
特
に
終
章
で
取
り
上
げ
た
読
む
こ
と
や
書

く
こ
と
の
援
助
の
問
題
は
、
地
域
に
何
故
図
書
館
と
い
う
公
的

機
関
が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と

思
っ
て
執
筆
し
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
格
差
が
広
が
っ
て

い
る
現
代
社
会
で
、
情
報
の
摂
取
そ
し
て
発
信
を
少
し
で
も
公

平
に
保
障
し
て
い
く
機
関
が
図
書
館
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
次
第
で
す
。
ま
た
図
書
館
員
と
い
う
仕
事
が
非
常
に
多
岐
に

わ
た
っ
て
お
り
、
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
だ
き
、
図
書
館
員
に
な
っ
て
み
よ
う
か
な
と
思
う
若
い

方
が
一
人
で
も
い
て
く
れ
た
ら
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

是
非
お
近
く
の
図
書
館
で
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
い
た
だ
き
、
読

ん
で
も
ら
え
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
本
に
関
す

る
ご
意
見
や
疑
問
点
な
ど
を
、
こ
の
「
う
か
」
の
誌
上
で
交
わ

せ
れ
ば
嬉
し
い
限
り
で
す
。

（
山
内

薫
）
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一

言

岡

田

健

嗣

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン

前
号
で
、
視
覚
障
害
者
に
も
上
下
・
裏
表
の
分
か
る
年
賀
葉

書
が
手
に
入
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
。
手
に
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
私
ば
か
り
で
な
く
、
私
の
周
辺
の
視
覚
障
害
者

は
、
誰
も
が
購
入
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
私
が
本
誌
に
書
い
た
以
外
は
、
ど
の

メ
デ
ィ
ア
も
取
り
上
げ
て
い
な
か
っ
た
。
（
勿
論
全
て
を
調
べ

た
訳
で
は
な
い
の
で
、
取
り
上
げ
た
メ
デ
ィ
ア
が
あ
れ
ば
、
大

変
失
礼
す
る
こ
と
に
な
る
。
）

従
っ
て
今
年
の
暮
れ
も
、
上
下
・
裏
表
の
分
か
る
葉
書
は
手

に
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
、
ち
ょ
っ
と
暗
い
気
持
ち
に
な
っ
て

い
る
。

年
賀
状
と
い
う
の
が
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
つ
の
か
、
考
え

は
様
々
だ
ろ
う
が
、
郵
政
会
社
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
大
き
な

商
売
の
機
会
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
昨
年
末
は
、
民
営
化
し
て

初
め
て
の
年
賀
葉
書
と
い
う
こ
と
か
、
郵
便
局
ば
か
り
で
な

く
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
出
向
い
て
、
出
張
販
売
を
行
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
私
は
何
時
も
、
六
〇
〇
枚
程
度
を
電
話
注
文

し
て
届
け
て
い
た
だ
く
が
、
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
は
結
構
前

か
ら
行
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
。

私
に
と
っ
て
年
賀
状
は
、
一
年
に
一
度
の
挨
拶
と
位
置
づ
け

て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
意
味
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

習
慣
と
い
う
よ
り
行
事
と
言
っ
た
方
が
よ
い
ほ
ど
に
、
意
味
は

な
い
と
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
来
て
、
賀
状
の
や
り
取
り
が
消
息
の
や
り

取
り
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
や
は
り
疎
か
に
は
で
き
な
い
と
思

う
。
こ
の
よ
う
な
習
慣
・
行
事
を
続
け
る
こ
と
を
、
私
自
身
が

望
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

上
下
・
裏
表
の
分
か
る
葉
書
と
は
ど
ん
な
葉
書
か
、
再
度
ご

紹
介
し
て
み
よ
う
。

葉
書
の
表
と
は
、
宛
名
を
書
く
面
で
あ
る
。
そ
の
面
に
は
、

左
上
に
郵
便
切
手
に
似
た
デ
ザ
イ
ン
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
加

え
て
「
官
製
葉
書
」
で
あ
る
こ
と
も
表
示
さ
れ
て
い
る
。
上
下

・
表
裏
が
分
か
る
と
い
う
の
は
、
晴
眼
者
に
と
っ
て
は
こ
の
印

刷
を
見
る
こ
と
を
言
う
。
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
印

刷
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
印
刷
は
上
下
・
表
裏

の
表
示
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

視
覚
障
害
者
が
外
界
の
事
情
を
認
知
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

動
員
す
る
感
覚
器
官
は
聴
覚
と
触
覚
で
あ
る
。
葉
書
の
上
下
・

表
裏
を
見
分
け
る
の
に
、
聴
覚
を
働
か
せ
る
に
は
及
ば
な
い
。

触
覚
で
分
か
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

触
覚
で
上
下
・
表
裏
が
分
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
郵
政
省

は
、
葉
書
の
表
面
の
下
縁
の
左
端
に
、
小
さ
な
切
れ
込
み
を
入

れ
た
。
こ
の
切
れ
込
み
が
左
手
前
に
来
れ
ば
、
宛
名
の
面
に
正
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対
す
る
形
に
な
る
。
右
手
前
に
来
れ
ば
、
文
面
を
書
く
面
に
正

対
す
る
形
に
な
る
。

果
た
し
て
何
時
頃
か
ら
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
っ
た

の
か
、
私
に
は
確
か
な
記
憶
は
な
い
。
し
か
し
も
っ
と
以
前
に

は
、
同
様
の
細
工
を
、
私
自
身
が
手
作
業
で
行
っ
て
い
た
。
年

賀
状
の
時
期
に
は
、
先
ず
こ
の
作
業
か
ら
取
り
か
か
っ
た
。

一
般
に
は
こ
の
切
れ
込
み
の
よ
う
な
細
工
を
、
「
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
今
回
郵
政
会
社

に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
視
覚
障
害
者
を
対
象

と
し
た
も
の
で
、
一
般
の
人
に
は
関
係
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
む
し
ろ
、
こ
の
切
れ
込
み
を
邪
魔
に
思
う
人
も
い
な
い
訳

で
は
な
い
と
も
言
っ
て
お
ら
れ
た
。

さ
て
そ
ん
な
や
り
取
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
私
の
身
の
回

り
で
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
あ

る
い
は
思
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
郵
政
会
社
が
い
う
よ
う
に
、

一
般
の
人
に
は
関
係
な
い
も
の
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
と
変
な

気
分
に
な
っ
て
来
た
。

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
、
健
常
者

に
も
障
害
者
に
も
ど
ち
ら
に
も
有
効
な
機
能
の
こ
と
と
言
わ
れ

て
い
て
、
そ
の
例
に
、
シ
ャ
ン
プ
ー
や
リ
ン
ス
の
キ
ャ
ッ
プ
の

形
を
変
え
る
こ
と
で
、
晴
眼
者
が
バ
ス
ル
ー
ム
で
頭
を
洗
う
と

き
に
も
、
手
で
触
れ
て
間
違
え
な
い
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
の
こ
と

と
い
う
。
こ
う
い
う
デ
ザ
イ
ン
な
ら
、
特
別
視
覚
障
害
者
向
け

と
し
な
く
と
も
、
一
般
の
商
品
に
生
か
す
こ
と
で
、
コ
ス
ト
の

削
減
に
な
る
の
だ
か
ら
、
大
い
に
研
究
す
べ
し
、
と
い
う
も
の

ら
し
い
。

言
わ
れ
れ
ば
誠
に
結
構
な
の
だ
が
、
そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
が
、

そ
れ
ほ
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
と
斜
に
構
え
た
気
持
ち
に
な
っ

て
来
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
郵
政
会
社
と
の
や
り
取
り
の
結
果
で
あ

る
。幾

つ
か
葉
書
の
切
れ
込
み
と
同
様
の
切
れ
込
み
を
探
し
て
み

た
。
あ
っ
た
あ
っ
た
、
既
に
使
う
人
の
い
な
く
な
っ
た
テ
レ
ホ

ン
カ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
切
れ
込
み
は
確
か
に
最
初
か
ら
あ
っ

た
ら
し
い
。
公
衆
電
話
の
カ
ー
ド
挿
入
口
に
差
し
込
む
と
き
、

カ
ー
ド
の
裏
表
と
向
き
を
、
こ
の
切
れ
込
み
を
目
安
に
行
う
こ

と
で
、
間
違
え
る
こ
と
が
な
く
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
ま
た

切
れ
込
み
が
二
つ
あ
れ
ば
５
０
０
円
、
一
つ
な
ら
１
０
０
０
円

の
カ
ー
ド
と
分
か
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

カ
ー
ド
、
外
に
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

私
は
ス
イ
カ
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
裏
表
と
向
き
を

示
す
デ
ザ
イ
ン
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
は
、
恐
ら
く
視
覚
障
害
者
向
け
で
は
な
い
の
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
」
な
の
だ
。

私
が
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
は
、
国
民
健
康
保
険
で
あ

る
。
そ
の
保
険
証
は
何
年
か
前
か
ら
、
名
刺
判
の
大
き
さ
に
な

っ
た
。
ま
た
加
入
者
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
家
族
に
も
個
別
の

保
険
証
が
配
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
保
険
証
に
も
切
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れ
込
み
が
あ
る
。
こ
れ
は
何
だ
ろ
う
？

電
話
機
の
プ
ッ
シ
ュ
ボ
タ
ン
の
５
の
ボ
タ
ン
に
、
必
ず
小
さ

な
ポ
ッ
チ
が
付
い
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
の
ｆ
と

ｊ
の
キ
ー
に
も
印
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
印
は
視
覚
障
害
者
向

け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

こ
こ
ま
で
来
て
ハ
ッ
と
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
」
と
言
わ
れ
て
い

て
、
視
覚
障
害
者
に
も
共
用
で
き
る
と
す
る
デ
ザ
イ
ン
は
、
結

局
晴
眼
者
も
目
を
使
わ
な
い
で
行
う
動
作
に
配
慮
し
た
デ
ザ
イ

ン
の
こ
と
で
は
な
い
か
？
パ
ソ
コ
ン
の
ｆ
と
ｊ
は
、
ブ
ラ
イ
ン

ド
タ
ッ
チ
の
キ
ー
入
力
に
は
欠
か
せ
な
い
設
備
で
あ
る
し
、
電

話
の
５
の
ボ
タ
ン
の
ポ
ッ
チ
や
テ
レ
カ
の
切
れ
込
み
は
、
パ
ソ

コ
ン
ほ
ど
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
間
違
い
易
い
と
考

え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
。

以
上
は
忙
中
雑
感
で
あ
る
。

酔
夢
亭
読
書
日
記(

第

回)

24

酔

夢

亭

某
月
某
日
。
妄
言
甚
だ
し
。

「
紅
一
点
論
」
斎
藤
美
奈
子
（
ち
く
ま
文
庫
）
。

萬
緑
叢
中
紅
一
点
。
い
わ
ゆ
る
紅
一
点
。
む
さ
苦
し
い
男
ば

か
り
の
職
場
に
心
な
ご
ま
す
乙
女
が
ひ
と
り
。
職
場
の
花
、
マ

ド
ン
ナ
だ
、
癒
や
さ
れ
る
、
か
わ
ゆ
い
な
ど
と
鼻
の
下
を
長
く

し
て
に
や
に
や
と
や
に
下
が
っ
て
い
る
と
セ
ク
ハ
ラ
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
ご
用
心
。

男
の
意
識
に
は
そ
ん
な
男
尊
女
卑
（
か
ど
う
か
し
ら
な
い

が
）
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
は
び
こ
っ
て
い
る
。
今
ど
き
の
女

性
か
ら
お
お
い
に
反
発
さ
れ
て
し
ま
う
由
縁
で
あ
る
。

男
と
女
の
間
に
は
深
く
て
暗
い
溝
が
き
っ
と
あ
る
の
で
し
ょ

う
、
男
が
女
に
求
め
る
も
の
と
、
女
が
男
に
求
め
る
も
の
と
は

な
ん
か
や
っ
ぱ
り
違
う
よ
う
な
気
が
す
る
。

「
わ
た
し
こ
の
人
の
お
嫁
さ
ん
に
な
り
た
い
わ
」
通
り
す
が

り
の
雑
踏
の
中
で
さ
っ
き
耳
に
し
た
ば
か
り
の
女
性
の
会
話
で

あ
る
。
そ
の
う
ち
「
ぼ
く
、
こ
の
人
の
お
婿
さ
ん
に
な
り
た
い

な
」
と
男
の
子
も
言
い
出
す
か
も
し
れ
な
い
。

男
は
雄
々
し
く
、
女
は
し
と
や
か
に
、
と
い
う
躾
け
の
し
か

た
は
非
民
主
的
な
考
え
方
で
、
女
の
く
せ
に
、
歩
き
タ
バ
コ
は

す
る
な
、
く
し
ゃ
み
す
る
と
き
は
口
を
押
さ
え
ろ
、
っ
て
言
い

方
は
い
け
な
い
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
「
女
の
く
せ
に
」
っ
て
い

う
特
定
が
駄
目
な
わ
け
で
ご
わ
す
。

こ
ん
な
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
に
は
、
年
寄
り
の
た
わ
ご
と

み
た
い
な
も
の
を
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
ほ
ざ
い
て
い
た
ら
、
馬
鹿
に

さ
れ
れ
ば
よ
い
ほ
う
で
、
し
か
と
さ
れ
て
（
存
在
な
き
者
と
み

－ １１ －



な
さ
れ
て
）
歯
牙
に
も
か
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

機
を
見
る
に
敏
に
し
て
、
あ
ち
ら
で
に
こ
に
こ
、
こ
ち
ら
で

ふ
ん
ふ
ん
首
肯
し
、
気
に
染
ま
な
い
こ
と
を
鼓
膜
が
感
知
し
て

も
聴
か
な
い
こ
と
に
し
て
い
れ
ば
よ
ろ
し
い
わ
け
で
、
す
べ
て

は
馬
耳
東
風
、
馬
の
耳
に
念
仏
。
さ
う
い
う
ひ
と
に
わ
た
し
は

な
り
た
い
。
な
れ
る
か
な
あ
。

思
う
に
、
も
と
も
と
生
物
的
に
男
は
弱
く
て
（
心
も
か
ら
だ

も
）
、
女
は
そ
の
逆
で
は
な
い
の
か
し
ら
？

こ
う
考
え
る
に
は
も
ち
ろ
ん
わ
た
し
自
身
男
で
あ
る
に
は
違

い
な
い
け
れ
ど
、
女
よ
り
も
強
い
と
思
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
、
と
い
う
人
生
の
苦
い
実
感
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
だ

が
。男

が
女
に
ま
さ
る
も
の
は
、
体
格
（
図
体
の
大
き
さ
）
と
筋

力
（
瞬
間
的
暴
力
性
）
だ
け
で
、
親
あ
る
い
は
社
会
共
同
体
に

よ
る
躾
も
な
く
育
て
ら
れ
る
と
如
何
な
る
こ
と
に
な
る
か
、
思

い
詰
め
た
野
獣
は
恐
ろ
し
い
わ
け
で
、
昨
今
の
ス
ト
ー
カ
ー
事

件
な
ど
を
み
て
い
る
と
男
の
女
々
し
さ
は
あ
ま
り
に
情
け
な

い
。ま

ず
、
親
は
子
を
徹
底
的
に
可
愛
が
り
（
基
本
に
愛
情
が
な

い
こ
と
に
は
始
ま
り
ま
せ
ん
）
、
そ
の
上
で
社
会
法
を
教
え
る

べ
し
、
そ
の
た
め
に
は
親
た
る
も
の
犬
猫
の
調
教
法
を
学
ぶ
べ

し
。
い
わ
ゆ
る
、
飴
と
鞭
で
あ
る
。

結
論
、
男
は
男
ら
し
く
、
女
は
女
ら
し
く
と
い
う
風
に
親
は

我
が
子
を
育
て
る
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
、
と
保
守
反
動
的
な

言
辞
を
弄
し
た
く
も
な
る
。

先
刻
も
本
屋
さ
ん
で
暴
れ
ま
わ
っ
て
い
る
「
ガ
キ
」
に
、
こ

こ
は
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
場
所
か
、
と
な
る
べ
く
優
し
そ
う

な
口
調
で
に
っ
こ
り
睨
ん
で
や
る
と
、
子
ど
も
は
も
ぞ
も
ぞ
と

し
て
逃
げ
て
い
っ
た
が
、
お
母
さ
ん
の
方
は
な
ん
だ
こ
の
じ
じ

い
え
ら
そ
う
な
口
き
く
ん
じ
ゃ
な
い
よ
、
と
い
う
表
情
を
し
て

い
ま
し
た
。
こ
り
ゃ
や
っ
ぱ
り
子
ど
も
の
責
任
で
は
な
く
、
親

の
問
題
で
す
な
。

い
や
あ
、
マ
ジ
メ
に
な
り
す
ぎ
て
胃
が
痛
く
な
っ
て
き
た
。

暴
走
老
人
が
逆
ギ
レ
し
て
、
暴
れ
ま
わ
ら
な
い
よ
う
に
自
戒
し

な
く
ち
ゃ
。

某
月
某
日
。
感
傷
甚
だ
し
。

「
金
融
腐
食
列
島
」
上
・
下
（
講
談
社
文
庫
）
、
「
亡
国
か

ら
再
生
へ
」
（
光
文
社
）
高
杉
良
。

小
泉
純
一
郎
、
竹
中
平
蔵
コ
ン
ビ
が
や
ら
か
し
た
こ
と
は
と

ん
で
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
竹
中
平
蔵
な
ん

て
名
前
だ
か
ら
、
先
代
松
本
幸
四
郎
演
じ
る
長
谷
川
平
蔵
み
た
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い
な
渋
い
人
物
を
想
像
し
て
い
た
ら
、
全
然
違
っ
て
い
て
実
物

は
と
っ
ち
ゃ
ん
ぼ
う
や
み
た
い
な
風
貌
で
、
こ
れ
は
こ
れ
で
な

か
な
か
親
し
み
が
も
て
る
な
あ
、
な
ん
て
好
感
を
も
っ
て
い
た

の
で
す
が
…
。
イ
メ
ー
ジ
と
中
身
の
違
い
は
往
々
あ
る
も
の
、

気
を
つ
け
な
く
ち
ゃ
。
小
泉
純
一
郎
に
し
て
も
、
見
方
に
よ
れ

ば
、
細
身
で
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
な
ど
と
は
縁
が
な
い
よ

う
に
み
え
て
、
好
感
が
持
て
た
。

し
か
し
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
作
家
で
発
明
マ
ニ
ア
で
も
あ
る

米
原
万
里
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
「
貧
相
の
薄
ら
笑
い
」
に
し
か
元

首
相
は
み
え
な
い
。

一
億
総
ざ
ん
げ
、
そ
ん
な
言
葉
が
む
か
し
流
行
し
た
。
一
億

総
中
流
化
意
識
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
む
か
し
の
こ

と
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
今
か
ら
考
え
れ
ば
想
像
で

き
な
い
よ
う
な
意
識
で
す
。

終
身
雇
用
制
、
年
功
序
列
社
会
。
こ
れ
が
本
当
に
悪
か
っ
た

の
か
、
ど
う
か
。
悪
い
面
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
受
験
勉
強
を
勝

ち
抜
い
て
有
名
大
学
に
入
学
で
き
た
、
大
企
業
に
入
社
し
た
、

上
級
国
家
公
務
員
に
な
っ
た
、
地
方
公
務
員
に
な
っ
た
、
教
師

に
な
っ
た
、
親
方
日
の
丸
に
な
っ
た
、
こ
れ
で
終
生
人
生
安

泰
。若

く
し
て
生
活
の
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
女
の
場
合
は

ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
男
の
場
合
は
大
概
、
飲

む
、
う
つ
、
買
う
に
興
味
を
持
ち
ま
す
。

こ
う
い
う
感
覚
に
対
す
る
反
感
を
う
ま
く
利
用
し
て
規
制
緩

和
、
市
場
原
理
、
自
己
責
任
、
な
ど
の
フ
レ
ー
ズ
が
す
ご
く
新

鮮
に
み
え
た
の
だ
が
。

日
本
型
旧
制
度
を
否
定
し
て
、
ア
メ
リ
カ
ン
一
辺
倒
に
な
っ

た
と
き
、
日
本
人
の
悪
い
面
が
ど
っ
と
吹
き
出
し
た
。
村
意
識

と
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
は
相
容
れ
な
い
ス
ピ
リ
ッ
ツ
で
は
な
い

の
で
は
な
い
か
？
村
意
識
と
は
横
並
び
意
識
、
み
な
が
並
ぶ
か

ら
わ
た
し
も
並
ぶ
、
こ
の
店
の
ラ
ー
メ
ン
本
当
に
う
ま
い
の
か

ど
う
か
、
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
と
に
か
く
み
な
が
行
列
を
つ

く
っ
て
い
る
か
ら
き
っ
と
お
い
し
い
の
だ
、
み
た
い
な
イ
キ
と

は
い
え
な
い
田
子
作
的
意
識
の
こ
と
、
な
ん
て
い
う
と
怒
ら
れ

る
か
な
？

イ
キ
と
は
色
っ
ぽ
さ
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
生
き
方
の
美
意
識
み

た
い
な
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
最
近
は
、
お
っ
イ
キ
だ

ね
、
か
っ
こ
い
い
な
、
っ
て
感
じ
る
事
例
が
あ
ま
り
に
も
な
く

な
っ
て
、
さ
み
し
い
限
り
で
す
。

衛
星
か
ぐ
や
の
月
か
ら
の
地
球
の
映
像
、
月
の
地
平
線
か
ら

元
旦
の
旦
の
漢
字
の
如
く
蒼
き
水
の
惑
星
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
い

く
光
景
、
こ
れ
は
感
動
的
で
そ
の
美
し
さ
に
涙
が
出
そ
う
に
な

り
ま
す
。
我
ら
の
地
球
は
か
く
の
ご
と
く
美
し
い
の
に
…
。

以
下
次
号
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見
果
て
ぬ
夢
を
（
九
）

山

本

優

子

十
一

神
戸
訓
盲
院(

承
前)

神
戸
訓
盲
院
の
看
板
を
掲
げ
た
家
屋
は
、
門
構
え
の
あ
る
二
階

建
て
で
前
庭
も
あ
っ
た
。
玄
関
三
畳
と
八
畳
三
間
は
事
務
室
、
実

習
室
、
寝
室
に
当
て
ら
れ
、
二
階
の
八
畳
洋
間
は
教
室
に
、
六
畳

和
室
は
寄
宿
生
室
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
職
員
は
二
名
。

院
長
と
な
っ
た
孝
之
進
は
、
修
身
、
国
語
、
地
理
、
歴
史
を
、
多

聞
教
会
伝
道
師
の
神
名
正
子
は
音
楽
（
讃
美
歌
）
を
、
同
教
会
伝

し
ん
め
い
ま
さ

こ

道
師
の
小

林

茂
兵
衛
が
事
務
を
手
伝
う
と
い
う
こ
と
で
出
発
し

こ

ば
や
し

も

へ

い

た
。
孝
之
進
は
建
学
方
針
を
「
治
療
家
で
あ
る
前
に
教
養
人
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
た
。
そ
の
信
念
の
ゆ
え
に
、
普
通
科
が
重

視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
日
本
各
地
の
盲
学
校
の
ほ
と
ん

ど
が
盲
生
に
鍼
按
の
技
術
教
育
を
授
け
る
こ
と
を
動
機
と
し
て
創

設
さ
れ
て
い
た
中
、
一
般
教
養
に
ま
ず
重
点
を
お
く
極
め
て
ユ
ニ

ー
ク
な
建
学
方
針
で
あ
る
。

孝
之
進
は
、
「
盲
人
勧
学
の
歌
」
を
作
っ
た
。

一

我
ら
の
天
地
に
月
は
な
く

我
ら
の
世
界
に
花
は
な
し

さ
れ
ど

我
ら
の
心
に
は

別
乾
坤
の

あ
る
ぞ
か
し

二

見
よ
や

検
校
保
己
一
は

文
の
林
に
分
け
入
り
て

学
者
の
誉
か
ん
ば
し
く

世
に
伝
わ
り
ぬ

今
も
な
ほ

三

杉
山
和
一
は
鍼
術
の

奥
義
極
め
て
将
軍
の

覚
え
め

で
た
き
侍
医
と
し
て

高
禄
食
み
し
た
め
し
あ
り

四

ま
た
見
よ

英
国
フ
ォ
ー
セ
ッ
ト

昇
る
位
も
大
臣
の

名
誉
と
共
に
始
め
た
る

郵
便
法
は

名
も
高
し

五

人
は
我
ら
を
捨
つ
れ
ど
も

か
か
る
知
名
の
先
輩
が

立
て
し
い
さ
お
を
偲
び
て
は

何
を
か

憂
い
悲
し
ま
ん

六

霊
の
花
火
を
打
ち
上
げ
て

学
び
の
道
に
い
そ
し
ま
ば

文
化
の
光
鮮
や
か
に

心
の
う
ち
を

照
ら
す
ら
ん

七

つ
と
め
励
め
よ

わ
が
友
よ

知
能
を
磨
き
徳
を
積
み

御
国
の
た
め
に

世
の
た
め
に

高
き
い
さ
お
を

あ
ら

は
せ
よ

松
井
牧
師
は
、
孝
之
進
が
慈
善
事
業
と
し
て
で
は
な
く
、
盲
と

さ
れ
た
の
は
主
の
栄
光
を
現
す
た
め
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
学

校
運
営
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
喜
び
、
顧
問
と
し
て
精
一
杯
の
協

力
を
し
た
い
と
申
し
出
た
。

翌
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
年
）
四
月
に
は
、
後
に
神
戸
訓

盲
院
院
長
と
な
っ
た
森
泰
三
を
含
む
教
員
四
名
、
生
徒
十
六
名
を

抱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
松
井
牧
師
は
教
室
、
寄
宿
舎
が

足
り
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
校
舎
新
築
の
必
要
を
多
聞
教
会
と
他

教
会
に
も
呼
び
か
け
た
。

訓
盲
院
は
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
」
を
看
板
に
掲
げ
た
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わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
孝
之
進
が
精
神
教
育
の
基
本
と
し
た
の

は
聖
書
だ
っ
た
。
孝
之
進
は
、
毎
朝
始
業
前
に
礼
拝
を
設
け
た
。

聖
書
が
読
ま
れ
、
孝
之
進
が
短
く
話
を
し
た
。
多
聞
教
会
伝
道
師

と
訓
盲
院
の
音
楽
担
当
を
兼
任
し
て
い
た
神
名
正
子
が
讃
美
歌
を

教
え
た
。
朝
ご
と
に
聖
書
の
言
葉
と
孝
之
進
の
話
を
聴
く
う
ち

に
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
た
ち
は
心
動
か
さ
れ
、
盲
人
と
し
て
生
き

て
い
く
人
生
の
意
味
や
目
的
を
考
え
始
め
た
。
あ
る
時
、
加
藤
儀

平
が
、
孝
之
進
に
尋
ね
て
き
た
。

「
先
生
、
先
生
は
な
ん
で
そ
ん
な
に
何
で
も
よ
う
わ
か
り
は
る

ん
で
す
か
？
」

孝
之
進
は
、
お
ど
け
て
言
っ
た
。

「
何
で
も
よ
く
噛
ん
で
食
べ
る
か
ら
だ
」

「
は
あ
、
ほ
ん
ま
に
そ
う
や
っ
た
ん
で
す
か
」

「
い
や
い
や
、
冗
談
だ
。
わ
た
し
は
、
何
で
も
わ
か
る
者
で
は

な
い
よ
」

「
い
え
、
先
生
の
言
い
は
る
こ
と
に
は
、
人
間
の
頭
で
考
え
つ

か
へ
ん
よ
う
な
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
で
す
。
ど
う
や
っ
て
、

そ
ん
な
知
恵
が
出
て
く
る
ん
で
す
か
？
」

孝
之
進
は
、
笑
っ
た
。

「
儀
平
、
わ
た
し
は
も
と
も
と
愚
か
な
人
間
に
す
ぎ
な
い
の
だ

よ
。
も
し
、
お
ま
え
が
わ
た
し
に
知
恵
が
あ
る
と
感
じ
て
く
れ
た

の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
っ
く
り
聖
書
か
ら
も
ら
っ
た
だ
け
だ
」

儀
平
は
真
剣
な
声
で
言
っ
た
。

「
ど
う
や
っ
た
ら
、
聖
書
か
ら
知
恵
を
も
ら
え
る
ん
で
す

か
？
」

「
聖
書
を
読
む
こ
と
だ
な
」

「
は
あ
」

「
早
く
、
誰
で
も
自
分
の
点
字
聖
書
全
巻
を
持
て
る
時
代
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
よ
」

「
先
生
、
礼
拝
で
読
む
聖
書
を
使
わ
へ
ん
時
、
貸
し
て
く
だ
さ

い
。
点
字
の
練
習
も
兼
ね
て
写
し
た
い
ん
で
す
」

「
残
念
な
が
ら
、
わ
た
し
も
点
字
の
聖
書
を
ま
だ
持
っ
て
な
い

ん
だ
よ
」

実
は
、
孝
之
進
が
礼
拝
で
読
ん
で
い
た
聖
書
箇
所
は
、
毎
日
墨

字
の
聖
書
を
増
江
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
は
孝
之
進
自
ら
点
字
で
打

っ
た
も
の
だ
っ
た
。
教
会
に
あ
る
点
字
聖
書
は
新
約
聖
書
の
一
部

だ
け
だ
っ
た
。
孝
之
進
は
、
増
江
の
目
を
借
り
て
旧
新
約
聖
書
全

体
を
毎
日
丁
寧
に
読
ん
で
い
た
。

儀
平
の
熱
意
が
嬉
し
く
て
、
孝
之
進
は
自
分
が
聖
書
箇
所
を
点

字
に
直
し
た
も
の
を
儀
平
に
貸
す
こ
と
に
し
た
。
儀
平
は
ど
ん
ど

ん
そ
れ
を
写
し
、
孝
之
進
は
自
分
が
打
つ
ス
ピ
ー
ド
が
追
い
つ
か

な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
慌
て
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

ま
も
な
く
、
儀
平
は
自
分
の
弟
に
手
を
引
か
せ
て
、
日
曜
日
教

会
の
礼
拝
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
若
い
儀
平
は
、
孝
之
進

が
す
る
こ
と
は
何
で
も
真
似
、
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
い
き
た
か
っ

た
の
だ
。
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儀
平
は
礼
拝
で
の
説
教
に
心
打
た
れ
、
友
人
た
ち
に
も
教
会
に

行
く
こ
と
を
勧
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際

多
く
の
盲
生
徒
た
ち
が
教
会
に
行
っ
て
み
た
い
と
言
い
出
し
た
。

そ
れ
で
、
日
曜
日
の
朝
は
十
数
名
の
教
会
員
た
ち
が
、
喜
ん
で
そ

の
生
徒
た
ち
の
道
案
内
を
し
、
訓
盲
院
の
生
徒
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て

多
聞
教
会
に
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
社
会
と
の
接
点
が
限
ら
れ

て
い
た
訓
盲
院
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
教
会
は
驚
く
べ
き
場
所

だ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
た
ち
は
そ
れ
ま
で
他
人
か
ら
、
家
族

か
ら
さ
え
も
大
切
に
扱
わ
れ
た
こ
と
が
無
か
っ
た
し
、
厄
介
者
、

汚
い
も
の
の
よ
う
に
接
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
教
会
の
人
た
ち
の

背
後
に
あ
る
聖
書
の
力
を
認
め
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
盲
生
徒

た
ち
に
と
っ
て
教
会
で
の
交
わ
り
は
何
よ
り
も
楽
し
い
時
と
な
っ

て
い
っ
た
。
儀
平
は
、
そ
の
年
の
九
月
に
洗
礼
を
受
け
た
。
続
い

て
十
一
月
に
は
三
名
の
盲
生
徒
も
洗
礼
を
受
け
た
。
以
後
訓
盲
院

生
の
中
で
信
仰
告
白
を
す
る
者
が
次
々
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。松

井
牧
師
家
族
と
教
会
に
つ
な
が
っ
て
い
た
訓
盲
院
生
を
含
む

数
名
の
信
徒
た
ち
、
孝
之
進
、
増
江
、
母
千
代
は
訓
盲
院
の
た
め

に
集
ま
っ
て
祈
り
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
〇
四
年
か
ら
一
九

〇
五
年
（
明
治
三
十
七
年
、
三
十
八
年
）
に
は
、
孝
之
進
宅
で
聖

書
の
学
び
会
が
定
期
的
に
持
た
れ
て
い
た
。
そ
の
集
会
に
は
、
訓

盲
院
生
中
心
に
地
域
の
人
た
ち
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
母
千
代
が
自
宅
を
開
放
し
て
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
婦
人

の
聖
書
学
び
会
も
好
評
だ
っ
た
。
「
神
の
業
を
顕
す
た
め
」
盲
と

さ
れ
た
こ
と
を
本
気
で
感
謝
し
、
祈
り
を
持
っ
て
行
動
し
て
い
る

孝
之
進
の
姿
に
憧
れ
た
生
徒
た
ち
は
競
い
合
う
よ
う
に
し
て
聖
書

を
点
字
で
写
し
、
聖
書
の
言
葉
を
暗
誦
し
た
。
そ
の
生
徒
た
ち
そ

れ
ぞ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
明
る
く
前
向
き
に
な
っ
て
い
る
の
に
家

族
も
周
囲
の
者
も
気
づ
き
、
驚
く
よ
う
に
な
っ
た
。

十
二

恵

子

夏
の
暑
さ
も
一
段
落
し
た
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
十
八
年
）
九

月
半
ば
の
こ
と
だ
っ
た
。
孝
之
進
は
増
江
の
肩
に
鍼
を
打
っ
て
や

っ
て
い
た
。
最
近
は
増
江
も
疲
労
が
た
ま
っ
て
い
る
ら
し
く
身
体

の
節
々
の
痛
み
を
訴
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
孝
之
進
は
、
わ
ず
か

で
も
時
間
を
作
っ
て
は
増
江
に
治
療
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
た
。

近
所
の
子
供
た
ち
が
遊
ん
で
い
る
賑
や
か
な
声
が
障
子
越
し
に

聞
こ
え
る
。

「
か
ー
ご
め
、
か
ご
め
、
か
ご
の
中
の
鳥
は
い
つ
い
つ
で
や
る

…
…
後
ろ
の
正
面
、
だ
あ
れ
」

「
ハ
ナ
ち
ゃ
ん
や
ろ
」

「
ち
ゃ
う
、
ち
ゃ
う
」

「
ほ
ん
ま
？

ハ
ナ
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
う
ん
？
」

「
ち
ゃ
う
、
言
う
と
う
や
ん
か
」

「
ま
っ
ち
ゃ
ん
や
」

当
た
っ
た
ら
し
く
歓
声
が
あ
が
っ
た
。
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神
戸
弁
の
元
気
な
声
だ
。
孝
之
進
は
心
が
な
ご
む
。
と
同
時

に
、
こ
の
よ
う
な
遊
び
に
加
わ
っ
た
こ
と
も
な
く
、
狭
い
一
室
に

閉
じ
込
め
ら
れ
た
ま
ま
、
一
生
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
盲
児
が

す
ぐ
そ
こ
の
家
に
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
よ
ぎ

る
。
心
の
底
か
ら
、
熱
い
想
い
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
。

ふ
い
に
増
江
が
言
っ
た
。

「
私
た
ち
に
も
子
供
が
い
た
ら
ね
ー
」

孝
之
進
は
、
治
療
に
専
念
し
て
い
る
ふ
り
を
し
て
い
た
。
し
ば

ら
く
し
て
ま
た
増
江
は
、
言
っ
た
。

「
で
も
、
訓
盲
院
に
は
小
さ
い
子
か
ら
わ
た
し
よ
り
背
の
高
い

子
供
ま
で
い
る
ん
で
す
も
の
ね
。
わ
た
し
た
ち
、
日
本
一
幸
せ
な

親
な
の
だ
わ
」

「
あ
あ
、
そ
う
な
ん
だ
」

孝
之
進
は
、
こ
の
ご
ろ
増
江
は
故
郷
の
言
葉
を
あ
ま
り
使
わ
な

く
な
っ
た
な
あ
と
、
別
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
た
。

そ
の
と
き
、
一
人
の
弱
視
の
生
徒
が
入
っ
て
き
た
。

「
先
生
、
郵
便
で
す
」

孝
之
進
は
、
治
療
を
続
け
な
が
ら
言
っ
た
。

「
開
封
し
て
く
れ
る
か
な
。
後
で
読
ん
で
も
ら
う
か
ら
」

「
今
、
読
み
ま
す
よ
」

増
江
は
、
う
つ
伏
せ
に
横
た
わ
り
治
療
を
受
け
な
が
ら
、
手
紙

に
目
を
通
し
た
。

「
コ
ウ
さ
ん
、
ま
た
よ
。
訓
盲
院
を
盲
児
の
孤
児
院
だ
と
思
っ

て
い
る
人
か
ら
の
入
所
願
い
」

増
江
は
、
孝
之
進
に
読
ん
で
聞
か
せ
た
。

差
出
人
は
中
山
手
通
（
な
か
や
ま
て
ど
お
り
）
の
進
藤
か
つ
と

い
う
女
性
だ
っ
た
。
恵
子
と
い
う
盲
目
の
子
を
遠
縁
に
あ
た
る
と

い
う
こ
と
で
、
養
女
に
し
た
。
し
か
し
、
家
庭
の
事
情
で
手
元
に

お
け
な
く
な
っ
た
の
で
、
訓
盲
院
で
預
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
内

容
だ
っ
た
。
盲
児
を
訓
盲
院
で
学
ば
せ
る
た
め
で
は
な
く
引
き
取

っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
依
頼
は
こ
れ
ま
で
あ
ち
こ
ち
か
ら
来
て
い

た
。
孝
之
進
は
そ
の
た
び
に
依
頼
者
と
時
間
を
と
っ
て
話
し
合
い

を
し
た
。
盲
児
、
盲
人
も
学
問
の
機
会
が
与
え
ら
れ
れ
ば
教
養
を

身
に
つ
け
、
立
派
に
社
会
で
生
き
て
い
く
の
が
可
能
な
こ
と
、
そ

の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
孝
之
進
が
熱
い
思
い
を
こ
め
て
話
す
と
、

ほ
と
ん
ど
の
依
頼
者
は
感
銘
を
受
け
、
訓
盲
院
に
預
け
る
の
で
は

な
く
、
教
育
し
て
も
ら
い
た
い
と
頼
み
込
む
の
だ
っ
た
。

「
進
藤
さ
ん
と
い
う
人
と
も
話
し
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い

な
」孝

之
進
が
治
療
を
続
け
な
が
ら
言
う
と
、
増
江
は
う
な
ず
い

た
。「

一
組
の
理
解
者
が
増
え
る
っ
て
こ
と
は
、
そ
の
人
た
ち
か
ら

ま
わ
り
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
も
の
ね
」

進
藤
か
つ
も
商
売
が
忙
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
孝
之
進
た
ち
と

面
会
す
る
日
が
な
か
な
か
取
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
十
月
に
入

っ
て
訓
盲
院
を
た
ず
ね
て
き
た
。

（
つ
づ
く
）
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第
九
回

漢
点
字

学
習
会
報
告

菅
野
良
之
（
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
）

１

日
時

平
成

年

月

日(

土)

：

～

：

19

12

22

18

30

20

30

２

場
所

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
七
階

第
一
会
議
室

３

出
席
者
（
省
略
）

４

使
用
教
材

「
漢
点
字

講
習
用

テ
キ
ス
ト

初
級
編

第
一
回

（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

「
レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
」
（
店
、
月
、
肉
、
分
、
日
、

性
、
心
、
口
、
囲
、
十
、
止
、
必
、
才
、
正
）

５

学
習
会
内
容

（
１
）
第
八
回
の
復
習

第
一
基
本
文
字(

一
マ
ス
漢
点
字)(

三)

ナ
行
の
文
字
：

ヌ
（
１
・
３
・
４
の
点
）
「
力
」(

)

ネ
（
１
・
２
・
３
・
４
）
「
示
」(

)

ノ
（
２
・
３
・
４
）
「
私
」(

)

二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
二
〇
〇
八
年
一
月
に
行
わ

れ
た
、
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
の
漢
点
字
学
習
会

の
様
子
を
、
会
員
の
菅
野
さ
ん
が
お
寄
せ
下
さ
い

ま
し
た
の
で
、
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

＊
「
示
」
は
示
偏
、
「
私
」
は
ノ
木
偏
と
し
て
用
い
る
。

ハ
行
の
文
字
：

ハ
（
１
・
３
・
６
）
「
走
」(

)

ヒ
（
１
・
２
・
３
・
６
）
「
進
」(

)

（
３
・
４
・
５
・
６
）
「
火
」(

)

フ
（
１
・
３
・
４
・
６
）
「
女
」(

)

＊
「
走
」
は
そ
う
に
ょ
う
、
「
進
」
は
し
ん
に
ょ
う
と
し
て
用

い
る
。
「
進
」
は
人
が
動
く
姿
を
表
す
。
「
火
」
は
炎
が
燃
え
盛

っ
て
い
る
様
子
を
象
っ
た
も
の
。

（
２
）
第
九
回
の
学
習
内
容

ハ
行
、
マ
行
の
一
マ
ス
漢
字

点
字
ｐ

、
墨
字
ｐ

か
ら

81

28

・
ヘ
（
１
・
２
・
３
・
４
・
６
の
点
）
「
玉
」(

)

常
用
字

解
で
は
魂
が
元
と
あ
る
。
た
ま
し
い
に
は
ほ
か
に
霊
、
魄
の

字
が
あ
る
。
霊
魂
は
清
い
魂
。
玉
は
価
値
の
高
い
も
の
。

た
ま
偏
、
お
う
偏
と
し
て
使
わ
れ
る
。
理
、
珍
、
珈
琲
、

珊
瑚
、
班
、
球
、
現
な
ど
。

・
ホ
（
２
・
３
・
４
・
６
）
「
方
」(

)

常
用
字
解
で
は
上

の
部
分
が
木
の
枝
、
下
の
部
分
が
死
ん
だ
人
の
身
体
を
意
味

し
て
い
る
。
方
は
、
正
方
形
・
長
方
形
と
い
う
よ
う
に
四
角

い
形
の
意
味
で
、
集
落
の
は
ず
れ
の
木
の
枝
に
遺
体
を
吊

る
し
、
魔
物
か
ら
集
落
を
守
る
。

ほ
う
偏
、
か
た
偏
と
し
て
、
放
、
芳
、
紡
、
訪
、
族
、

旅
、
遊
、
坊
、
房
、
防
等
多
数
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第
一
〇
回

漢
点
字

学
習
会
報
告

１

日
時

平
成

年
１
月

日(

土)

時

分
～

時

分

20

26

18

30

20

30

２

場
所

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
七
階

第
一
会
議
室

３

出
席
者
（
敬
称
略
）
（

）
内
は
ヘ
ル
パ
ー
の
方

事
務
局

岡
田
、
斎
藤
、
田
中
（
江
藤
）

学
習
会

風
間
（
江
島
）
、
森
原
、
渡
辺
（
清
水
）
、

竹
井
（
菅
野
）

羽
化
の
会

秋
野
、
江
島
、
杉
田
、
菅
野

以
上

名
13

４

使
用
教
材

「
漢
点
字

講
習
用

テ
キ
ス
ト

初
級
編

第
一
回

（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

「
レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
」
（
店
、
月
、
肉
、
分
、
日
、
性
、

心
、
口
、
囲
、
十
、
止
、
必
、
才
、
正
）

５

学
習
会
内
容

（
１
）
第
九
回
の
復
習

第
一
基
本
文
字(

一
マ
ス
漢
点
字)

(

３)
ハ
行
の
文
字
：

ヘ
（
１
・
２
・
３
・
４
・
６
の
点
）
「
玉
」(

)

マ
行
の
文
字
：

マ
（
１
・
３
・
５
・
６
）
「
石
」(

)

ミ
（
１
・
２
・
３
・
５
・
６
）
「
耳
」(

)

－ １９ －

・
マ
（
１
・
３
・
５
・
６
）
「
石
」(

)

常
用
字
解
で
は
雁

垂
れ
と
口
か
ら
な
り
、
雁
垂
れ
は
切
り
た
っ
た
崖
で
、
崖
は

神
様
が
降
り
て
く
る
所
、
口
は
サ
イ
を
捧
げ
た
形
。

岩
は
大
き
な
石
を
表
す
。

部
首
は
石
偏
で
、
研
、
硬
、
硯
、
砲
、
破
、
砂
、
砥
、

砕
、
砦
、
砌

等
多
数
。

・
ミ
（
１
・
２
・
３
・
５
・
６
）
「
耳
」(

)

常
用
字
解
で

は
聖
（
ひ
じ
り
、
神
様
の
声
を
聴
く
人
）
か
ら
き
た
文
字
。

ほ
か
に
は
、
あ
や
ふ
や
な
こ
と
の
意
味
も
あ
る
。

耳
偏
と
し
て
、
聞
、
聴
、
取
（
つ
く
り
の
又
は
手
の
形
、

戦
で
相
手
を
殺
し
た
戦
果
と
し
て
相
手
の
耳
を
切
り
取
っ

た
）
、
恥
、
職
、
聡
、
聟
、
聚
な
ど

・
ム
（
１
・
３
・
４
・
５
・
６
）
「
車
」(
)

戦
車
（
教
材

の
荷
車
は
誤
植
）
を
象
っ
た
文
字
。

車
偏
と
し
て
、
転
、
輪
、
軸
、
斬
、
輸
、
較
、
運
、
庫
、

軍
（
車
の
上
に
旗
が
な
び
い
た
様
子
）
、
軒
、
軽
、
輝
、

轌
な
ど
多
数
。

・
モ
（
２
・
３
・
４
・
５
・
６
）
「
門
」(

)

両
開
き
の
出

入
り
口
。
戸
は
片
開
き
。

部
首
は
門
構
え
。
悶
、
問
、
間
、
関
、
開
閉
、
閣
（
高

殿
）
、
閂
、
閑
、
癇
な
ど
多
数
。

（
３
）
そ
の
他

①

横
浜
羽
化
の
会
新
年
会
へ
の
参
加
者
は
１
月

日
ま
で
に

10

岡
田
さ
ん
へ
申
し
込
む
。

②

う
か

第

号

２
０
０
７
年

月
の
配
布

65

12



ム
（
１
・
３
．
４
・
５
・
６
）
「
車
」
、(

)

二
輪
車
を
上

か
ら
見
た
形
。
縦
に
長
い
線
は
車
軸
を
表
す
。

モ
（
２
・
３
・
４
・
５
・
６
）
「
門
」
、(

)

門
構
え
と
し

て
多
く
の
字
が
あ
る
。

（
２
）
第
一
〇
回
の
学
習
内
容

ヤ
行
、
ラ
行
の
一
マ
ス
文
字

点
字
ｐ

、
墨
字
ｐ

か
ら

94

32

・
ヤ
（
３
・
４
の
点
）
「
病
」(

)

病
垂
に
一
、
人
、
冂

（
え
ん
構
）
で
体
を
象
っ
て
い
る
。

丙
は
十
干
（
甲
・
乙

・
丙
・
丁
・
戊
・
己
・
庚
・
辛
・
壬
・
癸
）
の
丙
（
ひ
の
え
）

に
あ
た
る
。
十
干
は
十
二
支
と
あ
わ
せ
干
支
（
え
と
）
と
称

す
る
。

音
読
み
の
ビ
ョ
ウ
は
呉
音
、
ヘ
イ
は
漢
音
。
ヘ
イ
は
疾
病

（
し
っ
ぺ
い
）
に
使
わ
れ
、
疾
は
急
性
病
、
病
は
慢
性
病
を

意
味
し
、
い
ず
れ
も
病
気
を
い
う
。

病
垂
：
痛
、
痘
、
痞
、
症
、
疸
、
疼
な
ど

・
ユ
（
３
・
４
・
６
）
「
行
」(

)

音
読
み
の
コ
ウ
は
漢

音
、
ギ
ョ
ウ
は
呉
音
、
ア
ン
は
唐
音
。

元
々
は
左
右
同
形
。
行
人
偏
、
行
構
え
（
左
右
の
間
に
文

字
が
入
る
）
に
使
わ
れ
る
。

行
人
偏
：
彷
、
役
、
往
、
彼
、
彿
、
律
、
後
、
待
、
徐
、

御
、
微
な
ど
。

行
構
え
：
術
、
街
、
衝
、
衛
、
衡
な
ど
。

＊
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
行
方
（
ゆ
く
え
）
は
氏
名
で
は
「
な
め
か

た
」
と
読
む
。

ア
ン
の
読
み
方
に
は
行
脚
（
あ
ん
ぎ
ゃ
）
、
ア
ン
ド
ン
行

灯
（
行
燈
）
が
あ
る
。

・
ヨ
（
３
・
４
・
５
）
「
店
」(

)

常
用
字
解
で
は
物
を
置

く
場
所
。
建
物
内
の
一
部
に
物
を
置
き
、
並
べ
た
こ
と
か

ら
、
商
店
と
し
て
物
を
売
買
す
る
所
に
転
じ
て
い
っ
た
。

漢
点
字
で
は
广
垂
れ
（
ま
だ
れ
）
に
使
わ
れ
る
。

广
垂
れ
：
広
、
庄
、
序
、
床
、
底
、
府
、
庭
、
麻
、
庁
、
座
、

康
、
庶
、
庫
な
ど
。

・
ラ
（
１
・
５
）
「
月
」(

)

音
読
み
の
ゲ
ツ
は
漢
音
、
ガ

ツ
は
呉
音
。
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
文
字
の
読
み
方
は
時
代

順
に
「
呉
音
」
、
「
漢
音
」
、
「
唐
音
」
と
呼
ば
れ
る
。

「
明
」
の
日
は
窓
の
意
味
で
、
窓
か
ら
月
の
光
が
入
る
と
明

る
い
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。

月
の
付
く
字
：
朋
、
朔
、
脅
、
朝
な
ど
。

・
ラ
下
が
り
（
２
・
６
）
「
肉
」(

)

肉
の
切
り
口
の
形
か

ら
き
た
。
部
首
は
肉
月
。
身
体
や
食
物
に
関
す
る
文
字
に
使

わ
れ
る
。
胸
、
肺
、
胃
、
腸
、
腰
、
臓
、
肝
、
胆
、
脳
、

骨
、
筋
、
脚
、
肘
な
ど
多
数
。

五
臓
（
肝
臓
、
心
臓
、
脾
臓
、
肺
、
腎
臓
）
、
六
腑
（
大

腸
、
小
腸
、
胆
、
胃
、
三
焦
、
膀
胱
）
。

（
３
）
そ
の
他

①

横
浜
羽
化
の
会
で
は
常
用
字
解
を
漢
点
字
で
作
成
中
。

②

２
月
の
学
習
会
は

日(

土)

、
３
月
は

日(

土)

各

時

23

22

18

分
よ
り
。

30
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漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

長
恨
歌

盛
唐

白
居
易

ン
ジ
テ

ヲ

フ

ヲ

漢

皇

重
レ

色

思
二

傾

國
一

ム
レ
ド
モ

御

宇

多

年

求

不
レ

得

ニ

リ

メ
テ

シ

楊

家

有
レ

女

初

長

成

ハ
レ
テ

リ

ニ

ダ

ラ

養

在
二

深

閨
一

人

未
レ

識

ノ

シ

ラ

テ

天

生

麗

質

難
二

自

棄
一

バ
レ
テ

リ

ノ

ニ

一

朝

選

在
二

君

王

側
一

ラ
シ
テ

ヲ

ス
レ
バ

ジ

廻
レ

眸

一

笑

百

媚

生

ノ

シ

六

宮

粉

黛

無
二

顔

色
一

『
長
恨
歌
』

白
居
易(

白
楽
天)

作
、
七
言
百
二
十
句

か

ら

な

る

長

編

の

詩

。

漢

の

時

代

を

借

り

て

、

唐

の

玄

宗

皇

帝

と

楊

貴

妃

の

悲

恋

を

描

い

て

い

る

。

掲
載
部
分
は
冒
頭
の
一
節
。
長
年
美
女
を
探
し
求

め
て
い
た
皇
帝
は
、
楊
貴
妃
を
見
出
す
。
そ
の
魅

力
に
他
の
女
官
達
は
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

漢
皇
色
を
重
ん
じ
て
傾
国
を
思
う

か
ん
の
う

い
ろ

お
も

け
い
こ
く

お
も

御
宇
多
年
求
む
れ
ど
も
得
ず

ぎ
ょ
う

た
ね
ん

も
と

え

楊
家
に
女
有
り
初
め
て
長
成
し

よ
う

か

じ
ょ

あ

は
じ

ち
ょ
う
せ
い

養
わ
れ
て
深
閨
に
在
り
人
未
だ
識
ら
ず

や
し
な

し
ん
け
い

あ

ひ
と

い
ま

し

天
生
の
麗
質

自

ら
棄
て
難
し

て
ん
せ
い

れ
い
し
つ

お
の
ず
か

す

が
た

一
朝
選
ば
れ
て
君
王
の

側

に
在
り

い
っ
ち
ょ
う
え
ら

く
ん
の
う

か
た
わ
ら

あ

眸
を
廻
ら
し
て
一
笑
す
れ
ば
百
媚
生
じ

ひ
と
み

め
ぐ

い
っ
し
ょ
う

ひ
ゃ
く
び

し
ょ
う

六
宮
の
粉
黛
顔
色
無
し

り
く
き
ゅ
う

ふ
ん
た
い

が
ん
し
ょ
く

な

御
宇
＝
天
子
が
位
に
つ
い
て
い
る
間
。
治
世
の
間
。

難
二

自
棄
一

＝
そ
の
ま
ま
世
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く

捨
て
お
か
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

一
朝
＝
あ
る
日
。
に
わ
か
に
。

六
宮
＝
天
子
の
後
宮
。

粉
黛
＝
お
し
ろ
い
と
ま
ゆ
ず
み
。

化
粧
を
こ
ら
し
た
女
官
た
ち
を

指
す
。

－ ２１ －



－ ２２ －

長 恨 歌 ｀ちょう ごんか

盛 唐 白 居 易

漢 皇 重 ン ジテ 色 ヲ 思 フ 傾

國 ヲ

御 宇 多 年 求 ムレ ドモ 不 得

楊 家 ニ 有 リ 女初 メテ 長 成 シ

養 ハレテ 在 リ 深 閨 ニ 人未 ダ

識 ラ

天 生 ノ 麗 質 難 シ 自 ラ 棄 テ

一朝 選 バレテ 在 リ 君 王 ノ 側

ニ

廻 ラシテ 眸 ヲ 一笑 スレ バ 百 媚

生 ジ

六 宮 ノ 粉 黛 無 シ 顔 色

参照図書：遠藤哲夫『語法詳解 漢詩』（旺文社）より、

多くを引用させていただきました。



(横－１） － ２３ －

漢点字講習用テキスト

初級編 第七回

３ 複合文字 （１） （前回の続きです。）

※ 「 」（ウ冠）を部首として含む文字。（つづき）

・「完」とそれを含む文字。

（２０） 完 カン ガン まっとう‐する おわ‐る

「ウ 」の下に「元」を置いた形の文字です。家の中がしっかり

としていることを表しています。屋根の下に、強い絆で結び付いた家族

が、充実した生活を営んでいることを意味しています。漢点字では、

「 （ウ冠）」に「 （元）」で表します。

「完全」「完了」「完璧」「完済」「完結」

（２１） 院 イン かき

「こざと 」の右側に「完」を置いた形の文字です。大きな屋敷

に巡らされた垣根を表しています。さらに、垣を巡らした大きな庭と建

物をも意味するようになりました。平安時代には、退位した天皇が、権

力を保持し続けるために、「院」と呼ばれる建物に入って、政治を動かし

続けました。これを、「院政」と呼んでいます。現在では、公共の目的を

持った建物を意味するようになっています。漢点字では、「 （こざと

偏）」と「 （完）」で表します。

「病院」「産院」「大学院」「美容院」「衆議院」「参議院」

※ ワ冠を部首として含む文字。

（２２） 軍 グン つわもの

「ワ 」の下に「車」を置いた形の文字です。「車」は、戦車のこと

で、戦車を連ねて戦う姿を象っています。漢点字では、「 （ワ冠）」

に「 （車）」で表します。

「軍隊」「軍票」「軍旗」「陸軍」「海軍」「空軍」「正規軍」

※ 「十」を部首として含む文字。

（２３） 計 ケイ はか‐る はか‐らう

「言偏」に「十」の形の文字です。数を数えたり、ものごとを考えた

り、考えを組み立てたりする意味を表します。また、数量を量る道具や

装置も表します。漢点字では、「 （ 偏）」と「 （十）」からでき

ています。

「計算」「計画」「計略」「合計」「総計」「時計」「体温計」

（２４） 早 ソウ サ はや‐い はや‐まる はや‐める

「日」の下に「十」の形の文字です。未明の、薄暗い早朝を意味して

います。日がやっと顔を出したところです。漢点字では、「 （ ）」



－ ２４ － (横－２）

に「 （十）」で表します。

「早朝」「早春」「早晩」「早速」「早苗」「早稲」「早引け」

（２５） 協 キョウ かな‐う あわ‐せる

「十」に「力」を三つ三角形に置いた形の文字です。大勢の人が力を

合わせて、一つのことを行うことを意味しています。漢点字では、「

（十）」と「 （力）」で表します。

「協力」「協同組合」「協議会」「漢点字協会」

（２６） 直 チョク ジキ す‐ぐ

なお‐い なお‐す ただ‐ちに

「十」の下に「目」を置き、その左下をＬ字 型の線で囲った形の文

字です。直接、真っ直ぐ、直ちにの意味があります。漢点字では、「

（十）」と「 （目）」で表します。

「直面」「直接」「直線」「直球」「直立不動」

（２７） 朝 チョウ あさ あした

この文字は、左側、縦に「十日十」として、右側に「月」を置いた形

です。左側は元、草の葉の間から朝日の昇る形を表したものでした。ま

た右側の「月」は、元は「月」ではありませんでした。一日の始め、〝

あさ〟を意味しています。また、朝満ちてくる潮のこともいみします。「一

朝」と言って、何かの出来事や、仕事に向き合う、また、中国や日本の

政治の中心、「王朝」、「朝廷」を指します。漢点字では、「 （十）」と

「 （月）」で表して、「日」は省略されます。

「朝食」「朝刊」「朝廷」「王朝」「明朝体」「一朝一夕」「朝湯」「朝寝」

・「世」とそれを含む文字。

（２８） 世 セイ セ よ

元々は「十」を三つ並べた形、〝三十〟を表す形の文字です。親が子

供を育て上げる年月、一世代三十年を意味しています。漢点字では、「

（十）」と、訓の「よ」の「 」からできています。

「世代」「世界」「世論」「世の中」

（２９） 葉 ヨウ は

「草冠」、「世」、「木」が、縦に並んだ形の文字です。木や草の〝葉〟

のことです。また、薄くぴらぴらしたものも指します。もう一つ大事な

こととして、古来我が国では、口から発せられるものを〈ことのは〉と

呼んでいました。漢字は〈言の葉〉と当てて、現在の「言葉」になりま

した。「葉」は、幅広く用いられます。漢点字では「 （草冠）」と「

（世）」で表されて、「木」は、省略されます。

「葉脈」「葉緑素」「針葉樹」「落葉樹」「広葉樹林」「紅葉」「木の葉」

「言葉」「葉書」「三葉の写真」「樋口一葉」



ご
報
告
と
ご
案
内

一

漢
点
字
講
習
会

本
会
で
は
２
０
０
８
年
度
も
、
引
き
続
き
漢
点
字
講
習
会
を

行
い
ま
す
。

①
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

２
０
０
３
年
か
ら
、
横
浜
市
健
康
福
祉
局
、
２
０
０
６
年
か

ら
市
教
育
委
員
会
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
ご
後
援
を
い
た
だ

い
て
、
漢
点
字
の
講
習
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年
は
六
年

目
に
入
り
ま
す
。

漢
点
字
を
学
ん
で
、
漢
字
の
世
界
に
歩
を
進
め
た
い
と
希
望

さ
れ
る
視
覚
障
害
者
の
方
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
方
が
周
辺

に
お
ら
れ
る
方
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
お
子
様
を
お
持
ち
の
親

御
様
、
点
訳
・
音
訳
活
動
か
ら
漢
点
字
に
関
心
を
お
持
ち
下
さ

っ
た
皆
様
は
、
以
下
の
要
領
で
ご
受
講
下
さ
い
。
お
待
ち
申
し

上
げ
ま
す
。

名
称
：
漢
点
字
講
習
会

主
催
：
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

後
援
：
横
浜
市
健
康
福
祉
局
、
横
浜
市
教
育
委
員
会
、

横
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会

講
習
の
進
め
方
：

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
、

通
信
制
を
基
本
に
学
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。
隔
月
に
ス
ク
ー
リ

ン
グ
を
行
い
ま
す
。
楽
し
み
な
が
ら
勉
強
し
ま
す
。

日
程
：
第
一
回
ス
ク
ー
リ
ン
グ
、
２
０
０
８
年
５
月
５
日

（
月
）
、

：

～

：

。
当
日
は
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

14

00

16

00

ン
の
予
定
で
す
。
そ
の
後
、
隔
月
に
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
っ

て
、
漢
字
の
世
界
に
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

会
場
：
横
浜
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

コ
ー
ナ
ー
（
横
浜
市
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
８
Ｆ
、
Ｊ
Ｒ
・
市
営

地
下
鉄
・
桜
木
町
駅
下
車
）

費
用
：
テ
キ
ス
ト
代
３
，
０
０
０
円
、
漢
点
字
用
懐
中
定
規

３
，
０
９
０
円
、
会
費
６
ヵ
月
分
１
，
８
０
０
円
、
計
７
，
８

９
０
円
。

お
申
し
込
み
：
４
月

日(

日)

ま
で
に
、
電
話
０
３
‐
３
６

20

１
３
‐
３
１
６
０
か
、
Ｅ
‐
メ
ー
ル
で
お
願
い
致
し
ま
す
。

②
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会

同
会
で
は
、
昨
年
か
ら
横
浜
と
足
並
み
を
揃
え
て
、
漢
点
字

の
学
習
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
４
月
か
ら
２
年
目
に
入

り
ま
す
。
新
た
な
ご
参
加
を
歓
迎
致
し
ま
す
。

名
称
：
漢
点
字
学
習
会

主
催
：
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会

会
場
と
日
程
：
第
一
回
を
、
２
０
０
８
年
４
月

日(

土)

、

19

：

～

：

。
港
区
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
Ｆ
、
第
１
会

18

30

20

30

議
室
（
Ｊ
Ｒ
浜
松
町
駅
、
都
営
地
下
鉄
浅
草
線
・
大
門
駅
、
大

江
戸
線
・
大
門
浜
松
町
駅
下
車
）
。
原
則
と
し
て
毎
月
第
３
土

－ ２５ －



【写真上】講演に聴き入
る生徒たち

【写真下】講演中の岡田
さん

ま
す
。

四

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
再
開

昨
２
０
０
７
年
３
月
か
ら
、
耐
震
・
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
の
工

事
の
た
め
に
、
１
年
余
り
の
予
定
で
閉
鎖
さ
れ
て
参
り
ま
し
た

横
浜
市
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
、
こ
の
４
月
１
日
を
も
っ
て
再

開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
市
社
会
福
祉

協
議
会
の
活
動
も
元
に
復
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の

曜
日
夜
に
開
催
予
定
。

＊
何
時
で
も
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

二

『
本
と
人
を
つ
な
ぐ
図
書
館
員－

障
害
の
あ
る
人
、

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
高
齢
者
ま
で
』

墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
の
山
内
薫
さ
ん
が
、
右
の
書
籍
を

発
表
さ
れ
ま
し
た
。
詳
細
は
本
誌
を
ご
覧
下
さ
い
。

山
内
さ
ん
は
本
誌
初
発
以
来
欠
か
さ
ず
ご
執
筆
下
さ
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
図
書
館
員
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
陰
に
な
り
日

向
に
な
り
、
本
会
の
活
動
と
漢
点
字
の
普
及
に
ご
尽
力
下
さ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。

同
書
を
ご
一
読
下
さ
い
。

三

都
立
鷺
宮
高
等
学
校
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

前
号
で
ご
案
内
致
し
ま
し
た
よ
う
に
、
去
る
２
０
０
７
年
12

月

日(

木)

：

か
ら
、
東
京
都
立
鷺
宮
定
時
制
高
等
学
校

20

18

00

で
、
私
岡
田
が
、
視
覚
障
害
者
の
生
活
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
在
都
立
の
高
校
で
は
、｢

奉
仕｣

の
時

間
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
点
字
の
勉
強
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る

と
の
こ
と
、
同
校
の
先
生
が
、
点
字
に
も
〈
漢
点
字
〉
と
い
う

漢
字
の
体
系
が
あ
る
こ
と
を
お
知
り
に
な
っ
て
、
関
心
を
お
寄

せ
下
さ
い
ま
し
た
。
誠
に
下
手
な
お
話
で
、
先
生
の
ご
期
待
に

お
応
え
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
存
じ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
機

会
を
お
与
え
下
さ
い
ま
し
た
こ
と
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

－ ２６ －



Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： okada_tr_eib@ybb.ne.jp

横浜漢点字羽化の会 ＵＲＬ：http://ukanokai.web.infoseek.co.jp
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活
動
が
再
開
さ
れ
ま
す
。

こ
の
間
本
会
の
活
動
は
、
漢
点
字
の
打
ち
出
し
は
ト
ラ

ン
ス
フ
ァ
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
務
所
を
お
借
り
し
て
、

「
う
か
」
テ
ー
プ
版
の
プ
リ
ン
ト
・
発
送
は
、
ウ
ィ
リ
ン

グ
で
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
お

部
屋
を
お
借
り
し
て
実
施
し
て
参
り
ま
し
た
。

４
月
以
降
、
順
次
資
材
を
搬
入
す
る
な
ど
の
準
備
に
入

り
、
２
０
０
６
年
度
ま
で
と
同
様
の
活
動
形
態
に
復
し
て

参
り
ま
す
。

点
字
制
作
室
、
録
音
室
の
自
主
運
営
委
の
活
動
も
再
開

さ
れ
ま
す
。
点
訳
グ
ル
ー
プ
各
位
、
音
訳
グ
ル
ー
プ
各

位
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
職
員
の
皆
様
に
は
、
相
変

わ
り
ま
せ
ず
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
本
誌

「
う
か
」
の
音
訳
を
担
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
皆
様
、
そ
し

て
本
会
の
会
員
各
位
に
は
、
と
り
わ
け
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

五

漢
点
字
訳
に
着
手
致
し
ま
す
。

・
吉
村

昭

著
「
生
麦
事
件
」
（
新
潮
文
庫
）
：
横
浜

漢
点
字
羽
化
の
会

・
紀
田

順
一
郎

著
「
日
本
語
大
博
物
館
」
（
筑
摩
文

庫
）
：
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会

そ
れ
ぞ
れ
漢
点
字

訳
を
始
め
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。

▼
暖
冬
傾
向
の
中
で
も
今
年
の

冬
は
い
く
ら
か
厳
し
く
、
首
都

圏
で
も
何
度
か
大
雪
に
見
舞
わ

れ
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
昔
の
冬
の
厳
し
さ
を
思
い
出

す
と
、
ず
い
ぶ
ん
楽
な
も
の
で
す
。
で
も
、
暖
か
い
春

が
待
ち
遠
し
い
で
す
ね
▼
今
年
の
羽
化
の
会
の
新
年
会

は
１
月

日
、
桜
木
町
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
の
レ
ス
ト

20

ラ
ン･

ベ
イ
サ
イ
ド
で
行
い
ま
し
た
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
毎

年
同
じ
会
場
と
し
て
い
ま
す
。
足
の
便
が
よ
く
、
み
な

と
み
ら
い
地
区
を
見
下
ろ
す
窓
か
ら
の
景
色
も
な
か
な

か
結
構
な
と
こ
ろ
で
す
▼
い
つ
も
お
忙
し
く
て
な
か
な

か
お
い
で
い
た
だ
け
な
か
っ
た
横
浜
国
大
の
村
田
先
生

を
初
め
、
多
く
の
ご
来
賓
、
会
員
た
ち
総
計

人
ば
か

26

り
が
参
加
さ
れ
、
お
い
し
い
料
理
を
楽
し
み
な
が
ら
、

皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
マ
イ
ク
を
回
し
て
短
い
お
話
な
ど

を
い
た
だ
き
ま
し
た
▼｢

報
告･

案
内｣

ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
１
年
間
工
事
の
た
め
使
え
な
か
っ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
、
や
っ
と
４
月
か
ら
再
開
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
活
動
の
場
の
確
保
で

だ
い
ぶ
不
便
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
や
っ
と
元
の
姿

に
戻
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。

（
木
下

和
久
）

編

集

後

記

－ ２７ －


