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漢
点
字
の
散
歩

（
六
十
六
）

岡
田

健
嗣

カ
ナ
文
字
は
仮
名
文
字

（

）
17

前
回
最
後
に
、
そ
れ
よ
り
前
々
回
の
最
後
の
拙
文
を
引
用

し
て
閉
じ
ま
し
た
が
、
内
容
的
に
誤
っ
て
は
い
ま
い
か
と
い
う

疑
念
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。
検
討
し
て
、
正
す
べ
き
は
正
す
方

が
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
以
下
に
、
も
う
一
度
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
う
る
さ
い
よ
う
で
す
が
、
そ
の
拙
文
を
、

も
う
一
度
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
（
略
）
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

ー
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
。
（
略
）
」

私
は
、
視
覚
障
害
者
で
す
の
で
、
現
在
ま
で
、
文
字
を
介
し

て
「
万
葉
集
」
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

ば
か
り
か
、
現
代
文
で
も
、
か
な
文
字
と
漢
字
と
が
ど
の
よ
う

に
連
絡
し
な
が
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
か
も
、
現
在
に
近
く
な
っ
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て
や
っ
と
知
る
機
会
を
得
た
の
で
し
た
。

約
四
五
年
前
に
漢
点
字
を
学
び
、
約
三
〇
年
前
に
本
会
の
活

動
を
始
め
て
、
そ
し
て
こ
の
ほ
ど
『
萬
葉
集
釋
注
』
の
漢
点
字

訳
が
完
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
に
と
っ
て
初
め
て
の
「
万
葉

集
」
と
の
邂
逅
だ
っ
た
の
で
す
が
、
正
に
邂
逅
と
し
か
言
い
様

の
な
い
も
の
で
、
全
く
理
解
の
不
十
分
を
露
呈
し
て
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
書
く
と
い
う
仕
儀
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
思
え
ば
、
「
万
葉
集
」
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
と
呼
べ
る

も
の
は
何
も
な
く
、
ほ
ぼ
い
き
な
り
『
萬
葉
集
釋
注
』
を
、
ポ

ン
と
手
渡
さ
れ
た
よ
う
に
し
て
読
み
始
め
た
わ
け
で
す
が
、
そ

れ
で
も
「
万
葉
集
」
に
つ
い
て
の
先
入
観
は
私
の
観
念
を
満
た

し
て
い
た
よ
う
で
、
極
め
て
単
純
な
矛
盾
に
も
気
づ
け
ま
せ
ん

で
し
た
。

ど
の
よ
う
な
先
入
観
だ
っ
た
の
か
、
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
定
か

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
言
で
申
せ
ば
、
「
万
葉
集
」
で
使
用

さ
れ
て
い
る
言
葉
は
、
現
在
私
ど
も
が
使
っ
て
い
る
日
本
語
と

は
全
く
異
な
っ
た
、
外
国
語
の
よ
う
な
言
語
で
あ
っ
て
、
私
達

が
現
在
読
ん
で
い
る
「
万
葉
集
」
の
読
み
下
し
文
は
、
外
国
語

を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
と
同
様
の
、
現
代
語
へ
の
翻
訳
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
参
照
し
つ
つ
原
文
を
読
む
と
い
う
こ
と
も
、

並
大
抵
で
は
あ
る
ま
い
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
先
入
観
は
、
あ
る
意
味
で
は
正
し
か
っ

た
の
で
す
が
、
し
か
し
誤
り
を
犯
す
も
の
で
も
あ
っ
た
わ
け

で
、
そ
れ
は
何
か
と
申
せ
ば
、
「
万
葉
集
」
の
読
み
下
し
文
と

原
文
を
丹
念
に
比
較
し
て
読
み
こ
な
す
と
い
う
、
基
本
的
な
作

業
を
怠
っ
た
結
果
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
極
め
て
初
歩
的
な

矛
盾
を
来
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

右
に
引
用
し
た
拙
文
に
、
「
訓
仮
名
」
と
い
う
語
句
が
何
度

か
出
て
参
り
ま
す
が
、
こ
こ
の
誤
り
は
こ
の
「
訓
仮
名
」
に
関

す
る
認
識
の
甘
さ
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。
「
大
穴

道
」
（
お
ほ
な
む
ち
）
、
「
少
御
神
」
（
す
く
な
み
か
み
）
、

「
妹
勢
（
背
）
能
山
」
（
い
も
せ
の
や
ま
）
、
「
浮
沼
池
」

（
う
き
ぬ
の
い
け
）
、
「
吾
（
我
）
妹
子
」
（
わ
ぎ
も
こ
）

を
、
「
訓
仮
名
」
と
理
解
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
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そ
し
て
こ
の
拙
文
の
矛
盾
は
、
「
大
穴
道
」
や
「
少
御
神
」
を

固
有
名
と
し
て
、
現
在
の
私
達
の
固
有
名
で
あ
る
氏
名
と
同
様

に
文
字
が
使
用
さ
れ
て
読
ま
れ
て
い
る
と
し
、
そ
し
て
こ
れ
を

「
訓
仮
名
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
規

定
し
ま
す
と
、
現
在
の
私
達
の
氏
名
の
読
み
も
、
「
訓
仮
名
」

で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
が
、
明
ら
か
に
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
現
在
の
私
達
に
氏
名
、
私
の
名
を
例
に
取
り
ま
す

と
、
「
健
嗣
」
と
書
い
て
、
「
た
け
し
」
と
読
み
ま
す
。
こ
れ

は
カ
ナ
文
字
と
し
て
の
読
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
健
」
を

「
た
け
」
と
読
ま
せ
て
い
る
の
は
、
漢
字
の
訓
読
で
す
。

「
嗣
」
を
「
し
」
と
読
ま
せ
て
い
る
の
は
漢
字
の
音
読
で
す
。

こ
の
「
健
嗣
」
を
多
く
の
人
が
「
け
ん
じ
」
と
お
読
み
に
な
り

ま
す
。
こ
の
場
合
の
「
け
ん
」
は
、
漢
字
の
音
読
で
す
。

現
在
の
私
達
の
氏
名
は
、
漢
字
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
そ
の
読
み
は
こ
の
よ
う
に
訓
読
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

こ
と
と
、
そ
れ
ほ
ど
の
差
な
し
に
漢
字
の
音
読
で
も
読
ま
れ
て

い
る
よ
う
に
想
像
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ

の
カ
ナ
文
字
で
表
さ
れ
る
お
名
前
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、

女
性
の
お
名
前
（
男
性
に
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）

に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
、
「
由
嘉
理
」
さ
ん
と
か
「
美
登

里
」
さ
ん
と
か
の
よ
う
に
、
漢
字
音
を
連
ね
て
カ
ナ
読
み
の
よ

う
に
読
む
お
名
前
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
万
葉
時
代
の

「
音
仮
名
」
さ
な
が
ら
と
も
言
え
る
文
字
遣
い
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

「
大
穴
道
」
や
「
少
御
神
」
の
読
み
も
現
在
の
私
達
の
氏
名

と
同
様
に
「
訓
読
」
と
捉
え
れ
ば
、
こ
の
お
二
人
の
お
名
前

も
、
文
字
の
意
味
を
通
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
「
訓
仮
名
」
で
あ
れ
ば
、
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
の
意
味

と
読
み
と
は
、
直
接
に
は
繋
が
り
が
な
い
は
ず
で
す
。

そ
こ
で
、
か
な
文
字
と
、
音
仮
名
・
訓
仮
名
に
つ
い
て
、
そ

の
定
義
を
知
る
た
め
に
、
『
広
辞
苑
』
を
訪
ね
て
見
る
こ
と
に

し
ま
す
。
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《
か
‐
な
【
仮
名
・
仮
字
】

（
カ
リ
ナ
（
仮
名
）
の
音
便

カ
ン
ナ
の
約
）

漢
字
か
ら
発
生
し
た
、
わ
が
国
固
有
の
音
節

文
字
。
広
義
に
は
万
葉
仮
名
・
平
仮
名
・
片
仮
名
、
狭
義
に
は

後
の
二
者
を
い
う
。
万
葉
仮
名
は
漢
字
の
音
訓
で
国
語
を
写

し
、
片
仮
名
・
平
仮
名
は
平
安
初
期
、
万
葉
仮
名
を
簡
略
化
し

て
書
い
た
も
の
か
ら
発
生
し
た
音
節
文
字
。
初
め
、
片
仮
名
は

漢
字
と
共
に
、
平
仮
名
は
単
独
で
用
い
、
後
世
に
至
り
平
仮
名

も
漢
字
と
混
用
。
や
ま
と
も
じ
。
仮
名
文
字
。
／
真
名
（
ま

な
）
》

屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
右
の
『
広
辞
苑
』

の
記
載
を
私
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
見
ま
す
。

「
仮
名
」
は
、
漢
字
か
ら
発
生
し
た
わ
が
国
固
有
の
音
節
文

字
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
漢
字
は
中
国
か
ら
渡
来
し
て
わ
が
国
で
も
用
い
ら

れ
て
来
た
文
字
で
す
が
、
わ
が
国
の
言
語
を
表
す
に
は
こ
の
漢

字
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
先
人
に
気
づ
か
れ
て
、
そ

の
漢
字
を
元
に
、
新
た
な
文
字
が
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ

の
文
字
は
、
漢
字
の
よ
う
な
表
意
文
字
で
も
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
の
よ
う
な
音
素
文
字
で
も
な
く
、
音
節
文
字
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
「
音
節
文
字
」
と
は
、
一
音
節
を
一
単
位
と
し

た
「
表
音
文
字
」
の
こ
と
で
、
漢
字
と
異
な
っ
て
、
意
味
は
表

さ
ず
に
、
音
だ
け
を
表
す
文
字
の
こ
と
で
す
。
ま
た
「
音
素
文

字
」
と
も
異
な
っ
て
、
音
の
子
音
だ
け
を
表
す
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

そ
の
「
仮
名
」
と
呼
ば
れ
る
文
字
に
は
、
「
万
葉
仮
名
」
、

「
平
仮
名
」
、
「
片
仮
名
」
が
あ
り
ま
す
が
、
「
万
葉
仮
名
」

は
「
平
仮
名
」
・
「
片
仮
名
」
の
前
身
で
、
現
在
「
仮
名
」
と

言
え
ば
、
後
者
の
二
つ
を
指
し
ま
す
。

「
万
葉
仮
名
」
は
漢
字
の
音
訓
で
国
語
を
写
し
と
は
、
「
万

葉
仮
名
」
に
は
「
音
仮
名
」
と
「
訓
仮
名
」
が
あ
る
こ
と
を
言

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
こ
れ
だ
け
し
か
書
か
れ
て
お

り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
は
後
ろ
で
触
れ
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
「
写
し
」
と
い
う
表
現
は
、
如
何
に
も
微



- 5 -

妙
で
す
。
意
味
は
移
さ
な
い
、
音
だ
け
を
移
す
文
字
で
あ
る
と

言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
片
仮
名
」
・
「
平
仮
名
」
は
平
安
初
期
に
、
「
万
葉
仮

名
」
を
簡
略
化
し
て
書
い
た
も
の
か
ら
発
生
し
た
音
節
文
字

で
、
言
い
換
え
れ
ば
、
現
在
の
カ
ナ
文
字
の
前
身
は
、
「
万
葉

仮
名
」
、
漢
字
を
音
読
し
訓
読
し
て
、
そ
の
音
を
利
用
し
て
わ

が
国
の
音
を
表
そ
う
と
し
た
文
字
で
す
。

「
初
め
、
片
仮
名
は
漢
字
と
共
に
」
と
は
、
わ
が
国
で
文
字

を
遣
う
に
は
、
中
国
の
文
字
で
あ
る
漢
字
を
遣
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
て
、
ま
ず
は
そ
の
中
国
の
文
章
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
を
そ

の
ま
ま
漢
文
と
し
て
読
み
、
次
い
で
そ
の
漢
文
の
書
法
に
従
っ

て
漢
文
を
書
く
、
日
本
語
で
は
な
く
外
国
語
で
あ
る
中
国
語
の

文
章
を
、
そ
の
ま
ま
読
み
書
き
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。
「
万
葉
集
」
が
編
ま
れ
る
ま
で
は
、
そ
れ
が
わ
が
国

の
文
章
と
の
普
通
の
付
き
合
い
方
だ
っ
た
の
で
す
が
、
「
記
・

紀
・
万
葉
」
の
成
立
後
、
恐
ら
く
日
本
語
の
表
記
と
い
う
と
こ

ろ
に
力
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
漢
文
を
日
本
語
と
し
て

読
む
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
現
代
の
日
本
語
と
そ
の
表
記
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
方
法
の
開
発
が
盛
ん
に
な
っ
た

の
で
し
た
。

そ
の
漢
文
を
日
本
語
と
し
て
読
む
こ
と
を
、
現
在
で
は
「
漢

文
訓
読
」
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
ど
う
し
て
も
、
「
記
・

紀
・
万
葉
」
で
も
試
み
ら
れ
た
、
中
国
語
に
は
な
い
、
日
本
語

独
特
の
表
現
、
動
詞
・
形
容
詞
な
ど
の
活
用
の
語
尾
や
、
助
詞

・
助
動
詞
な
ど
を
表
す
た
め
の
文
字
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
意
味
を
持
た
ず
、
音
だ
け
を
表
す
も
の
で
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
人
と
い
う
の
は
悲
し
い
も
の
で
、
必
要
に
な
っ
た

か
ら
と
言
っ
て
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
何
か
を
作
り
出
す
と

い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
新
し
い
も
の
は
何
か
の
模
倣
か
ら

生
じ
る
も
の
で
、
時
の
積
み
重
ね
に
そ
の
素
材
を
求
め
る
ほ
か

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
も
、
新
た
に
音
だ
け
を
表
す
文
字
を
必

要
と
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
人
々
に
共
有
さ
れ
て
来
て
も
、

そ
こ
に
あ
る
文
字
は
表
意
文
字
の
「
漢
字
」
し
か
あ
り
ま
せ
ん
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で
し
た
。
「
記
・
紀
・
万
葉
」
で
、
極
め
て
初
期
の
そ
の
試
み

が
試
み
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
「
漢
字
」
を
遣
っ
て
、

そ
の
意
味
を
捨
て
て
、
そ
の
音
を
遣
っ
て
活
用
語
尾
・
助
詞
・

助
動
詞
を
表
す
と
い
う
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
後
に
、
そ
の
方
法
を
漢
文
訓
読
に
も
応
用
し
た

の
で
す
が
、
「
記
・
紀
・
万
葉
」
で
も
同
様
で
す
が
、
本
来
の

文
を
表
す
文
字
と
、
音
だ
け
を
表
す
文
字
と
の
区
別
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
し
か
も
余
計
な
文
字
を
書

く
こ
と
で
筆
の
運
び
を
緩
慢
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

音
だ
け
を
表
す
文
字
は
、
そ
の
形
を
簡
略
に
し
て
行
き
ま
し

た
。
そ
の
方
法
は
、
「
阿
」
の
こ
ざ
と
か
ら
「
ア
」
を
、

「
伊
」
の
人
偏
か
ら
「
イ
」
を
、
「
宇
」
の
ウ
冠
か
ら
「
ウ
」

を
、
「
江
」
の
工
か
ら
「
エ
」
を
と
い
う
よ
う
に
、
漢
字
の
一

部
を
使
用
し
て
、
字
音
の
音
だ
け
を
表
す
文
字
と
し
て
遣
っ
た

の
が
、
「
片
仮
名
」
で
す
。
『
広
辞
苑
』
が
こ
こ
で
言
っ
て
い

る
の
は
、
こ
の
「
片
仮
名
」
は
、
漢
文
訓
読
の
表
記
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
現
在
私
達
が
行
っ
て
い
る

日
本
語
の
書
記
法
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
」
の
起
源
は
、
こ
の

「
漢
文
訓
読
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
現
在
の
漢
字
仮
名
交
じ

り
は
、
漢
字
と
ひ
ら
が
な
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
当
初
は
「
片
仮

名
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
明

治
に
入
っ
て
か
ら
変
化
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
が
、
戦
後

の
初
期
ま
で
は
、
「
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
」
の
文
章
は
、
普
通

に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
平
仮
名
は
単
独
で
用
い
」
と
は
、
平
安
時
代
の
初
期
の
文

章
、
例
え
ば
『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
、
ま
た
最
初
の

勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
な
ど
は
、
初
め
は
「
平

仮
名
」
だ
け
で
書
か
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
平
仮
名
」
も
「
片
仮
名
」
と
同
様
に
音
節
文
字
で
す
が
、

「
片
仮
名
」
は
漢
字
の
一
部
を
使
用
し
て
字
音
を
表
す
文
字
と

し
て
い
ま
す
が
、
「
平
仮
名
」
は
、
漢
字
全
体
を
簡
略
化
し
て

成
立
し
ま
し
た
。
「
あ
」
は
「
安
」
を
、
「
い
」
は
「
以
」

を
、
「
う
」
は
「
宇
」
を
、
「
え
」
は
「
衣
」
を
簡
略
化
し
た

形
の
文
字
で
、
そ
の
字
音
を
表
し
ま
す
。
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「
後
世
に
至
り
平
仮
名
も
漢
字
と
混
用
」
と
は
、
平
安
時
代

に
始
ま
っ
た
平
仮
名
だ
け
で
表
さ
れ
た
日
本
語
の
文
章
も
、
書

写
に
よ
っ
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
来
る
間
に
、
送
り
が
な
や
助

詞
・
助
動
詞
以
外
の
部
分
の
、
そ
の
文
章
の
主
要
な
部
分
が
、

漢
字
に
置
き
換
え
ら
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
結
果
、
私
達
が
現
在
読
む
こ
と
の
で
き
る
古
典
の
資
料
が
成

立
し
て
、
そ
れ
が
現
在
私
達
が
使
用
し
て
い
る
「
漢
字
仮
名
交

じ
り
」
の
原
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
「
平

仮
名
」
の
文
章
は
「
平
仮
名
」
だ
け
で
書
か
れ
て
い
た
の
が
、

恐
ら
く
「
読
み
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
漢
字
」
が
あ
っ
た
方

が
読
み
易
い
と
い
う
こ
と
が
、
先
人
達
の
共
通
し
た
認
識
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と

は
別
に
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
「
平
仮
名
」
に
つ
い
て
触
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と

が
ら
に
、
現
在
私
達
が
使
用
し
て
い
る
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
」

と
言
わ
れ
る
文
章
は
、
漢
字
も
ひ
ら
が
な
も
カ
タ
カ
ナ
も
、
そ

の
他
の
数
字
や
外
国
文
字
や
記
号
の
類
も
、
基
本
的
に
一
つ
一

つ
が
独
立
し
た
文
字
や
記
号
で
あ
る
こ
と
で
す
。
一
つ
一
つ
が

独
立
し
た
文
字
や
記
号
で
あ
る
こ
と
が
、
私
達
の
使
用
し
て
い

る
文
章
の
特
徴
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
す
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
実
現
し
て
い
る
こ
と
も
、
沢
山
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

明
治
期
ま
で
の
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
は
、
「
連
綿
体
」
と

呼
ば
れ
る
、
草
書
や
か
な
の
各
文
字
が
次
々
に
連
続
し
て
書
か

れ
て
い
る
書
体
で
し
た
。
句
読
点
が
な
い
代
わ
り
に
、
一
句
切

り
の
間
は
、
一
つ
の
線
で
連
ね
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
し

た
。
そ
れ
が
明
治
期
に
入
っ
て
、
活
字
の
導
入
が
大
き
な
切
っ

掛
け
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
文
字
が
一
つ
一
つ
独

立
し
た
も
の
と
し
て
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
手
書

き
の
文
章
は
、
ず
っ
と
後
に
な
る
ま
で
、
連
綿
体
が
残
っ
て
お

り
ま
し
た
が
、
何
時
し
か
そ
れ
も
姿
を
消
し
て
行
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
も
、
漢
字
と
ひ
ら
が
な

を
交
え
た
も
の
と
な
っ
て
、
カ
タ
カ
ナ
は
、
外
来
語
を
表
す
文

字
と
い
う
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
片
仮
名
」
と
「
平
仮
名
」
に
つ
い
て
考
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え
て
参
り
ま
す
と
、
自
ず
と
外
国
の
文
字
で
あ
る
漢
字
と
そ
れ

で
書
か
れ
た
漢
文
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の

言
語
の
中
に
漢
文
を
読
み
下
す
文
脈
、
漢
文
脈
が
成
立
し
、
一

方
本
来
の
わ
が
国
の
言
語
で
あ
る
日
本
語
の
文
脈
、
平
仮
名
だ

け
で
書
か
れ
た
文
章
に
始
ま
る
和
文
脈
が
あ
っ
て
、
こ
の
和
文

脈
に
漢
字
が
導
入
さ
れ
、
漢
文
脈
に
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
が
進

む
と
い
う
よ
う
に
、
絶
え
ず
相
互
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
な
さ

れ
て
、
明
治
以
降
、
日
本
語
の
文
体
は
劇
的
に
変
化
し
た
と
言

わ
れ
ま
す
。

「
大
穴
道
」
、
「
小
御
神
」
の
二
柱
の
紙
の
お
名
前
を
「
訓

仮
名
」
と
誤
読
し
た
こ
と
か
ら
、
少
々
は
み
出
た
こ
と
ま
で
申

し
上
げ
ま
し
た
。

『
広
辞
苑
』
に
、
も
う
二
つ
、
「
音
仮
名
」
と
「
訓
仮
名
」

を
訪
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。

《
お
ん
‐
が
な
【
音
仮
名
】

万
葉
仮
名
の
う
ち
、
漢
字
本

来
の
意
味
と
は
無
関
係
に
漢
字
の
音
（
お
ん
）
を
日
本
語
の
音

節
に
当
て
た
も
の
。
多
く
漢
字
一
字
を
一
音
に
当
て
る
。
「
山

（
や
ま
）
」
を
「
也
末
」
と
書
く
類
。
字
音
仮
名
。
／
訓
仮

名
》

《
く
ん
‐
が
な
【
訓
仮
名
】

万
葉
仮
名
の
う
ち
、
漢
字
本

来
の
意
味
と
は
無
関
係
に
漢
字
の
訓
を
日
本
語
の
音
節
に
当
て

た
も
の
。
「
懐
（
な
つ
か
）
し
」
を
「
名
津
蚊
為
」
「
夏
樫
」

と
書
く
類
。
字
訓
仮
名
。
／
音
仮
名
》

や
は
り
「
訓
仮
名
」
と
い
う
の
は
な
か
な
か
厄
介
な
も
の
に

見
え
て
き
ま
す
。
ど
う
や
ら
私
が
固
有
名
を
「
訓
仮
名
」
と
誤

読
し
ま
し
た
の
も
、
「
大
穴
道
」
の
「
穴
」
を
「
な
」
と
読
ま

せ
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
訓
仮
名
」
と
理
解
し
た
こ
と
に
よ
る
ら

し
い
こ
と
が
、
分
か
っ
て
来
ま
し
た
。
「
穴
」
を
「
な
」
と
読

ま
せ
る
こ
と
、
こ
の
読
み
は
漢
字
の
意
味
と
は
関
わ
り
は
な
い

よ
う
に
見
え
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
文
字
一
つ
で
あ
れ
ば
、
「
訓

仮
名
」
と
読
ん
で
も
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
前
後

の
「
大
」
と
「
道
」
の
読
み
は
、
「
お
お
」
と
「
み
ち
」
、
こ

れ
は
漢
字
の
意
味
と
の
関
わ
り
は
な
い
と
ま
で
は
言
え
ま
せ

ん
。従

っ
て
全
体
と
し
て
「
大
穴
道
」
を
「
お
お
な
む
ち
」
と
読

む
読
み
方
は
、
「
訓
読
」
と
言
っ
て
よ
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
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参考資料

字式について （四）
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。

「育」 イク〝ヰク〟 そだつ そだてる （やしなう）

亠（なべぶた）・ム*B／ 肉月

「壱」 イチ （イツ もっぱら ひとつ）

士 ／ ワ ／ ヒ

「逸」 イツ （のがれる はやい たのしむ）

しんにょう @+ 免

「引」 イン ひく ひける

弓偏 ＋ ｜

「印」 イン しるし （おさえる はん）

｜‐三 ＋ 卩（ふしづくり）

「因」 イン よる （むしろ もと）

囗（くに構え） ＞*B大

「姻」 イン （とつぐ えんぐみ みうち）

女偏 ＋ 因

「員」 イン〝ヰン〟 （エン〝ヱン〟 ウン まるい か

ず）

口 ／ 貝

「院」 イン〝ヰン〟 （カン〝クワン〟 おくごてん か

き その）

こざと偏 ＋ 完

「陰」 イン かげ かげる （くもる ひそか）

こざと偏 ＋ 今 ／ 云（うん）

「云」 ウン くも いう ここに
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二・ム

「飲」 イン のむ

食偏 ＋ 欠

「隠」 イン かくす かくれる （オン）

こざと偏 ＋ ノツ ／ ヨ ／ 心

「韻」 イン〝ヰン〟 （ひびき）

音 ＋ 員

「宇」 ウ （のき おおきい）

ウ冠 ／ 于\\

「羽」 ウ はね は

冫（にすい）＜上かど ＋ 冫＜上かど\\

「芋」 いも （ウ）

草冠 ／ 于\\

「運」 ウン はこぶ （めぐる）

しんにょう @+ 軍\\

「雲」 ウン くも

雨冠 ／ 云（うん）\\

「泳」 エイ およぐ

さんずい ＋ 永

「英」 エイ （はな すぐれる）

草冠 ／ 央２

「映」 エイ うつる うつす はえる

日偏 ＋ 央

「栄」 エイ さかえる はえ はえる

ツワ冠 ／ 木
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「営」 エイ いとなむ

ツワ冠 ／ 呂

「呂」 ロ

口・ノ・口

「詠」 エイ よむ （うたう）

言偏 ＋ 永

「影」 エイ かげ （ひかり）

景 ＋ 三づくり

「鋭」 エイ するどい

金偏 ＋ ソ兄

「衛」 エイ〝ヱイ〟 （まもる）

行構え ＞ 韋（なめしがわ）

「韋」 イ なめしがわ

カ一 ／ 口 ／ ヰ

「易」 エキ イ やさしい （あらためる かわる）

日 ／ 勿（なかれ）

「疫」 エキ ヤク （えやみ）

病だれ ＞ 殳（ル又）

「益」 エキ ヤク （イツ ます）

ソ一・八 ／ 皿

「液」 エキ （しる）

さんずい ＋ 夜

「駅」 １４ （驛） ２３ ０

馬偏 ＋ 尺２

エキ （うまや えきしゃ）
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離

一
二
三

山
内

薫

障
害
を
め
ぐ
る
条
約
や
法
規
の
現
状
（
一
）

「
国
際
障
害
分
類
」
か
ら
「
国
際
生
活
機
能
分
類
」
へ

今
年
に
入
っ
て
障
害
者
関
連
の
法
律
が
二
つ
改
正
さ
れ
た
。

四
月
に
は
改
正
障
害
者
差
別
解
消
法
が
施
行
さ
れ
、
六
月
に
は

改
正
教
科
書
バ
リ
ア
フ
リ－

法
が
可
決
・
成
立
し
た
。
障
害
者

差
別
解
消
法
の
二
本
の
柱
で
あ
る
「
障
害
を
理
由
と
し
た
差
別

の
禁
止
」
と
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
の
う
ち
、
後
者
は
公
的

施
設
に
関
し
て
は
義
務
、
民
間
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
努
力
義

務
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
回
の
改
正
で
全
て
の
施
設
、
事
業
者

に
つ
い
て
義
務
化
さ
れ
た
。
例
え
ば
公
立
の
学
校
で
は
様
々
な

障
害
や
特
性
を
持
つ
子
ど
も
に
対
し
て
、
点
字
・
録
音
・
拡
大

を
は
じ
め
と
し
て
、
文
字
の
拡
大
、
色
の
調
整
、
読
み
上
げ
な

ど
が
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
教
材
な
ど
を
提
供
し
て
き
て
い
る
が
、

今
後
は
私
立
の
保
育
園
、
幼
稚
園
、
学
校
は
じ
め
、
民
間
の

塾
、
模
擬
試
験
業
者
な
ど
で
も
障
害
や
特
性
に
応
じ
た
教
材
の

提
供
や
措
置
（
例
え
ば
試
験
の
時
間
延
長
や
教
室
で
の
端
末
の

利
用
）
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

ま
た
、
改
正
教
科
書
バ
リ
ア
フ
リ－

法
に
よ
っ
て
、
障
害
の

あ
る
児
童
・
生
徒
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い

外
国
人
児
童
・
生
徒
も
教
科
書
の
音
声
デ－

タ
な
ど
の
デ
ジ
タ

ル
デ－

タ
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
公
立
学
校
に
お
け
る

日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童
生
徒
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
外
国

籍
の
子
ど
も
は
令
和
三
年
度
で
四
七
、
六
二
七
名
と
平
成
二
〇

年
か
ら
一
・
七
倍
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
障
害
者
差
別
解
消
法
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の

障
害
者
関
係
の
法
律
が
次
々
と
成
立
・
改
正
さ
れ
る
背
景
に
国

連
が
二
〇
〇
六
年
に
採
択
し
た
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
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約
」
（
以
下
「
障
害
者
権
利
条
約
」
）
の
存
在
が
あ
る
。
日
本

は
二
〇
一
四
年
に
な
っ
て
や
っ
と
世
界
で
一
四
一
番
目
の
国
と

し
て
こ
の
条
約
を
批
准
し
た
が
、
批
准
ま
で
の
八
年
間
に
障
害

者
関
係
国
内
法
を
見
直
し
、
障
害
者
権
利
条
約
に
沿
っ
た
改
訂

作
業
を
行
っ
て
い
た
。
障
害
者
差
別
解
消
法
も
そ
う
し
た
国
内

法
整
備
の
一
環
と
し
て
二
〇
一
三
年
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
一
六

年
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

障
害
者
権
利
条
約
に
早
い
時
期
に
対
応
し
て
改
正
さ
れ
た
の

は
著
作
権
法
で
、
二
〇
〇
九
年
に
大
き
く
改
正
さ
れ
た
が
、
そ

の
時
の
文
化
庁
ホ－

ム
ペ
ー
ジ
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
時
に
改
正
さ
れ
た
の
は

Ⅰ
．
デ
ジ
タ
ル
化
・
ネ
ッ
ト
ワ－

ク
化
の
進
展
に
対
応
し
た

柔
軟
な
権
利
制
限
規
定
の
整
備

Ⅱ
．
教
育
の
情
報
化
に
対
応
し
た
権
利
制
限
規
定
等
の
整
備

Ⅲ
．
障
害
者
の
情
報
ア
ク
セ
ス
機
会
の
充
実
に
係
る
権
利
制

限
規
定
の
整
備

Ⅳ
．
ア－

カ
イ
ブ
の
利
活
用
促
進
に
関
す
る
権
利
制
限
規
定

の
整
備
等

以
上
の
四
点
だ
っ
た
。

Ⅲ
．
障
害
者
の
情
報
ア
ク
セ
ス
機
会
の
充
実
に
係
る
権
利
制

限
規
定
の
整
備

障
害
者
の
た
め
の
著
作
物
利
用
に
つ
い
て
，
権
利
制
限
の
範

囲
が
，
次
の
と
お
り
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

（
第
三
七
条
第
三
項
，
第
三
七
条
の
二
関
係
）

①

障
害
の
種
類
を
限
定
せ
ず
，
視
覚
や
聴
覚
に
よ
る
表
現

の
認
識
に
障
害
の
あ
る
者
を
対
象
と
す
る
こ
と

②

デ
ジ
タ
ル
録
音
図
書
の
作
成
，
映
画
や
放
送
番
組
の
字

幕
の
付
与
，
手
話
翻
訳
な
ど
，
障
害
者
が
必
要
と
す
る
幅

広
い
方
式
で
の
複
製
等
を
可
能
と
す
る
こ
と

③

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
（
政
令
で
規
定

す
る
予
定
）
で
あ
れ
ば
，
そ
れ
ら
の
作
成
を
可
能
と
す
る

こ
と
（
文
化
庁
の
ホ－

ム
ペ－

ジ
よ
り
（
平
成
二
二
年
改
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正
）
）

つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
視
・
聴
覚
障
害
者
に
限
定
さ
れ
て
い

た
権
利
制
限
が
視
覚
や
聴
覚
の
認
識
に
障
害
の
あ
る
者
に
拡
大

さ
れ
た
こ
と
、
デ
ジ
タ
ル
録
音
図
書
を
は
じ
め
と
す
る
障
害
に

応
じ
た
多
様
な
複
製
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ま

で
は
点
字
図
書
館
等
の
福
祉
施
設
に
し
か
許
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
そ
れ
ら
の
資
料
の
作
成
が
学
校
図
書
館
や
公
立
図
書
館
で
も

自
由
に
作
製
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は

「
ハ
リ－

・
ポ
ッ
タ－

」
を
読
み
た
く
て
も
本
で
は
読
め
な
い

デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
の
子
ど
も
が
、
点
字
図
書
館
が
作
製
し
た
そ

の
録
音
資
料
を
利
用
し
た
く
て
も
利
用
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ

の
改
正
に
よ
っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
発
達
障
害
、
知
的
障
害
、
高
齢
に
よ
る
視
力
の
低

下
等
々
で
一
般
の
資
料
を
読
む
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
多
く
の
人

が
録
音
資
料
や
デ
ジ
タ
ル
資
料
な
ど
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
以
前
、
公
立
図
書
館
は
録
音
図
書
な
ど
を
自
由

に
作
製
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
利
用
者
か
ら
要

望
の
あ
っ
た
本
の
録
音
に
つ
い
て
は
、
個
々
に
そ
の
本
の
著
作

権
者
の
許
諾
を
得
な
け
れ
ば
録
音
図
書
を
作
れ
な
か
っ
た
。
視

覚
障
害
者
団
体
な
ど
が
著
作
権
法
改
正
の
運
動
を
三
〇
年
以
上

に
わ
た
っ
て
行
っ
て
き
た
に
も
係
わ
ら
ず
実
現
で
き
な
か
っ
た

も
の
が
二
〇
〇
九
年
の
著
作
権
法
改
正
で
実
現
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
障
害
者
権
利
条
約
の
存
在
が
あ
り
、
そ

の
内
容
を
い
ち
早
く
実
現
し
た
の
が
こ
の
著
作
権
法
改
正
だ
っ

た
。著

作
権
法
で
は
そ
の
後
「
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
」
（
二
〇
一

三
年
六
月
モ
ロ
ッ
コ
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
採
択
、
日
本
は
二
〇
一

八
年
条
約
締
結
を
承
認
、
二
〇
一
九
年
一
月
一
日
発
効
）
に
関

連
し
て
改
正
が
行
わ
れ
視
覚
に
よ
る
表
現
の
認
識
に
障
害
の
あ
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る
人
に
加
え
て
「
身
体
的
な
障
害
に
よ
り
、
書
籍
を
持
つ
こ
と

若
し
く
は
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
読
む
た
め
に
通
常

受
入
れ
可
能
な
程
度
に
目
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
若
し
く
は

目
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
者

」
つ
ま
り
視
覚
に
は
障
害

が
な
く
て
も
本
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
人
も
権
利
制
限
の
対

象
に
加
わ
っ
た
。

こ
う
し
た
障
害
者
関
係
の
条
約
や
法
律
が
生
ま
れ
る
発
端
は

一
九
八
一
年
に
国
連
が
定
め
た
「
国
際
障
害
者
年
」
だ
っ
た
。

「
完
全
参
加
と
平
等
」
と
い
う
標
語
を
掲
げ
た
こ
の
国
際
障
害

者
年
の
前
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
「
国
際
障
害
分
類
」
と
い
う
障
害
の

構
造
モ
デ
ル
を
提
起
し
た
。
（
図
１
）

障
害
を
階
層
的
に
取
り
上
げ
て
、
一
次
障
害
が
二
次
障
害

引
き
起
こ
し
、
二
次
障
害
が
三
次
障
害
を
引
き
起
こ
す
と
い
う

右
向
き
矢
印
で
障
害
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

障
害
そ
の
も
の
を
立
脚
点
と
し
て
障
害
の
問
題
を
考
え
よ
う
と

し
て
い
る
点
、
障
害
の
マ
イ
ナ
ス
面
し
か
見
て
い
な
い
点
、
社

会
的
不
利
に
つ
い
て
十
分
な
考
慮
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
社
会
的

な
要
因
が
充
分
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
な
ど
の
批
判
が
当
初
か

ら
出
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
改
訂
作
業
が
行
わ
れ
、

二
〇
〇
一
年
に
先
の
国
際
障
害
分
類
の
改
訂
版
と
し
て
作
ら
れ

た
の
が
「
国
際
生
活
機
能
分
類
」
で
あ
る
。
「
機
能
障
害
」
で

は
な
く
「
心
身
機
能
・
構
造
」
、
「
能
力
障
害
」
は
で
な
く

「
活
動
」
、
「
社
会
的
不
利
」
で
な
く
「
参
加
」
と
い
う
マ
イ

ナ
ス
で
は
な
く
プ
ラ
ス
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
障
害
者

だ
け
で
は
な
く
、
全
て
の
人
の
生
活
に
係
わ
る
分
類
と
し
て

「
国
際
生
活
機
能
分
類
」
が
提
起
さ
れ
た
。

（
図
２
）

つ
ま
り
、
誰
で
も
病
気
に
な
っ
た
り
、
怪
我
を
し
た
り
す
れ

ば
活
動
の
制
約
や
参
加
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た

新
た
に
環
境
因
子
と
個
人
因
子
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
そ
の

全
て
が
双
方
向
矢
印
で
互
い
に
影
響
し
合
う
こ
と
を
表
し
て
い
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る
。こ

の
「
国
際
生
活
機
能
分
類
」
は
「
人
が
生
き
て
い
く
上
で

の
障
壁
を
そ
の
人
の
個
性
や
周
り
の
環
境
と
の
関
わ
り
を
考
え

た
上
で
、
体
系
立
て
て
分
類
し
た
、
世
界
共
通
の
分
類
指
標
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
の
ホ－

ム
ペ－

ジ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
国
際

生
活
機
能
分
類
－
国
際
障
害
分
類
改
訂
版
－
」
（
日
本
語
版
）

に
中
で
、
「
医
学
モ
デ
ル
と
社
会
モ
デ
ル
」
と
い
う
節
が
あ
り

次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
障
害
と
生
活
機
能
の
理
解
と
説
明
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

概
念
モ
デ
ル
が
提
案
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
「
医
学
モ
デ

ル
」
対
「
社
会
モ
デ
ル
」
と
い
う
弁
証
法
で
表
現
さ
れ
う
る
。

医
学
モ
デ
ル
で
は
、
障
害
と
い
う
現
象
を
個
人
の
問
題
と
し
て

と
ら
え
、
病
気
・
外
傷
や
そ
の
他
の
健
康
状
態
か
ら
直
接
的
に

生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
専
門
職
に
よ
る
個
別
的
な
治
療
と
い
う

か
た
ち
で
の
医
療
を
必
要
と
す
る
も
の
と
み
る
。
障
害
へ
の
対

処
は
、
治
癒
あ
る
い
は
個
人
の
よ
り
よ
い
適
応
と
行
動
変
容
を

目
標
に
な
さ
れ
る
。
主
な
課
題
は
医
療
で
あ
り
、
政
治
的
な
レ

ベ
ル
で
は
，
保
健
ケ
ア
政
策
の
修
正
や
改
革
が
主
要
な
対
応
と

な
る
。
一
方
、
社
会
モ
デ
ル
で
は
障
害
を
主
と
し
て
社
会
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
問
題
と
み
な
し
、
基
本
的
に
障
害
の
あ
る
人
の

社
会
へ
の
完
全
な
統
合
の
問
題
と
し
て
み
る
。
障
害
は
個
人
に

帰
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
状
態
の
集
合
体
で
あ
り
、
そ
の

多
く
が
社
会
環
境
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
に
は
社
会
的
行

動
が
求
め
ら
れ
、
障
害
の
あ
る
人
の
社
会
生
活
の
全
分
野
へ
の

完
全
参
加
に
必
要
な
環
境
の
変
更
を
社
会
全
体
の
共
同
責
任
と

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
な
の
は
社
会
変
化
を
求
め
る
態
度

上
ま
た
は
思
想
上
の
課
題
で
あ
り
、
政
治
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い

て
は
人
権
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
障
害
は
政
治

的
問
題
と
な
る
。

「
国
際
生
活
機
能
分
類
」
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
対
立
す
る
モ
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デ
ル
の
統
合
に
基
づ
い
て
い
る
。
生
活
機
能
の
さ
ま
ざ
ま
な

観
点
の
統
合
を
は
か
る
上
で
、
「
生
物
・
心
理
・
社
会
的
」

ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
生
活
機
能
分
類
」

が
意
図
し
て
い
る
の
は
，
一
つ
の
統
合
を
成
し
遂
げ
，
そ
れ

に
よ
っ
て
生
物
学
的
、
個
人
的
、
社
会
的
観
点
に
お
け
る
，

健
康
に
関
す
る
異
な
る
観
点
の
首
尾
一
貫
し
た
見
方
を
提
供

す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
h
o
u
d

o
u
/
2
0
0
2
/
0
8
/
h
0
8
0
5
-
1
.
h
t
m
l

）

つ
ま
り
一
九
八
〇
年
に
提
起
さ
れ
た
国
際
障
害
分
類
は
医

学
モ
デ
ル
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
改
訂
版
の
「
国

際
生
活
機
能
分
類

」
は

「
障
害
の
あ
る
人
の
社
会
生
活
の

全
分
野
へ
の
完
全
参
加
に
必
要
な
環
境
の
変
更
を
社
会
全
体

の
共
同
責
任
と
す
る
」
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
と
い
う
新
た
な

考
え
方
を
提
起
し
た
。

こ
の
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
と
い
う
考
え
方
を
ベ－

ス
に
し

て
、
提
起
さ
れ
た
の
が
「
障
害
者
権
利
条
約
」
（
二
〇
〇
六

年
）
で
あ
る
。

機能障害（ｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ）

１次障害

身体的な損傷

能力障害（ｄｉｓａｂｉｌｉｔｙ）

２次障害

機能的な制約

社会的不利（ｈａｎｄｉｃａｐ）

３次障害

社会的不利益

図 １
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国際生活機能分類（ＩＣＦ）－国際障害分類「改訂版」（２００１）

の諸次元の相互作用についての現在の理解

参 加

Participation

就労、趣味

スポーツ

地域活動など

活 動

Ａｃｔｉｖｉｔｙ

歩行、

各種ADL（日常生活動作）

家事、職業能力など

心身機能・構造

Bｏｄｙ ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ

ａｎｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

精神・運動機能

視覚、聴覚など

環境因子

Environmental Factors

物的環境：福祉用具、 建物の構造など

人的環境：家族、友人、教師、専門職など

社会環境：法律、医療･保険制度、サービスなど

個人因子

Personal Factors

年齢、性別、民族、 生活感

価値観、ライフスタイルなど

Health Condition 健康状態

（disorder／disease） 変調／疾病

図 ２
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漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

十
七
条
憲
法

（
七
）

ニ

ハ
ク

リ

ル
コ
ト

シ

七

曰
、
人

各

有
レ

任
。
掌

宜
レ

ル

レ

レ

ズ
ル
ト
キ
ハ

ニ

不
レ

濫
。
其

賢

哲

任
レ

官
、
頌

音

チ

コ
ル

ツ
ト
キ
ハ

ヲ

チ

則

起
。
姧

者

有
レ

官
、
禍

乱

則

シ

ニ

ナ
シ

マ
レ
ナ
ガ
ラ

ル
ヒ
ト

ク

ヒ
テ

ル

繁
。
世

少
二

生

知
一

。
剋

念

作
レ

ト

ニ

ク

テ

ヲ

ズ

マ
ラ
ン

聖
。
事

無
二

大

少
一

、
得
レ

人

必

治
。

お
の
お
の

つ
か
さ
ど

み
だ

人

各

任

有

り

。

掌

る

こ

と

濫

れ

ざ

る

べ

し

。

そ

け
ん
て
つ

か
ん

し
ょ
う
お
ん

其
れ
賢
哲

官
に
任
ず
る
と
き
は
、
頌
音

則

ち
起
こ
る
。

す
な
わ

か
ん
じ
ゃ

た
も

か
ら
ん

し
げ

姧
者

官
を
有
つ
と
き
は
、
禍
乱
則
ち
繁
し
。

世
に
生
ま
れ
な
が
ら
知
る
ひ
と
少
な
し
。

よ

お
も

せ
い

な

剋
く
念
い
て
聖
と
作
る
。

事

に

大

少

無

く

、

人

を

得

て

必

ず

治

ま

ら

ん

。

お
さ

〈
訳
文
〉

漢
文
名
作
選
第
２
集

５

日
本
の
漢
詩
文

（
大
修
館
書
店
）
に
よ
る

七
に
い
う
、
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
任
務
が
あ
る
。

任
用
に
当
た
っ
て
は
乱
れ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
賢
哲
の
人
を
官
に
任
ず
れ
ば
、
称
賛
の
声

が
起
こ
る
が
、
よ
こ
し
ま
な
人
が
官
に
お
れ
ば
、

禍
い
や
乱
れ
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
生
ま
れ
つ

き
分
別
の
あ
る
人
は
少
な
い
。
よ
く
思
慮
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
聖
人
と
な
る
の
で
あ
る
。

事
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
官
に
適
切
な
人
を

得
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
ず
治
ま
る
の
で
あ
る
。

（
漢
文
と
点
字
の
部
分
は
こ
こ
ま
で
）

時
の
緩

急
に
か
か
わ
ら
ず
、
官
に
賢
者
を
迎

か
ん
き
ゅ
う

え
れ
ば
自
然
に
う
ま
く
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う

す
れ
ば
、
国
家
は
永
久
で
あ
り
、
安
泰
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
昔
の
聖
王
は
官
の
た
め
に
人
を
求

め
た
の
で
あ
り
、
人
の
た
め
に
官
を
設
け
た
り

は
し
な
か
っ
た
。
（
古
（
い
に
し
え
）

の
聖
王
、
官
の

為
に
人
を
求
め
て
、
人
の
為
に
官
を
求
め
ず
）

為
政
者
が
人
材
を
登
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の

心
す
べ
き
点
を
述
べ
て
い
る
。
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七 ニ 曰 ハク 、 人各 有 リ 任 。 掌

ルコト 宜 シ 不 ル 濫 レ 。 其 レ

賢 哲 任 ズルトキハ 官 ニ 、 頌 音 則

チ 起 コル 。 者 有 ツトキハ 官 ヲ 、

禍 乱 則 チ 繁 シ 。 世 ニ 少 ナシ 生

マレナ ガラ 知 ルヒト 。 剋 ク 念 ヒテ

作 ル 聖 ト 。 事 ニ 無 ク 大

少 、 得 テ 人 ヲ 必 ズ 治 マラン 。

～ 女／ 女＋干 かん よこしま

最古の肖像画とされるこの聖徳太子
像は、1930～1984年まで一万円札に
使われた。

２人の侍者は、向かって左が弟の
殖栗皇子(えくりのみこ)、右が長男の
山背大兄王(やましろのおおえのおう)

といわれるが、唐の皇帝図の形式に
ならって描いた従者かもしれない。
太子像であることも確定できず憶測
や異説の多い〝伝聖徳太子像〟である｡

ネット検索では、読売新聞オンライン
《謎だらけの肖像画｢聖徳太子二王子像｣
信仰のシンボルとなるまで》に詳しい。

（太子没後1400年にあたる2021年5月の日付け）

聖 徳 太 子 二 王 子 像
しょうとくたいしにおうじぞう
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ご
報
告
と
ご
案
内

一

賛
助
会
費
の
ご
納
入
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

左
に
、
昨
年
度
（
二
〇
二
三
年
度
）
に
本
会
の
賛
助
会
費

を
ご
納
入
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
の
ご
芳
名
を
記
し
て
、
感
謝

に
替
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

中
村
裕
一
様
、
木
原
純
子
様
、
雨
宮
絢
子
様
、
関
口
常
正

様
、
岡
稲
子
様
、
村
田
忠
禧
様
、
河
村
美
智
子
様
、
政
井
宗
夫

様
、
田
崎
吾
郎
様
、
武
田
幸
太
郎
様
。

皆
様
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

二

今
回
も
、
昨
年
度
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
納
入
し

ま
し
た
『
芭
蕉
俳
句
集
』
よ
り
、
一
句
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

足
洗
（
あ
ら
う
）
て
つ
ゐ
明
（
あ
け
）
安
き
丸
寐
（
ま
ろ

ね
）
か
な

（
芭
蕉
翁
真
蹟
拾
遺
）

【
考
】

貞
享
五
（
一
六
八
八
）
年
の
作
。
季
語
は
「
明

安
き
（
短
夜
）
」
で
夏
。
底
本
は
「
右
小
築
庵
春
湖
蔵
」
と
注

記
し
、
『
笈
の
小
文
』
の
旅
中
吟
三
句
と
並
記
し
て
掲
載
す

る
。

【
解
】

旅
宿
で
洗
足
を
済
ま
せ
、
着
の
身
着
の
ま
ま
横

に
な
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
早
々
と
夏
の
短
夜
が
明
け
て
し
ま
っ

た
、
の
意
。
「
足
洗
て
」
は
旅
先
で
宿
舎
に
到
着
し
た
時
な
ど

に
、
洗
足
盥
で
足
を
洗
う
こ
と
。
「
丸
寐
」
は
着
物
を
着
た
ま

ま
、
そ
の
場
に
ご
ろ
寝
す
る
こ
と
。

【
諸
注
】

イ

◇

『
大
系
』
『
全
発
句
』
『
全
講
』
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は
未
収
録
。
◇

『
校
本
』
は
、
底
本
に
『
笈
の
小
文
』
所
収

句
と
並
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
信
ず
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
他
に
所
見
が
な
い
の
で
一
応
存
疑
と
す
る
」
と
述
べ
る
。

◇

『
全
句
』
は
「
他
に
出
典
を
見
な
い
た
め
に
多
少
疑
は
残

る
が
、
ま
ず
信
ず
べ
き
も
の
」
だ
と
し
、
「
〝
短
夜
〟
と
か
〝

明
易
し
〟
に
は
、
『
古
今
集
』
の
〝
夏
の
夜
の
臥
す
か
と
す
れ

ば
ほ
と
と
ぎ
す
な
く
一
声
に
あ
く
る
し
の
の
め
〟
（
紀
貫
之
）

な
ど
が
常
に
発
想
の
脈
を
な
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
「
こ
れ
も

そ
の
系
統
に
属
し
、
〝
足
洗
う
て
〟
と
か
〝
丸
寝
〟
と
か
い
う

と
こ
ろ
に
俳
諧
味
を
生
か
し
た
作
」
だ
と
す
る
。
◇

『
全
句

集
』
も
存
疑
の
句
と
し
つ
つ
も
、
「
他
に
所
伝
は
な
い
が
、
真

作
の
可
能
性
は
高
い
」
と
す
る
。
◇

『
集
成
』
は
「
長
旅
の

旅
情
の
一
齣
。
〝
足
洗
う
て
〟
に
、
一
日
の
旅
を
終
え
て
旅
籠

に
着
い
た
時
の
、
ほ
っ
と
し
た
心
持
が
こ
も
っ
て
い
る
」
と
説

く
。
◇

『
新
編
』
は
「
旅
籠
泊
り
（
食
費
と
寝
具
の
損
料
を

払
う
泊
り
方
）
で
な
い
限
り
、
旅
先
の
丸
寝
は
珍
し
く
な
い
」

と
し
「
こ
こ
は
夜
更
け
の
旅
情
な
ど
し
み
じ
み
反
芻
す
る
い
と

ま
も
な
く
、
あ
っ
け
な
く
一
夜
が
明
け
た
体
験
を
、
〝
丸
寝
〟

の
一
語
で
み
ご
と
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
軽
い
微
苦
笑
の
中

に
一
句
の
俳
諧
性
を
認
め
る
べ
き
」
と
す
る
。
◇

『
角
川
ソ

フ
ィ
ア
』
は
「
旅
寝
の
一
齣
を
軽
妙
に
表
現
し
て
飄
逸
」
と
評

す
る
。

ロ

◇

『
詩
人
選
』
は
『
笈
の
小
文
』
の
旅
に

言
及
し
「
現
実
の
状
況
に
密
着
し
た
段
階
で
の
、
一
つ
の
デ
ッ

サ
ン
と
い
え
な
く
も
な
い
」
と
い
う
。

【
形
】

底
本
に
の
み
所
収
。

【
評
】

他
に
所
伝
が
な
い
た
め
、
存
疑
の
扱
い
と
も
な

っ
て
い
る
が
、
句
と
し
て
は
長
旅
の
中
で
の
一
齣
が
軽
妙
に
言

い
取
ら
れ
て
い
る
。
『
笈
の
小
文
』
と
も
関
連
さ
せ
つ
つ
、
句

の
旅
情
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
か
。

［
稲
葉
有
祐
］
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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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（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
で
山
内
様
の
「
障
害
を

め
ぐ
る
…
」
を
読
ん
で
、
国
連

で
「
障
害
者
権
利
条
約
」
が
採
択
さ
れ
て
か
ら
国
内
法

等
を
見
直
し
、
障
害
者
差
別
解
消
法
、
改
正
教
科
書
バ

リ
ア
フ
リ
ー
法
、
著
作
権
法
な
ど
各
種
整
備
さ
れ
て
、

広
い
意
味
で
の
障
害
者
を
対
象
と
す
る
法
整
備
と
な
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

こ
こ
数
年
で
障
害
者
の
社
会
進
出
が
、
特
に
社
会
活

動
や
ス
ポ
ー
ツ
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
障

害
者
へ
の
理
解
が
徐
々
に
深
ま
り
、
と
も
に
活
動
す
る

様
子
が
紙
面
に
も
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
悲
し
い
な
が
ら
障
害
を
持
っ
て
い
る
人
が
施

設
等
で
暴
力
な
ど
虐
待
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
日
々
報

道
さ
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
が
、
法

律
で
の
罰
則
の
強
化
、
監
視
の
強
化
、
孤
立
を
防
ぐ
サ

ポ
ー
ト
等
個
人
や
地
域
で
協
力
し
防
ぎ
た
い
も
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
障
害
者
と
の
共
存
に
向
け
て
、
ど
う

や
っ
て
参
加
す
る
か
、
ま
た
、
一
方
で
何
を
情
報
発
信
、

何
を
整
備
す
る
か
等
考
え
、
お
互
い
に
理
解
と
協
力
し

て
共
に
歩
み
た
い
も
の
で
す
。

宮
澤
義
文

編

集

後

記
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