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「
漢
字
世
論
調
査
」

『
月
刊
し
に
か
』
（
大
修
館
書
店
）

二
〇
〇
三
年
四
月
号
が「
日
本
人

に
と
っ
て
漢
字
と
は
何
か
」
と
い
う

特
集
を
組
ん
で
い
る
。
特
集
に
合

わ

せ
て「
漢
字
世
論
調
査
」－

四
七

五
二
人
の
日
本
人
の
漢
字
意
識－

が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
今
回
は
こ
の
調
査
報
告
を
中
心
に

ご
紹
介
し
た
い
。
こ
の
調
査
は
二
〇
〇
二
年
一
二
月
一
五
日

か
ら
翌
年
一
月
一
五
日
ま
で
の
一
ヶ
月
間
、
主
と
し
て
、
こ

の
雑
誌
を
発
行
し
て
い
る
出
版
社
で
あ
る
大
修
館
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
で
行
わ
れ
た
。

従
っ
て
世
論
調
査
と
は
言
っ
て
も
回
答
者
の
大
半
は
も
と

も
と
漢
字
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
人
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
い
る
人
が
回
答
し
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

年
代
を
四
区
分
し
て
と
っ
て
い
る
の
が
面
白
く
、
二
五
歳

以
下
は
常
用
漢
字
制
定
以
降
に
学
校
教
育
を
受
け
た
年
齢

層
（
九
三
二
人
、
二
〇
％
）
、
二
六
歳
か
ら
六
五
歳
は
当
用

漢
字
時
代
に
学
校
教
育
を
受
け
た
層
で
、
こ
の
層
は
人
数
が

集
中
し
て
い
る
の
で
二
分
し
、
二
六
か
ら
四
五
歳
（
二
七
三

九
人
、
五
八
％
）
と
四
六
歳
か
ら
六
五
歳
（
九
五
一
人
、
二

点字から識字までの

距離（37）

（墨田区立緑図書館）

山内 薫

－ １ －

〇
％
）
に
分
け
て
い
る
。
六
六
歳
以
上
（
八
五
人
、
二
％
）
は

そ
れ
以
前
に
学
校
教
育
を
受
け
た
層
と
な
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
行
っ
て
い
る
人
の
数
自
体
が
こ
の
人
数
に
反
映
さ
れ

て
お
り
、
六
六
歳
以
上
は
非
常
に
少
な
い
。

設
問
二
「
あ
な
た
は
、
小
学
校
・
中
学
校
の
こ
ろ
、
漢
字
が

好
き
で
し
た
か
、
き
ら
い
で
し
た
か
？
」
で
は
、「
大
好
き
一

二
．
一
％
、
好
き
な
方
四
三
，
六
％
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な

か
っ
た
三
一
．
一
％
、
大
き
ら
い
五
．
二
％
、
覚
え
て
い
な
い

七
．
三
％
」
と
、
好
き
系
が
五
五
．
七
％
と
き
ら
い
系
の
三

六
．
三
％
を
上
回
っ
て
い
る
。

設
問
三
「
あ
な
た
は
、
小
学
校
・
中
学

校
の
こ
ろ
漢
字
を
学
習
し
た
こ
と
が
、

今
の
自
分
の
役
に
立
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
か
？
」
で
は
、「
と
て
も
四
五
．
七
％
、

少
し
は
四
七
．
五
％
」
と
、
九
三
．
二
％

と
い
う
圧
倒
的
多
数
が
役
に
立
っ
て
い

る
と
回
答
し
て
い
る
。

設
問
四
は
漢
字
に
対
す
る
印
象
を
一
五
の
質
問
に
よ
っ
て

聞
い
た
も
の
で
、
上
位
三
つ
は「
正
式
な
文
書
を
書
く
と
き
に

は
、
漢
字
が
多
い
方
が
か
っ
こ
よ
く
見
え
る
気
が
す
る
。
（
五

〇
．
一
％
）
、
四
字
熟
語
な
ど
の
よ
う
に
、
少
な
い
文
字
数
で

多
く
の
内
容
を
表
す
こ
と
が
で
き
て
効
果
的
（
四
九
．
八

％
）
、
知
ら
な
い
文
字
・
熟
語
で
も
、
知
っ
て
い
る
漢
字
か
ら
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る
。
」
で
六
八
．
三
％
、
次
い
で「
わ
か
ら
な
い
漢
字
に
出
会

う
と
、
そ
の
形
や
構
成
か
ら
意
味
が
だ
い
た
い
わ
か
る
よ
う

な
気
が
す
る
。
」
五
一
．
〇
％
、「
『
追
求
』『
追
究
』『
追
及
』

な
ど
の
同
音
異
義
語
の
使
い
分
け
に
、
迷
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
」
四
九
．
九
％
、「
漢
字
の
字
源
に
関
す
る
話
を
読
ん
だ

り
聞
い
た
り
し
て
、
興
味
を
惹
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
」
四

五
．
八
％
、「
前
か
ら
知
っ
て
い
る
漢
字
を
書
こ
う
と
し
て
い

た
の
に
、
そ
れ
が
急
に
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
き

た
こ
と
が
あ
る
。
」
四
二
．
四
％
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
使
え
る

漢
字
が
も
っ
と
多
け
れ
ば
い
い
の
に
、
と
思
う
。
」
四
一
．
一

％
な
ど
が
あ
が
っ
て
い
る
。

設
問
六
は「
漢
字
を
使
う
か
、
ひ
ら
が
な
を
使
う
か
」
を

六
つ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
聞
い
て
い
る
。
六
語
に
つ
い
て
見
て
み

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
一
）「
も
ち
ろ
ん
」
六
六
．
二
％
、「
勿
論
」
一
四
．
七
％
、

こ
だ
わ
り
な
し
一
八
．
一
％

（
二
）「
せ
っ
か
く
」
六
八
．
六
％
、「
折
角
」
一
五
．
〇
％
、

こ
だ
わ
り
な
し
一
五
．
三
％

（
三
）「
い
わ
ゆ
る
」
七
七
．
七
％
、「
所
謂
」
七
．
二
％
、

こ
だ
わ
り
な
し
一
三
．
六
％

（
四
）「
よ
ほ
ど
」
五
二
．
七
％
、「
余
程
」
二
八
．
九
％
、

こ
だ
わ
り
な
し
一
六
．
六
％

（
五
）「
そ
の
と
き
」
五
．
九
％
、「
そ
の
時
」
八
四
．
一
％
、

類
推
が
効
く
こ
と
が
あ
っ
て
、
便
利
。
」
で
、
半
数
が
挙
げ
て

い
る
。

反
対
に
少
な
い
回
答
は「
難
し
い
漢
字
を
苦
労
し
て
覚
え

て
書
く
よ
り
も
ひ
ら
が
な
で
書
く
方
が
効
率
的
だ
。
（
四
．

六
％
）
、『
和
』
を
『
ワ
』『
や
わ
ら
ぐ
』『
な
ご
や
か
』
と
読
む
よ

う
に
一
つ
の
文
字
に
複
数
の
読
み
方
が
あ
る
の
で
実
用
的
で

な
い
。
（
五
．
二
％
）
、
漢
字
を
覚
え
る
よ
り
、
英
語
を
勉
強

す
る
方
が
役
に
立
つ
。
（
五
．
六
％
）
、『
過
程
』『
家
庭
』『
仮

定
』
な
ど
、
同
じ
読
み
を
す
る
熟
語
が
多
く
て
、
不
便
。

（
九
．
八
％
）
」
な
ど
、
漢
字
に
対
す
る
否
定
的
な
質
問
に
つ

い
て
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

否
定
的
な
質
問
で
比
較
的
多
い
の
は「
画
数
が
多
く
て
形

が
複
雑
な
の
で
め
ん
ど
く
さ
い
。
」
が
一
八
．
七
％
で
、
漢
字

が
大
嫌
い
な
人
で
は
五
三
．
四
％
に
も
の
ぼ
り
、「
書
く
と
き

に
、
筆
順
や
止
め
・
は
ね
な
ど
が
あ
る
の
で
、
め
ん
ど
く
さ

い
」
も
一
八
．
一
％
と
二
割
近
く
の
人
が
感
じ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
こ
の
点
編
集
部
で
は「
漢
字
ぎ
ら
い
の
要
因
と
し
て

字
形
の
複
雑
さ
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
」
と
分
析
し
て

い
る
。
ま
た
、「
漢
字
を
知
っ
て
お
か
な
い
と
、
な
ん
だ
か
ば
か

に
さ
れ
る
気
が
す
る
。
」
と
い
う
人
が
三
七
．
四
％
も
い
た
。

設
問
の
五
も
一
五
の
質
問
に
よ
っ
て
、
自
身
の
経
験
に
あ

て
は
ま
る
も
の
を
聞
い
て
い
る
。
最
も
多
い
の
は「
最
近
一
年

間
に
、
わ
か
ら
な
い
漢
字
を
漢
和
辞
典
で
調
べ
た
こ
と
が
あ
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こ
だ
わ
り
な
し
八
．
七
％

（
六
）「
で
き
ご
と
」
六
．
三
％
、「
出
来
事
」
八
二
．
六
％
、

こ
だ
わ
り
な
し
九
．
九
％

こ
の
中
で
例
え
ば
「
所
謂
」
を
見
る
と
、
二
五
歳
ま
で
が

七
．
二
％
、
二
六
～
四
五
歳
が
五
．
二
％
、
四
六
～
六
五
歳

が
一
一
．
三
％
、
六
六
歳
以
上
が
二
五
．
九
％
と
高
齢
層
ほ

ど
高
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
二
六
～
四
五
歳
よ
り
も
二
五
歳

ま
で
の
方
が
二
％
高
い
と
い
う
結
果
は
、
よ
り

若
い
層
が
、
手
で
漢
字
を
書
か
な
く
な
り
、
パ

ソ
コ
ン
・
ワ
ー
プ
ロ
で
も
の
を
書
く
機
会
が
増
え

た
た
め
に
、
ワ
ー
プ
ロ
の
指
示
し
た
漢
字
を
使

う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
事
の
現
れ
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

一
方
「
そ
の
時
」
と
書
く
人
は
、
二
五
歳
ま
で
が
八
三
．
六

％
、
二
六
～
四
五
歳
が
八
四
．
八
％
、
四
六
～
六
五
歳
が

八
五
．
六
％
、
六
六
歳
以
上
が
七
八
．
八
％
と
、
ど
の
年
代

で
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

設
問
の
七
は
、
漢
字
表
記
に
新
字
体
と
旧
字
体
の
ど
ち

ら
を
使
う
か
と
い
う
質
問
で
、
例
え
ば
「
街
の
灯
」
（
九
一
．

一
％
）
と
書
く
か
「
街
の
燈
」
（
三
．
四
％
）
と
書
く
か
、「
灯

火
」
（
六
五
．
二
％
）
か
「
燈
火
」
（
一
七
．
〇
％
）
か
、「
富
岳

百
景
」
（
二
一
．
五
％
）
か「
富
嶽
百
景
」
（
六
六
．
四
％
）
か
、

「
山
岳
地
帯
」
（
九
二
．
八
％
）
か「
山
嶽
地
帯
」
（
三
．
二
％
）

か
、「
曽
祖
父
」
（
五
六
．
五
％
）「
曾
祖
父
」
（
三
四
．
〇

％
）
、「
木
曽
」
（
八
二
．
六
％
）「
木
曾
」
（
一
二
．
四
％
）
な
ど

が
挙
が
っ
て
い
る
。「
昇
り
竜
」
（
三
六
．
八
％
）
と
「
昇
り
龍
」

（
五
二
．
六
％
）
、
芥
川
竜
之
介
（
五
．
七
％
）
と
芥
川
龍
之

介
（
九
〇
．
九
％
）
で
は
い
ず
れ
も
旧
字
体
が
上
回
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
新
字
体
を
使
う
か
旧
字
体
を
使
う
か

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
に
依
存
し
て
お
り
、
特
に
固
有
名
詞
で

は
一
般
に
目
に
す
る
文
字
が
優
先
的
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う

だ
。漢

字
に
す
る
か
仮
名
に
す
る
か
、
と
い
う
選
択
は
ほ
と
ん

ど
個
人
に
任
さ
れ
て
い
る
訳
だ
が
、
設
問
の
四
に
あ
っ
た
よ

う
に
、
正
式
な
文
書
を
書
く
と
き
に
は
、
漢
字
が
多
い
方
が

か
っ
こ
よ
く
見
え
る
気
が
す
る
、
と
い
う
人
が
半
数
を
占
め
、

文
字
を
書
く
の
に
パ
ソ
コ
ン
・
ワ
ー
プ
ロ
を
使
う
人
が
増
加
し

て
い
け
ば
、
も
し
か
す
る
と
今
後
漢
字
の
使
用
率
は
増
え
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
誤
用
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
同
誌

の
論
文
（「
パ
ソ
コ
ン
と
漢
字
表
記
の
実
態
」
）
で
、
紀
田
順
一

郎
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
以
前
に
比
べ
て
ワ
ー
プ

ロ
・
ソ
フ
ト
の
変
換
効
率
は「
共
起
情
報
（
例
え
ば
セ
ミ
は『
鳴

く
』
、
赤
ん
坊
は『
泣
く
』
と
い
う
よ
う
に
前
後
の
語
彙
と
の

関
連
で
同
音
異
義
語
を
判
別
す
る
こ
と
）
」
が
採
用
さ
れ
た
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こ
と
に
よ
っ
て
、
飛
躍
的
に
向
上
し
た
。
ま
た
最
近
で
は
方
言

や
文
語
に
ま
で
対
応
し
た
り
、
行
政
地
名
な
ど
へ
の
対
策
も

盛
り
込
ま
れ
、
支
援
機
能
が
充
実
し
て
き
て
い
る
。「
し
か

し
、
じ
つ
は
変
換
候
補
が
増
え
た
分
、
か
え
っ
て
選
択
ミ
ス
が

多
く
な
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
差
し
引
き
プ
ラ
ス
か
マ

イ
ナ
ス
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
ワ
ー
プ
ロ
の

機
械
的
な
進
歩
に
見
合
う
だ
け
の
か《
国
語
力
》
の
向
上
が

あ
っ
た
か
否
か
で
あ
ろ
う
。
ワ
ー
プ
ロ
辞
書
は
、
基
本
的
な
国

語
力
の
不
足
ま
で
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ

て
い
る
。

さ
ら
に
不
注
意
に
よ
る
変
換
ミ
ス
に
と
ど
ま
ら
ず
、
基
本

的
な
表
記
へ
の
無
関
心
が
読
み
取
れ
る
、
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
最
も
多
い
次
の
よ
う
な
ミ
ス
を
挙
げ
て
い
る
。
（
括
弧

内
が
正
し
い
用
い
方
）

跡
を
絶
つ
（
後
を
絶
つ
）
、
週
間
誌
（
週
刊
誌
）
、
人
生
感

（
人
生
観
）
、
晴
天
の
霹
靂
（
青
天
の
霹
靂
）
、
前
後
策
（
善
後

策
）
、
荷
な
い
手
（
担
い
手
）

ま
た
、
同
音
異
義
語
の
混
用
と
し
て

愛
惜
（
哀
惜
）
、
検
診
（
健
診
）
、
自
認
（
自
任
）
、
修
行
（
修

業
）
、
青
年
（
成
年
）
、
直
感
（
直
観
）
、
野
生
（
野
性
）
等
々
多

く
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

前
回
読
め
な
い
け
れ
ど
も
書
く
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
失

 読
症
に
つ
い
て
報
告
し
た
が
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
く
だ
け
で

身
体
を
使
っ
て
文
字
を
書
く
こ
と
が
ま
す
ま
す
減
少
し
て
い

く
、
と
い
う
こ
と
や
、
光
学
的
な
画
面
を

通
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
が
増
え
て
い
っ
た

と
き
に
、
日
本
語
、
そ
し
て
漢
字
は
ど
の
よ

う
に
質
的
に
変
化
す
る
の
か
考
え
て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

私
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、

漢
点
字
に
つ
い
て
（
後
半
）

平
瀬

徹

漢
点
字
と
の
出
会
い

「
何
だ
こ
の
お
化
け
点
字
は
！

八
点
も
あ
る
じ
ゃ
な
い

か
」
そ
れ
が
私
の
漢
点
字
に
触
れ
た
第
一
印
象
で
し
た
。

一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
日
本
点
字
は
、
ひ
ら
が
な
と
カ

タ
カ
ナ
の
区
別
も
な
い
表
音
文
字
で
す
。
そ
の
た
め
、
文
節

分
か
ち
書
き
と
い
う
難
し
い
文
法
を
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
い
く
ら
分
か
ち
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書
き
し
て
も
、
同
音
意
義
語
、
著
者
が
ど
こ
を
漢
字
に
し
、

ど
こ
を
カ
ナ
に
し
た
か
は
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
創
案
さ
れ
た
の
が
漢
点
字
で
す
。

漢
点
字
を
書
く
た
め
に
は
八
点
打
つ
こ
と
が
で
き
る
点
字

器
が
必
要
で
す
。
小
型
の
懐
中
定
規
は
販
売
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
と
て
も
書
き
に
く
く
、
ま
た
そ
の
割
に
高
価
で
し
た
。

そ
ん
な
状
況
で
は
漢
点
字
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
な
ら
ば
作
っ
て
し
ま
え
、
学
生
に
は
と
く
に
安
く
頒
布

し
よ
う
、
と
い
う
の
が
当
時
の
六
つ
星
会
点
字
出
版
部
長
の

堀
場
信
昭
さ
ん
の
お
考
え
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

漢
点
字
板
を
世
に
出
す
ま
で
に
は
、
い
ろ
い
ろ
試
行
錯
誤

が
あ
り
ま
し
た
。
私
が
入
会
し
た
の
は
も
う
最
終
段
階
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
点
の
出
が
ど
う
の
と
か
い
ろ
い
ろ
文
句
を

言
っ
た
り
、
拘
り
な
が
ら
ヤ
ス
リ
で
削
る
お
手
伝
い
も
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
完
成
し
た
一
号
機
を
、
今
も
愛

用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

漢
点
字
を
勉
強
し
て「
時
計
と
は
時
を
計

る
と
書
く
ん
だ
」
な
ん
て
、
晴
眼
者
か
ら
す
れ

ば
当
然
の
こ
と
に
感
動
し
た
り
、「
土
産
」
と

い
う
文
字
は
そ
の
土
地
で
生
産
さ
れ
た
も
の

だ
か
ら
こ
ん
な
字
を
書
く
ん
だ
と
か
、
浴
衣

は
お
風
呂
上
が
り
に
着
る
も
の
だ
か
ら
こ
ん
な
文
字
を
書
く

の
か
と
か
、
感
動
の
連
続
で
し
た
。

今
鍼
灸
治
療
の
た
め
に
カ
ル
テ
を
作
る
の
に「
ひ
ろ
こ
」
さ

ん
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
「
弓
偏
に
ム
の
弘
で
す
」「
三

水
に
告
げ
る
の
浩
で
す
」
と
か
言
わ
れ
ま
す
が
、
漢
点
字
を

勉
強
し
て
い
な
か
っ
た
ら
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。全

盲
な
ら
、
だ
れ
で
も
墨
字
を
書
き
た
い
と
思
う
で
し
ょ

う
。
代
筆
し
て
も
ら
お
う
と
思
う
と
、
家
族
に
し
ろ
友
達
に

し
ろ
、
相
手
の
手
が
空
い
た
と
き
を
見
計
ら
っ
て
頼
ま
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
カ
ナ
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
が
使
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
自
分
で
打
っ
た
文
字
は
確
認

で
き
ま
せ
ん
。「
あ
、
間
違
え
た
」
と
思
っ
た
ら
一
文
字
戻
し

て
Ｘ
印
を
入
力
し
て
続
き
を
書
き
ま
し
た
。
郵
便
番
号
も
、

封
筒
や
ハ
ガ
キ
の
枠
が
真
っ
直
ぐ
で
は
な
い
の
で
す
べ
て
真
ん

中
に
と
は
行
き
ま
せ
ん
が
、
一
応
枠
内
に
収
め
る
こ
と
は
で

き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
と
こ
ろ
が
、
点
字
を
覚
え
る
こ
と

を
挫
折
し
た
母
親
と
き
た
ら
「
カ
タ
カ
ナ
ば
か

り
じ
ゃ
郵
便
屋
さ
ん
が
読
み
に
く
い
か
ら
、
何

と
か
漢
字
で
書
け
な
い
か
」
と
。
鍼
灸
院
に
勤
め

て
最
初
の
給
料
で
買
っ
た
の
がＮ

Ｅ
Ｃ

のＰ
Ｃ
６
６
０
１

と

い
う
パ
ソ
コ
ン
で
し
た
。
そ
れ
に
木
で
で
き
た
手
作
り
キ
ー
ボ

ー
ド
を
接
続
し
て
、
漢
点
字
直
接
入
力
で
最
初
に
書
い
た
家
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族
へ
の
書
き
置
き
は
「
患
者
さ
ん
と
飲
み
に
行
っ
て
き
ま

す
」
で
し
た
。

父
が
下
戸
な
の
で
、
家
で
は
晩
酌
の
習
慣
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
鍼
灸
師
会
で
は
あ
る
程
度
飲
め
な
い
と
晴
眼

者
の
業
者
と
の
親
睦
に
支
障
を
来
た
す
の
で
、
少
し
ず
つ

練
習
を
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
私
が
ま
あ
ま
あ
酒
席
に
つ

き
合
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
漢
点
字
や
パ
ソ
コ
ン
の
せ
い

だ
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
よ
く
飲
み
に
誘
っ
て
く
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
患
者
さ
ん
の
お
か
げ
だ
っ
た
の
か
…
。

パ
ソ
コ
ン
をＰ

Ｃ
９
８
０
１

に
換
え
た
こ
ろ
、
ハ
ム
仲
間

が
「
近
く
に
来
た
ら
ひ
ら
せ
鍼
灸
院
の
看
板
が
あ
っ
た
か

ら
」
と
寄
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て「
お
、
こ
こ
に
は
パ
ソ
コ

ン
が
あ
る
ん
だ
な
。
こ
れ
か
ら
少
し
ず
つ
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
を

持
っ
て
き
て
や
ろ
う
か
」
と
言
っ
て
く
れ
て
、
そ
れ
か
ら
パ
ソ

コ
ン
を
ワ
ー
プ
ロ
以
外
に
も
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

パ
ソ
コ
ン
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
難
解
で
す
。
そ
れ
で
、
私
が
ハ
ム

仲
間
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
私
が
そ
れ
を
「
多
分
こ
う
い
う
意

味
じ
ゃ
な
い
？
」
と
噛
み
砕
い
て
説
明
す
る
。
そ
し
て
一
緒

に
実
験
し
て
み
る
。
そ
ん
な
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
で
パ

ソ
コ
ン
の
勉
強
を
し
て
き
ま
し
た
。
周
辺
機
器
も
一
緒
に
買

う
か
ら
と
値
切
っ
て
買
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
私
の
パ
ソ

コ
ン
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
が
ク
ラ
ッ
シ
ュ
し
た
と
き
、
夜
中
に

も
関
わ
ら
ず
高
速
道
路
を
飛
ば
し
て
サ
ポ
ー
ト
に
来
て
く

れ
た
友
人
も
い
ま
す
。

私
は
パ
ソ
コ
ン
教
室
に
通
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

漢
点
字
の
雑
誌
な
ど
で
ソ
フ
ト
の
解
説
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
り
、
ソ
フ
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
頼
ま
れ
て
視
覚
障
害
者
用
ソ
フ
ト

の
モ
ニ
タ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
関
係
で
、
相
談
の

メ
ー
ル
や
電
話
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
点
訳
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
方
か
ら
も
、
ソ
フ
ト
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
や
環
境
設

定
な
ど
の
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
晴
眼
者
の
友
人
か
ら
の
受
け
売

り
で
す
。

私
た
ち
視
覚
障
害
者
は
一
歩
外
に
出
れ
ば
、
道
を
尋
ね

た
り
時
刻
表
を
見
て
い
た
だ
い
た
り
、
周
囲
の
晴
眼
者
の
方

に
目
を
お
借
り
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
も
パ
ソ
コ
ン
サ
ポ
ー
ト
も
、
何
か
社
会
へ
の
ご
恩
返
し

に
な
れ
ば
と
思
っ
て
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

あ
る
程
度
パ
ソ
コ
ン
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
分
が

ど
れ
く
ら
い
の
レ
ベ
ル
な
の
か
客
観
的
に
評
価
し
て
ほ
し
く
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
カ
ナ
タ
イ
プ
や
ワ

ー
プ
ロ
の
競
技
会
に
は
よ
く
出
て
い
ま
し

た
。点

字
の
漢
字
に
は
、
漢
点
字
と
は
別
に

六
点
漢
字
と
い
う
方
式
も
あ
り
ま
す
。

ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
障
害
者
技
能
競
技
大
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会
）
に
最
初
に
出
た
と
き
、
私
は
二
人
の
六
点
漢
字
ユ
ー
ザ

ー
に
負
け
、
銅
賞
で
し
た
。
録
音
タ
イ
プ
速
記
と
い
っ
て
、
会

議
の
テ
ー
プ
起
こ
し
を
職
業
に
し
て
い
る
プ
ロ
に
負
け
た
の
で

当
然
と
い
え
ば
当
然
な
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
悔
し
か
っ
た
。

そ
れ
な
ら
と
い
う
こ
と
で
六
点
漢
字
も
勉
強
し
て
や
ろ
う

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
、
鍼
灸
院
の
お
正
月
休
み
に
一
気
に
勉

強
し
ま
し
た
。
漢
点
字
は
偏
と
旁
、
冠
と
足
と
い
う
組
み
立

て
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
六
点
漢
字
は
音
と
訓
の
頭
文
字

で
で
き
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

先
天
盲
に
と
っ
て
は
六
点
漢
字
の
ほ
う
が
親
し
み
や
す
い

の
で
す
が
、
実
際
は
音
と
訓
で
表
現
で
き
る
漢
字
は
少
な
い

た
め
、
音
と
部
首
符
号
で
で
き
て
い
る
も
の
の
ほ
う
が
多
い
の

で
す
。

私
は
最
初
に
漢
点
字
で
部
首
の
概
念
が
分
か
っ
て
い
た
の

で
、
漢
点
字
の
符
号
を
六
点
漢
字
の
符
号
に
置
き
換
え
る
だ

け
で
マ
ス
タ
ー
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
に
六
点
漢
字
を
勉

強
し
て
い
た
ら
、
点
字
の
漢
字
は
使
え
て
い
な

か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

翌
年
の
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
県
内
予
戦
落
ち

で
し
た
が
、
そ
の
次
の
一
九
九
六
年
は
国
内

大
会
で
金
賞
を
受
賞
で
き
、
二
〇
〇
〇
年
に

は
プ
ラ
ハ
で
行
わ
れ
た
「
国
際
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ

ク
」
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

自
分
は
何
も
で
き
な
い
く
せ
に
、
母
は
私
が
競
技
会
に
出

る
の
が
大
好
き
で
す
。
家
の
引
っ
越
し
の
と
き
も
、
ど
う
せ
家

に
い
て
も
邪
魔
に
な
る
だ
け
だ
か
ら
と
私
は
カ
ナ
タ
イ
プ
の

競
技
会
に
参
加
し
、
引
っ
越
し
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
ト
ロ
フ

ィ
ー
を
抱
え
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
国
内
大
会
も
国
際
大
会
も
視
覚
障
害

者
は
介
助
者
を
一
人
つ
け
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
母
と

一
緒
に
参
加
し
ま
し
た
。
母
の
一
番
の
楽
し
み
は
バ
イ
キ
ン
グ

の
食
事
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
…
。
で
も
、
母
は
け
っ
こ
う
度
胸

が
あ
っ
て
、
プ
ラ
ハ
で
も
周
囲
の
人
の
分
ま
で
生
ビ
ー
ル
を
抱

え
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。「F

o
u
r

m
e
m

b
e
rs

」
と
言
っ
た
の
が

ち
ゃ
ん
と
通
じ
た
と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
も
母
に

と
っ
て
も
初
め
て
の
海
外
旅
行
、
少
し
は
親
孝
行
に
な
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
平
瀬
さ
ん
に
と
っ
て
パ
ソ
コ
ン
は
趣
味
な
ん
で
す
よ
ね
」
こ

ん
な
ふ
う
に
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
の
パ
ソ
コ
ン

は
目
の
代
わ
り
で
あ
り
鉛
筆
代
わ
り
で
す
。
必
要
に
迫
ら
れ

て
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
時
、
視
覚
障
害
者
の
点
字
離
れ
が
叫
ば
れ
ま
し
た
が
、

点
字
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
や
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
が
普
及
す
る

に
つ
れ
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
点
訳
デ
ー
タ
を
入
手
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
点
字
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
紙
に
出
力
し
て
し
ま
う
と
点
字
は
嵩
張
り
ま
す
が
、
フ
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役
割
は
重
要
で
す
。

そ
こ
で
、
今
日
は
私
の
進
路
選
択
に
お
け
る
両
親
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
生
ま
れ
つ
き
目
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
、
両
親

は
、
私
の
小
さ
い
頃
か
ら
将
来
に
つ
い
て
考
え
て
く
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。
四
歳
の
頃
、
近
く
の
先
生
か
ら
琴
を
習

わ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
幼
か
っ
た
私
に
と
っ

て
は
琴
を
弾
く
こ
と
も
遊
び
の
一
つ
で
し
た
の
で
、
あ
る

程
度
上
達
す
る
と
そ
こ
で
満
足
し
て
飽
き
て
し
ま
い
ま
し

た
。
就
学
時
に
な
る
と
入
学
先
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。

当
時
、
東
京
都
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
に
住
ん
で
い
ま
し
た

の
で
、
都
立
八
王
子
盲
学
校
が
通
学
区
域
で
し
た
。
が
、

母
は
私
の
将
来
の
こ
と
を
考
え
、
東
京
教
育
大
学
（
現
筑

波
大
学
）
付
属
盲
学
校
へ
の
入
学
を
決
意
し
ま
し
た
。
吉

祥
寺
か
ら
文
京
区
に
あ
る
付
属
盲
学
校
へ
の
通
学
時
間
は

片
道
一
時
間
半
、
し
か
も
満
員
電
車
に
乗
っ
て
の
通
学
は

小
学
一
年
生
に
と
っ
て
か
な
り
の
負
担
と
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
両
親
は
私
の
通
学
の
た
め
に
母
親
の
実
家
に
近

い
上
十
條
に
引
っ
越
し
ま
し
た
。
そ
の
お
陰
で
、
通
学
時

間
は
約
半
分
に
な
り
、
と
て
も
快
適
な
学
校

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

小
学
生
の
頃
は
、
両
親
が
よ
く
勉
強
を
見

て
く
れ
ま
し
た
が
、
私
が
特
に
感
謝
し
て
い

ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
や
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
保
存
す
れ
ば
必
要

な
と
こ
ろ
を
検
索
す
る
の
に
も
便
利
で
す
。
た
だ
、
せ
っ
か
く

点
訳
し
て
下
さ
っ
た
点
訳
書
を
音
声
で
聴
い
て
満
足
し
て
ら

っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
の
は
残
念
で
す
。
や
は
り
点
訳
書
は
指
で

読
み
た
い
も
の
で
す
。

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

形
式
の
点
字
の
デ
ー
タ
が
漢
点
字
の
標

準
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
な
れ
ば
、
ま
す
ま
す
漢
点
字
人
口
が
増

え
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

左
は
、
前
号
ま
で
漢
方
と
鍼
灸
に
つ
い
て
ご
執
筆
下

さ
っ
た
、
栃
木
県
立
盲
学
校
教
諭
の
小
池
上
惇
先
生

が
、
校
内
で
、
進
路
指
導
に
つ
い
て
お
話
に
な
ら
れ

た
こ
と
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

進
路
指
導
に
つ
い
て

小
池
上

惇

進
路
指
導
は
生
き
方
の
指
導
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
終
的
に
は
、
本
人
が
決
定
す
る
も
の
で
す
が
、
両
親
の
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る
こ
と
は
、
母
が
点
字
を
覚
え
て
く
れ
た
こ
と
で
し
た
。

直
接
点
字
の
指
導
を
受
け
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

良
い
本
が
あ
る
と
点
訳
し
て
く
れ
た
り
、
ト
ラ
ン
プ
に
点

字
を
打
っ
て
く
れ
た
り
し
て
私
に
関
わ
っ
て
く
れ
ま
し

た
。当

時
の
盲
学
校
の
高
等
部
に
は
理
療
科
と
音
楽
科
し
か

な
か
っ
た
の
で
、
中
学
か
ら
高
校
へ
の
進
学
の
際
は
迷
う

こ
と
も
な
く
理
療
科
へ
進
み
ま
し
た
。

両
親
は
、
私
が
理
療
科
へ
進
む
こ
と
は
あ
ま
り
望
ん
で

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
理
療
以
外
の
仕
事
で
の
自
立
の
道
を

願
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
琴
の
次
は
ピ
ア

ノ
、
英
語
と
つ
ぎ
つ
ぎ
に
習
わ
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
「
親
の
心
子
知
ら

ず
」
で
、
琴
も
ピ
ア
ノ
も
楽
し
め
る
程
度

に
弾
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
あ

ま
り
熱
心
に
は
取
り
組
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
思
う
と
、

両
親
に
は
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
も
の
で
す
。

そ
れ
で
も
、
私
が
理
療
科
へ
進
学
す
る
と
両
親
は
積
極

的
に
応
援
し
て
く
れ
ま
し
た
。
や
や
実
技
が
苦
手
だ
っ
た

私
の
た
め
に
あ
ん
ま
の
練
習
台
に
な
っ
た
り
、
鍼
の
練
習

の
た
め
に
祖
父
・
祖
母
・
叔
父
・
叔
母
な
ど
に
練
習
台
に

な
る
こ
と
を
頼
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
お
陰
で
、
人
並
み
に

技
術
も
上
達
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
理
療
科
か
ら
理
療
科
教
員
養
成
施
設
に
進

学
し
、
今
か
ら
三
十
五
年
前
卒
業
と
同
時
に
本
校
へ
就
職

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

就
職
の
際
、
両
親
が
も
っ
と
も
心
配
し
た
こ
と
は
人
間

関
係
で
し
た
。

「
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
な
る
べ
く
自
分
で
や
る
こ

と
、
で
き
な
い
こ
と
は
素
直
に
認
め
て
手
伝
っ
て
も
ら
う

代
わ
り
に
、
何
か
手
伝
え
る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
労
を
惜

し
ま
ず
他
人
に
し
て
あ
げ
る
こ
と
、
人
に
対
す
る
思
い
や

り
と
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
こ
と
」
を
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。

家
族
を
は
じ
め
周
り
の
大
人
た
ち
か
ら
大
切
に
さ
れ
、

い
つ
も
誰
か
と
一
緒
だ
っ
た
の
で
、
就
職
し
て
か
ら
の
一

人
暮
ら
し
で
は
随
分
困
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
周
り
に
は
い
つ
も
優
し
く
て
楽
し
い
人
た

ち
が
い
ま
し
た
。

両
親
が
、
就
職
す
る
息
子
に
教
え
て
く
れ
た
〈
素
直
な

心
、
努
力
、
思
い
や
り
と
感
謝
〉
が
今
も
私
の
生
活
の
基

盤
に
な
っ
て
い
ま
す
。



 

漢点字と私（補遺）
横浜漢点字羽化の会 岡田 健嗣

前
号
で
、
日
本
漢
点
字
協
会
の
機

関
誌
、
「
新
星
通
信
」
（
第
五
十

五
号
）
に
寄
稿
し
た
原
稿
を
転
載

致
し
ま
し
た
が
、
今
回
も
、
そ
れ

に
引
き
続
き
筆
を
執
っ
て
み
ま
し

た
。
再
度
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
な
お
本
稿
は
、
同
誌
十
二

月
発
行
の
、
第
五
十
六
号
に
ご
掲

載
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

同
会
の
ご
厚
意
に
、
深
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の

〈
コ
ン
セ
プ
ト
〉
に
つ
い
て

「
新
星
通
信
」
第
九
十
五
号
（
平
成
十
五
年
八
月
十
日
発

行
）
に
、
拙
文
『
漢
点
字
と
私
』
を
寄
稿
し
、
ご
掲
載
い
た
だ

き
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、
視
覚
障
害
者
と
文
字
の
現
状
、
私
と
漢
点
字
の

出
会
い
、
そ
し
て
私
と
羽
化
の
会
の
活
動
に
つ
い
て
述
べ
ま
し

た
。
と
り
わ
け
本
会
で
開
発
し
た
漢
点
字
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
ご
紹
介
に
、
か
な
り
の
行
を
割
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
お
読
み
下
さ
っ
た
方
か
ら
の
い
く
ら
か
の
問
い
合

わ
せ
と
と
も
に
、
日
本
漢
点
字
協
会
の
「
記
号
検
討
委
員
会
」

の
ま
と
め
た
点
字
の
記
号
と
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
よ

う
、
ご
要
望
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
文
は
、
再
度
紙
面
を

お
借
り
し
て
、
そ
れ
に
お
答
え
し
た
い
と
考
え
た
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
我
が
儘
を
お
許
し
下
さ
っ
た
会
長
並
び
に
編
集

部
の
皆
様
に
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
コ
ン
セ
プ
ト
の
概
要

（
一
）
総
説

ａ
．
漢
点
字
の
文
書
は
、
従
来
の
カ
ナ
点
字
の
そ
れ
と
は

異
な
っ
て
、
一
般
の
文
書
を
、
点
字
に
置
き
換
え
た
も
の
と
理

解
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
一
般
の
文
書
（
文
字
、
記
号
、
レ
イ

ア
ウ
ト
を
含
む
）
を
、
可
能
な
限
り
、
点
字
の
文
書
に
置
き
換

え
ら
れ
る
べ
く
、
工
夫
・
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
従
来
の
カ
ナ
点
字
の
表
記
は
、
全
て
を
音
だ
け
を
表
す
カ

ナ
文
字
で
表
す
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
、
文
節
ご
と
の
分
か
ち

書
き
を
基
本
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
漢
点
字
に
よ
る
漢
字
仮
名

交
じ
り
文
で
は
、
記
号
の
点
字
符
号
の
他
は
、
む
し
ろ
一
般
の

墨
字
文
の
ル
ー
ル
に
則
っ
て
表
記
さ
れ
ま
す
。

ｂ
．Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
記
号
は
、
可
能
な
限
り
、
カ
ナ
点

－ １０ －
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字
の
体
系
に
準
じ
ま
し
た
。
従
来
の
点
字
の
記
号
は
、
欧
米
の

点
字
の
そ
れ
を
移
入
し
な
が
ら
、
日
本
語
で
使
用
さ
れ
る
も
の

に
当
て
た
も
の
で
、
し
か
も
、
で
き
る
だ
け
極
少
に
制
限
し
た

も
の
で
す
。
そ
の
数
の
少
な
さ
は
、
読
み
易
さ
に
通
じ
る
も
の

が
あ
っ
て
、
多
く
の
視
覚
障
害
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
来
ま
し

た
。Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
は
、
そ
の
読
み
易
さ
が
、
最
重
要
と
考

え
ま
し
た
。

ｃ
．Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
、

テ
キ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
か
ら
変
換
し
て
、
漢
点
字
仮
名
交
じ
り

文
を
作
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
従
っ
て
記
号
の
類
も
、Ｊ

Ｉ
Ｓ

コ
ー
ド
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
点
字
の
符
号
に
変

換
す
る
の
が
、
主
な
機
能
で
す
。
カ
ナ
点
字
の
体
系
の
記
号
の

数
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
た
め
に
、Ｊ
Ｉ
Ｓ

コ
ー
ド
に
規
定
さ

れ
て
い
て
も
、
カ
ナ
点
字
の
体
系
に
は
な
い
記
号
も
出
て
来
ま

し
た
。
そ
れ
ら
は
、
時
間
を
か
け
て
、
で
き
る
だ
け
支
障
・
混

乱
の
な
い
よ
う
、
ま
た
読
み
易
さ
を
最
優
先
に
検
討
し
ま
し

た
。

（
二
）
文
字
お
よ
び
そ
の
表
記

ａ
．
点
字
の
漢
字
体
系
は
、
川
上
泰
一
先
生
創
案
の
、

〈
漢
点
字
〉
を
採
用
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
他
に
は
漢
字
を

表
現
す
る
点
字
の
体
系
は
存
在
し
な
い
た
め
、
比
較
検
討
は
し

て
お
り
ま
せ
ん
。
「
六
点
漢
字
」
は
、
文
字
と
し
て
の
要
件
を

満
た
し
て
い
な
い
た
め
、
検
討
か
ら
除
外
し
ま
し
た
。

ｂ
．
点
字
の
カ
ナ
文
字
は
、
石
川
倉
次
先
生
創
案
の
、
従

来
の
カ
ナ
点
字
の
体
系
を
採
用
し
ま
し
た
。

ｃ
．
従
来
の
カ
ナ
点
字
の
体
系
の
表
記
法
と
の
相
違
は
、

以
下
の
通
り
で
す
。

①
漢
点
字
を
採
用
し
て
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
を
表
記
す

る
。

②
分
か
ち
書
き
は
し
な
い
。

③
原
則
と
し
て
行
頭
と
行
末
を
揃
え
る
。
カ
ナ
点
字
の
体
系

と
異
な
り
、
行
末
は
、
単
語
の
切
れ
目
で
の
改
行
は
し
な

い
。

④
助
詞
の
「
は
、
へ
」
は
、
カ
ナ
点
字
の
よ
う
に
、
「
わ
、

え
」
と
は
せ
ず
、
通
常
通
り
に
表
記
す
る
。

⑤
オ
列
・
ウ
列
の
長
音
は
、
棒
引
き
仮
名
遣
い
を
せ
ず
に
、

一
般
と
同
じ
く
「
う
」
で
表
す
。

⑥
拗
音
・
特
殊
音
は
、
カ
ナ
点
字
の
体
系
の
表
記
に
準
拠
す

る
。
た
だ
し
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
、
原
文
の
表
記
に

従
う
。

⑦
カ
タ
カ
ナ
は
、
カ
ナ
点
字
を
「

…

」
で
挟
ん
で
表

す
。
こ
の
符
号
を
〈
カ
タ
カ
ナ
符
号
〉
と
呼
ぶ
。
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Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

に
お
け
る
記
号

（
一
）
こ
こ
で
言
う
〈
記
号
〉
と
は
、
当
面
、Ｊ

Ｉ
Ｓ

コ

ー
ド
二
〇
〇
〇
番
台
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
こ
と
に

し
ま
す
。
当
面
と
言
い
ま
す
の
は
、
〈
記
号
〉
と
い
う
と
き
、

本
当
は
何
を
指
す
の
か
、
大
い
に
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る

か
ら
で
す
。

例
え
ば
こ
の
文
中
に
も
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
や
数
字
を
、
区

分
標
と
し
て
使
用
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合
、
〈
文
字
〉
と

い
う
よ
り
も
、
〈
記
号
〉
と
し
て
の
使
用
と
認
め
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
他
方
こ
れ
ら
は
、
〈
文
字
〉
の
使
い
方
の
一
つ
と
も

見
ら
れ
て
、
使
用
上
か
ら
の
区
別
は
、
必
ず
し
も
明
確
と
は
言

え
ま
せ
ん
。
同
様
に
、
〈
記
号
〉
と
区
分
さ
れ
る
も
の
も
、
文

章
中
に
あ
っ
て
、
多
様
な
意
味
を
表
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
〈
文
字
〉
と
〈
記
号
〉
は
、
用
途
や
意
味
で
区
別
さ

れ
る
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見

る
位
置
に
よ
っ
て
、
〈
文
字
〉
と
見
え
た
り
、
〈
記
号
〉
と
見

え
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
〈
記
号
〉
と
い
う
と
き
は
、
単
に
、Ｊ

Ｉ

Ｓ

コ
ー
ド
二
〇
〇
〇
番
台
の
、
カ
ナ
文
字
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
、
ギ
リ
シ
ア
文
字
、
ロ
シ
ア
文
字
を
除
い
た
も
の
を
指
す
、

と
い
う
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
記
号
の
働
き
は
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〈
文

字
〉
と
は
違
う
と
い
う
だ
け
で
、
便
宜
上
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

そ
こ
でＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
は
、
こ
れ
ら
を
大
き
く
二
つ
に
大

別
し
ま
し
た
。
一
つ
は
〈
文
章
記
号
〉
、
も
う
一
つ
は
〈
そ
の

他
の
記
号
〉
で
す
。

い
か
に
も
い
い
加
減
な
分
類
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
記
号
の
性

格
か
ら
は
、
こ
れ
が
妥
当
な
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
二
）
〈
文
章
記
号
〉
と
は
、
文
の
中
に
あ
っ
て
、
そ

の
文
の
構
成
要
素
と
し
て
、
欠
か
せ
な
い
も
の
を
指
し
ま
す
。

そ
の
中
に
は
「
、

。

？

！
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
句
読
点

の
他
に
、
「
・

／

：

‐

～
」
や
、
「
棒
線
、
傍
線
、

傍
点
、
各
種
繰
り
返
し
符
号
」
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。
も
う
一

つ
、
「

」
、
（

）
、
〈

〉
の
よ
う
な
括
弧
の
類
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
で
は
前
者
を
〈
句
読
符
号
〉
、
後
者
を
〈
括
弧
の

類
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

ａ
．
〈
句
読
符
号
〉
は
、
文
章
の
区
切
り
符
号
と
し
て
、

そ
の
文
章
の
交
通
整
理
の
働
き
を
し
ま
す
。Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で

も
、
最
も
重
要
な
記
号
と
し
て
、
優
先
的
に
規
定
し
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
が
、
カ
ナ
点
字
の
体
系
に
準
じ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
「
／
」
は
、
カ
ナ
点
字
の
体
系
で
は
「
や
」
と
同

じ
点
字
符
号
「

」
と
し
て
あ
り
ま
す
が
、
分
か
ち
書
き
を
し
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な
い
漢
点
字
文
で
は
、
判
読
不
可
と
判
断
し
て
、
「

」

と
、
六
の
点
を
前
置
し
ま
し
た
。
「：

」
は
、
カ
ナ
点
字
の
体

系
で
も
、
そ
の
用
途
に
よ
っ
て
二
つ
の
点
字
符
号
が
用
意
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
も
、
「

」
と
「

」

の
二
つ
を
用
意
し
ま
し
た
。

ま
た
、
「
棒
線
、
傍
線
、
傍
点
、
各
種
繰
り
返
し
符
号
」

は
、
カ
ナ
点
字
の
体
系
に
は
規
定
さ
れ
て
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
は
、
新
た
に
設
け
ま
し
た
。

ｂ
．
〈
括
弧
の
類
〉
は
、
〈
引
用
符
号
〉
と
、
〈
括
弧
〉

に
大
別
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
一
般
に
は
こ
の
大
別
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
カ
ギ
括
弧
「

」

、
山
括
弧
〈

〉

、
ダ
ブ
ル
コ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
“

”

と
そ
れ
に
付

随
す
る
も
の
を
〈
引
用
符
〉
と
捉
え
、
残
り
は
〈
括
弧
〉
と
考

え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

実
際
に
は
山
括
弧
〈

〉
が
〈
括
弧
〉
の
よ
う
に
使
用
さ
れ

た
り
、
括
弧
の
ど
れ
か
が
〈
引
用
符
〉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り

し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
分
類
は
「
便
宜
上
」
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。〈

括
弧
の
類
〉
の
点
字
符
号
は
、Ｌ

Ｏ
Ｗ
Ｅ
Ｒ
４

（
下
の
四

つ
の
点
）
一
つ
か
、
開
き
記
号
の
場
合
、
そ
れ
に
五
・
六
の
点

の
何
れ
か
、
あ
る
い
は
両
方
を
前
置
す
る
こ
と
で
表
す
こ
と
に

し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
瞬
時
に
他
の
記
号
や
文
字
と
区
別
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
で
す
。

ｃ
．
〈
括
弧
の
類
〉
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
カ
ナ
点
字
の

体
系
に
な
い
も
の
に
、
〈
ル
ビ
符
号
〉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

カ
ナ
だ
け
の
表
記
で
は
、
そ
も
必
要
の
な
い
も
の
だ
か
ら
で

す
。

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
開
発
に
当
た
っ
て
、
最
初
期
に
ぶ
つ

か
っ
た
、
点
字
符
号
の
選
択
の
困
難
で
し
た
。
当
時
の
漢
点
字

文
の
表
記
に
は
、
ル
ビ
は
、
（

）
に
括
っ
て
表
さ
れ
ま
し

た
。し

か
し
そ
れ
で
は
本
来
の
括
弧
は
ど
う
す
る
か
、
ル
ビ
と
括

弧
は
区
別
で
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
私
た
ち
は
そ
う
考
え
ま

し
た
。

そ
こ
で
思
い
切
っ
て
、
全
く
新
し
い
考
え
を
導
入
し
ま
し

た
。
本
来
漢
字
を
表
す
だ
け
に
使
用
す
る
、
始
点
・
終
点
の
う

ち
、
「

（
終
点
）
」
を
例
外
的
に
用
い
て
、
〈
ル
ビ
符
〉
の

開
き
と
し
、
閉
じ
は
ス
ペ
ー
ス
と
し
た
の
で
す
。

案
ず
る
よ
り
産
む
が
易
し
で
、
使
い
始
め
て
か
ら
十
年
に
な

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
本
会
の
読
者
の
皆
さ
ま
か
ら
は
、
ご

支
持
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

（
三
）
〈
そ
の
他
の
記
号
〉
は
、
〈
単
位
記
号
〉
、

〈
伏
せ
字
〉
、
〈
文
章
マ
ー
カ
ー
〉
に

大
別
し
ま
し
た
。



－１４ －

ａ
．
〈
単
位
記
号
〉
は
、
ほ
ぼ
従
来
の
カ
ナ
点
字
の
体
系
の

そ
れ
を
踏
襲
し
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
一
つ
「
パ
ー
セ
ン
ト
」
だ
け
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
の
「ｐ
」
と
同
じ
「

」
の
形
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
い

て
来
て
、
外
国
語
の
点
字
の
中
に
参
考
に
な
る
も
の
は
な
い
か

と
、
手
元
に
あ
る
資
料
か
ら
、
英
語
で
は
「

」
、
ド
イ
ツ
語

で
は
「

」
を
見
つ
け
ま
し
た
。

こ
れ
を
見
ま
す
と
、
ド
イ
ツ
語
の
記
号
は
、
墨
字
の
形
に
近
い

も
の
に
し
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
有
望
に
思
わ
れ
た
の
で
す
が
、

実
際
に
触
読
の
テ
ス
ト
を
し
て
み
ま
す
と
、
英
語
の
方
が
、
は
る

か
に
読
み
易
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

そ
こ
でＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
は
、
英
語
の
「
パ
ー
セ
ン
ト
」
の
記

号
「

」
を
採
用
し
、
「
パ
ー
ミ
ル
」
は
、
「

」
と
し

ま
し
た
。

ま
た
「
矢
印
」
は
、
「

」
、
「

」
を
採
用
し
て
、
棒

に
「
：
」
を
付
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
長
く
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

ｂ
．
〈
伏
せ
字
〉
は
、
カ
ナ
点
字
の
体
系
の
符
号
を
踏
襲
し

て
い
ま
す
が
、
変
換
元
のＪ

Ｉ
Ｓ

コ
ー
ド
の
選
択
に
は
、
や
や
工

夫
し
ま
し
た
。
特
に
点
字
に
は
「
バ
ツ
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま

せ
ん
。
墨
字
の
文
で
通
常
行
わ
れ
て
い
る
「×

」
は
使
え
ま
せ

ん
。
そ
こ
でＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
は
、
〈
伏
せ
字
〉
の
「
バ
ツ
」

に
、
「
■
」
を
当
て
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

ｃ
．
〈
文
章
マ
ー
カ
ー
〉
は
、
墨
字
の
文
章
中
に
あ
っ
て
、

マ
ー
カ
ー
と
し
て
働
く
記
号
で
す
。
「
○
、
□
、
△
、
▽
、

◇
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
の
記
号
は
、
視
覚
的
な
タ

ブ
レ
タ
ー
、
あ
る
い
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
機
能
し
ま

す
。

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
は
、
一
応
こ
れ
ら
の
記
号
に
当
た
る
点

字
符
号
を
用
意
し
ま
し
た
が
、
触
読
に
は
決
し
て
勧
め
ら
れ

る
記
号
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

墨
字
の
文
に
は
、
空
白
を
嫌
う
傾
向
が
強
く
あ
り
ま
す
。

む
し
ろ
空
白
に
は
、
過
剰
な
意
味
が
生
じ
る
と
受
け
止
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
墨
字
の
文
、
現
在
の
新
聞
の
文

な
ど
に
は
、
色
々
な
マ
ー
カ
ー
が
挿
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
点
字
は
、
欧
米
か
ら
の
移
入
と
い
う
歴
史
も
あ
っ

て
、
分
か
ち
書
き
が
一
般
で
し
た
。
空
白
を
う
ま
く
利
用
し

て
、
点
が
ア
ル
か
ナ
イ
か
と
い
う
、
最
小
限
の
区
別
で
、
瞬

時
に
理
解
し
得
る
符
号
を
開
発
し
て
来
ま
し
た
。

そ
の
意
味
で
、
墨
字
の
〈
文
章
マ
ー
カ
ー
〉
を
、
『
ビ
ジ

ュ
ア
ル
‐
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
』
（
視
覚
的
指
標
）
と
理
解
し

て
、
そ
れ
を
漢
点
字
文
に
反
映
す
る
た
め
に
、
『
タ
ク
チ
ュ

ア
ル
‐
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
』
（
触
覚
的
指
標
）
と
も
言
い
得
る

記
号
を
編
み
出
し
て
、
置
き
換
え
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ま

す
。そ

の
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
が
、
何
で
も
な
い

「
空
白
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
文
脈
に
沿
っ
て
、
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括
弧
、
中
点
、
波
線
等
を
、
適
宜
当
て
る
こ
と
で
、
そ
の
表
記

を
達
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

ｄ
．
付
記
と
し
て
、
ｂ
．
で
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
「×

（
バ
ツ
）
」
の
よ
う
に
、
墨
字
で
は
文
字
と
同
様
に
使
用
さ
れ

る
記
号
が
あ
り
ま
す
が
、
点
字
に
は
そ
の
概
念
す
ら
な
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
カ
ナ
で
表
記
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。こ

こ
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
「
〆
切
り
」
と
い
う
場
合
の
、

「
〆
」
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
こ
の
記
号
も
カ
ナ
に
換
え
て
、

「
し
め
切
り
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

結
び

（
一
）Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
は
、

一
般
の
、
墨
字
の
文
書
を
、
触
読
し
得
る
、
漢
点
字
仮
名
交
じ

り
文
に
変
換
し
て
、
編
集
・
印
刷
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
目
標
は
、
高
等
教
育
上
必
要
と
す
る
資
料
、
あ
る
い
は
大

学
の
教
養
課
程
で
使
用
さ
れ
る
資
料
を
表
す
と
こ
ろ
に
置
き
ま

し
た
。
約
三
年
前
に
、
漢
文
訓
読
の
訓
点
の
表
記
を
完
成
し

て
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

従
来
の
点
字
は
、
カ
ナ
点
字
の
体
系
で
し
た
の
で
、
本
来
の

日
本
語
を
表
す
文
書
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
行
き
ま

し
た
。
点
字
は
点
字
の
世
界
を
形
成
し
て
、
文
字
も
記
号
も
、

墨
字
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
点
字
と
墨
字
の
距
離
は
、
益
々
大
き
く
な
っ
て
、
計
り
知

れ
な
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

川
上
先
生
が
、
漢
点
字
を
お
作
り
に
な
っ
て
、
私
た
ち
に
与

え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
学
ん
で
、
使
っ
て
、

伝
え
て
行
こ
う
と
し
ま
し
た
。Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

は
そ
の
よ
う
に

し
て
誕
生
し
た
の
で
す
。

漢
点
字
は
、
墨
字
の
文
を
、
私
た
ち
に
大
変
近
付
け
て
く
れ

ま
し
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
漢
点
字
は
、
一
方
、
一
般
の
墨
字
の

文
書
と
は
異
な
っ
た
、
触
読
し
易
い
レ
イ
ア
ウ
ト
を
求
め
て
来

ま
し
た
。Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
緊

張
の
中
に
成
立
し
た
の
で
す
。

（
二
）Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

は
、
元
来
テ
キ
ス
ト
・
フ
ァ
イ

ル
を
漢
点
字
フ
ァ
イ
ル
に
変
換
し
て
、
編
集
す
る
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
し
た
。
長
ず
る
に
つ
れ
て
、
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
へ

の
送
出
や
、
音
声
へ
の
送
出
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
現
在

で
は
、
〈
漢
点
字
エ
デ
ィ
タ
〉
と
呼
ん
で
も
過
言
で
な
い
ほ
ど

に
機
能
が
充
実
し
て
来
ま
し
た
。

私
は
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
ま
ず
、
読
書
器
と
し
て
利
用
し

て
い
ま
し
た
。
本
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
員
が
入
力
・
校
正
し

て
下
さ
っ
た
テ
キ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
を
、
編
集
す
る
作
業
を
通

し
て
、
次
第
に
新
し
い
読
書
法
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
読

書
法
に
、
気
付
か
さ
れ
た
の
で
し
た
。
近
い
将
来
、
そ
の
方
法

を
分
析
し
、
ご
紹
介
す
る
積
も
り
で
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
一



言
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

視
覚
障
害
者
は
、
視
覚
を
失
っ
た
者
で
す
。
視
覚
を
失
っ
た

以
上
、
他
の
感
官
を
総
動
員
し
て
、
何
事
に
も
対
処
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
聴
覚
と
触
覚
は
、
対
を
な
し
て
、

欠
け
た
視
覚
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

読
書
に
お
い
て
も
同
様
に
言
え
る
と
考
え
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
触
読
と
同
時
に
、
耳
で
聴
く
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
、
そ

れ
を
可
能
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
が
使
用
し
て
い
る
ス
ク
リ

ー
ン
・
リ
ー
ダ
ー
は
、Ｘ

Ｐ
リ
ー
ダ
ー
で
す
。Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

も
そ
れ
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

Ｘ
Ｐ

リ
ー
ダ
ー
に
は
、
漢
字

の
読
み
上
げ
に
、
幾
つ
か
の
モ
ー
ド
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
は
手
製
の
、
漢
字
の
意
味
を
説
明
し
、
漢
点
字
の
符
号
を
読

み
上
げ
て
く
れ
る
デ
ー
タ
を
入
れ
て
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
デ

ー
タ
は
、
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
触
読
と
と
も
に
、
私
の
読
書

に
、
大
変
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
く
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
と
か
く
、
点
字
は
指
で
読
む
も
の
、
音
訳
は
耳

で
聴
く
も
の
、
そ
れ
ら
は
別
の
行
為
だ
と
し
て
、
同
時
に
す
る

こ
と
は
、
我
が
儘
な
、
贅
沢
な
、
何
か
後
ろ
め
た
さ
を
伴
っ
た

感
覚
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
全
く
杞
憂
で
、
む
し
ろ
、
聴
覚
と
触
覚
を
同

時
に
働
か
せ
る
こ
と
が
、
読
み
の
理
解
を
、
倍
増
さ
せ
る
こ
と

を
確
信
し
た
の
で
し
た
。

（
三
）Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

は
テ
キ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
か
ら
漢

点
字
デ
ー
タ
へ
変
換
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
そ
の
た
め
に
、

よ
く
行
わ
れ
て
い
る
点
字
直
接
入
力
は
、
検
討
の
外
に
あ
り
ま

し
た
。

私
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
の
付
き
合
い
は
、
ご
存
じ
の
方
の

多
い
チ
ノ
ワ
ー
ド
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、Ｍ

Ｓ

‐

Ｄ
Ｏ
Ｓ

、Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ｓ

と
変
わ
っ
て
来
ま
し
た
。

そ
れ
は
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
点
字
直
接
入
力
か
ら
ロ
ー

マ
字
変
換
へ
の
、
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

あ
く
ま
で
私
感
で
す
が
、
点
字
直
接
入
力
を
し
て
い
る
と
き

は
、
漢
点
字
と
言
え
ど
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
墨
字
を
書
い

て
い
る
と
い
う
感
覚
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
点
字
を

打
ち
込
ん
で
、
そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
自
動
的
に
墨
字
に

換
え
て
く
れ
る
、
そ
ん
な
風
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
ロ
ー
マ
字
入
力
を
行
う
よ
う
に
な
る
と
、
自
ら

の
手
で
、
墨
字
を
書
い
て
い
る
と
い
う
手
応
え
が
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
来
ま
し
た
。
決
し
て
点
字
直
接
入
力
を
否
定
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
将
来
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ま
で

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
コ
ン
セ
プ
ト
に
そ
れ
が
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ

た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
す
。

漢
点
字
電
子
デ
ー
タ
・Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
と
と
も
に
、
お
一

人
で
も
多
く
の
方
に
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

を
ご
愛
用
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て

止
み
ま
せ
ん
。

－１６ －



－１７ －

ご
報
告
と
ご
案
内

一

漢
点
字
講
習
会
に
つ
い
て

こ
の
六
月
一
五
日
に
第
一
回
を
開
催

し
た
漢
点
字
の
講
習
会
、
早
く
も
四
ヶ

月
が
過
ぎ
ま
し
た
。

先
月
九
月
一
五
日
に
、
第
二
回
目
の

ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

ご
都
合
で
欠
席
さ
れ
た
受
講
者
も
お

ら
れ
ま
し
た
が
、
皆
様
、
大
変
熱
心
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る

ご
様
子
に
、
胸
を
打
た
れ
る
思
い
で
し
た
。
学
習
は
、
通
信
制

を
採
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
受
講
者
お
一
人
お
一
人
の
ペ
ー
ス

が
大
事
に
な
り
ま
す
。

テ
キ
ス
ト
は
、
現
在
三
回
目
の
分
を
製
作
し
て
い
ま
す
。
そ

の
概
要
は
、

（
一
）
初
級
編
、
中
級
編
の
二
部
構
成
：
初
級
編
で
は
教
育

漢
字
を
、
〈
基
本
文
字
〉
か
ら
始
ま
る
漢
点
字
の
構
成

に
従
っ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
中
級
編
で
は
、
初
級
編
に

盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
〈
基
本
文
字
〉
と
、
そ
の
他
の

常
用
漢
字
を
、
漢
字
音
に
従
っ
て
ご
紹
介
す
る
予
定
で

す
。

（
二
）
全
二
〇
回
：
初
級
編
、
中
級
編
、
と
も
に
一
〇
回
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

（
三
）
各
メ
デ
ィ
ア
に
対
応
：
現
在
、
点
字
版
、
墨
字
版
を
製

作
し
て
お
り
ま
す
が
、
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
か
ら
の

ご
要
望
も
あ
っ
て
、
音
訳
版
を
製
作
し
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
（
株
）Ｋ

Ｇ
Ｓ

社
製
のＢ

Ｍ

シ
リ

ー
ズ
向
け
の
、
閲
覧
専
用Ｂ

Ｍ
Ｔ

フ
ァ
イ
ル
で
の
提
供

も
検
討
し
て
お
り
ま
す
。

（
四
）
カ
ナ
点
字
か
ら
漢
点
字
へ
：
点
字
版
の
テ
キ
ス
ト
で

は
、
当
初
は
、
カ
ナ
点
字
で
表
記
さ
れ
ま
す
が
、
出
現

し
た
文
字
を
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
本
文
に
繰
り
込
ん
で

行
き
ま
す
。
墨
字
版
で
は
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
表
記

の
中
に
、
出
現
し
た
文
字
を
、
墨
点
に
よ
る
点
字
符
号

で
表
し
て
行
き
ま
す
。

（
五
）
内
容
が
高
度
：
ご
覧
に
な
っ
た
方

の
感
想
で
は
、
「
む
ず
か
し
い
」

と
い
う
お
声
が
多
く
聴
か
れ
ま
し

た
が
、
点
字
の
資
料
を
数
多
く
作

る
こ
と
は
困
難
で
す
の
で
、
講
習

を
終
了
し
た
後
に
も
、
簡
易
な
漢

字
の
辞
典
と
し
て
の
機
能
を
持
た



－ １８ －

せ
た
い
と
考
え
て
編
集
し
ま

し
た
。
そ
の
中
に
は
、
漢
字

の
音
と
訓
、
そ
の
字
形
、
文

字
の
意
味
、
漢
点
字
の
符
号

と
そ
の
意
味
、
熟
語
に
よ
る

使
用
例
を
収
録
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
地
方
の
方
か
ら

の
受
講
希
望
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

何
時
始
め
て
も
よ
い
も
の

で
す
の
で
、
ど
し
ど
し
お
申

し
出
下
さ
い
。

二

日
本
テ
レ
ソ
フ
ト
製
の

点
字
プ
リ
ン
タ
ー
が
、

漢
点
字
標
準
装
備
へ

株
式
会
社
・
日
本
テ
レ
ソ
フ
ト
（
東
京
都
千

代
田
区
）
は
、
福
祉
機
器
の
開
発
・
販
売
の
事

業
を
展
開
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

か
つ
て
東
洋
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
（
株
）
が
製
作

し
た
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
二
機
種
を
引
き
継
い

で
、
ま
た
独
自
の
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
も
、
年
初

に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
三
機
種
の
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
に
、
漢

点
字
出
力
を
、
標
準
装
備
し
た
い
と
い
う
お
申

し
出
が
、
同
社
か
ら
寄
せ
ら
れ
、
本
会
開
発
の

漢
点
字
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ムＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

に
対
応
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

漢
点
字
の
デ
ー
タ
が
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
に
、
標
準
的
に
搭
載

さ
れ
る
こ
と
は
未
曾
有
の
こ
と
で
す
。

実
現
す
れ
ば
、
漢
点
字
を
め
ぐ
る
環
境
は
、
一
変
す
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。



－ １９ －

以
下
、
同
社
の
プ
リ
ン
タ
ー
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

価格：９６０，０００円

ａ．ＴＰ３２：片面高速印字

片面ずつの印字によって、

両面印字も可。

価格：１，８００，０００円

ｂ．ＴＰＷ３２：

両面同時高速印字

（
以
上
二
機
種
は
、
東
洋
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
か
ら
引
き

継
い
だ
も
の
で
、
極
め
て
静
か
な
、
安
定
し
た
印

字
に
定
評
が
あ
り
ま
す
。
）

三

名
古
屋
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
アの

交
流

本
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
代
表
を
務
め
て
い
る
木
下
が
、
去

る
十
月
九
日
、
名
古
屋
を
訪
れ
ま
し
た
。

そ
の
折
り
の
ご
様
子
を
、
在
住
の
平
瀬
さ
ん
が
レ
ポ
ー
ト
し

て
下
さ
い
ま
し
た
。

価格：１，３００，０００円

ｃ．ＤＯＧ‐ＭＵＬＴＩ：

片面高速印字

片面ずつの印字によって、

両面印字も可。

点字の行間に墨字の印字が

できるのが特徴、資料の共

有を目指しました。



－ ２０ －

  
  木

下
か
ら
も
、
コ
メ
ン
ト
が
届
い
て
い
ま
す
。

（前略）名古屋からは、はづき会、大樹会、ブレイルなかが
わの3サークルから10人余りが参加、横浜漢点字羽化の会の木
下さん、鳥取の高木さんにも加わっていただき、大変熱心に情
報交換することができました。
私は少し遅れて10時半過ぎに福祉会館に着いたのですが、既

に鳥取の高木さんがしっかり木下さんをＧＥＴ！いろいろ質問
をぶつけてらっしゃいました。
11時ころから、自己紹介の後、ＥＩＢＲＫＷの使い方につい

て木下さんに質問し、答えていただいたり、ノートパソコン持
参でいらっしゃった方々のパソコンの設定確認などをしていた
だきました。
午後は、点訳室に移動し、漢点字プリントのデモを行いまし

た。
漢点字の点訳者は真面目な方が多いけれど、漢点字の普及の

ためにはもっと柔らかくて読みやすい読み物や児童書の点訳が
必要ではないかという声がありました。また、（日本漢点字協
会の）記号検討委員会に対するご意見も頂戴致しました。
これからは、ボランティア同士のネットワーク、漢点字協会

との結びつきを大切にして行くべきではないかという意見で一
致しました。（後略）

  
  大

変
有
意
義
な
会
だ
っ
た
よ
う
で
す
。Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
活

躍
の
幅
が
広
が
っ
た
こ
と
も
、
吉
報
で
す
。
こ
の
よ
う
な
交
流

が
、
貴
重
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
す
。

多
く
の
困
難
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
さ
ら
に
機
会
を
作
っ
て

行
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

ご
連
絡
は
、

Ｅ

‐Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ
：
e
i
b
_
o
k
a
d
a
@
y
b
b
.
n
e
.
j
p

ま
で
。

名古屋のボランティアグループの方には本当
に多数のご参加をいただき、ありがとうござい
ました。
（略）
高木さんは、持ち前の積極性を十分に発揮し

て、場の雰囲気を盛り上げてくださいました。
それにしても、ＥＳＡ７２１がちゃんと動い

たのはよかったですね。とにかく、名古屋の点
訳ボランティアの活動はすばらしく、そのため
の環境が非常に整備されていることに感心しま
した。何しろ点字プリンターの多いこと…。
（略）
お聞きしたところでは、漢点字も相当量の点

字プリントをこなされているようです。
今回の交流会は、たまたま生じた別の目的

（私の小学校の同窓会への出席）での機会をう
まく利用して実現したものですが、平瀬さんの
いうように、それだけを目的にして集まるとい
うのもいいでしょうね。



－ ２１ －

漢
文
の
ペ
ー
ジ

楓
橋
夜
泊

中
唐

張
繼

ふ

う

き

ょ

う

や

は

く

ち
ょ
う
け
い

チ

イ
テ

ツ

ニ

月

落

烏

啼

霜

満
レ

天

ス

ニ

江

楓

漁

火

對
二

愁

眠
一

姑

蘇

城

外

寒

山

寺

ノ

ル

ニ

夜

半

鐘

聲

到
二

客

船
一

月
落
ち
烏
啼
い
て
霜
天
に
満
つ

か
ら
す

な

し
も

江
楓
漁
火
愁
眠
に
対
す

こ
う
ふ
う
ぎ
ょ
か
し
ゅ
う
み
ん

姑
蘇
城
外
寒
山
寺

こ

そ

か

ん

ざ

ん

じ

夜
半
の
鐘
声
客
船
に
到
る

し
ょ
う
せ
い
か
く
せ
ん

・
秋
の
夜
の
旅
愁
を
う
た
っ
て
、
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
た
詩
。

【
楓

橋
】
江
蘇
省
蘇
州
の
郊
外
に
あ
る
橋
。

【
姑
蘇
城
】
蘇
州
の
町
の
こ
と
。

【
寒
山
寺
】
蘇
州
郊
外
に
あ
る
寺
の
名
。
楓
橋
寺
と
も
い
う
。

月
は
沈
み
、
か
ら
す
が
鳴
い
て
、
霜
の
気
が
大
気
中
に
満
ち
わ

た
っ
て
い
る
。
川
岸
の
か
え
で
、
漁
船
の
か
が
り

火
が
、
旅
の
憂

い
に
寝
つ
か
れ
ず
に
い
る
（
わ
た
し
の
）
目
に
う
つ
る
。
姑
蘇
の
町

は
ず
れ
に
あ
る
寒
山
寺
か
ら
、
夜
半
を
つ
げ
る
鐘
の
音
が
、
こ

の
旅
の
船
に
ま
で
響
い
て
く
る
。

山

行

晩
唐

杜
牧

さ

ん

こ

う

と

ぼ

く

ク

レ
バ

ニ

メ
ナ
リ

遠

上
二

寒

山
一

石

徑

斜

ズ
ル

リ

白

雲

生

處

有
二

人

家
一

メ
テ

ヲ

ロ
ニ

ス

ノ

停
レ

車

坐

愛

楓

林

晩

ハ

ナ
リ

ノ

ヨ
リ
モ

霜

葉

紅
二

於

二

月

花
一

遠
く
寒
山
に
上
れ
ば
石
径
斜
め
な
り

の
ぼ

せ
っ
け
い
な
な

白
雲
生
ず
る
処
人
家
有
り

と
こ
ろ

じ

ん

か

車
を
停
め
て
坐
ろ
に
愛
す
楓
林
の
晩

と
ど

そ
ぞ

ふ
う
り
ん

く
れ

霜
葉
は
二
月
の
花
よ
り
も

紅

な
り

そ
う
よ
う

く
れ
な
い

【
寒
山
】
ひ
っ
そ
り
と
も
の
さ
び
し
い
山
。
秋
の
山
を
い
う

【
二
月
】
陰
暦
の
二
月
で
、
春
の
さ
か
り
の
季
節
。

遠
く
人
里
離
れ
た
も
の
さ
び
し
い
山
を
の
ぼ
っ
て
行
く
と
、
石

の
こ
み
ち
が
斜
め
に
続
い
て
お
り
、
（
山
上
は
る
か
）
白
雲
の
た

ち
こ
め
る
あ
た
り
に
も
、
人
の
住
み
か
が
あ
る
。
車
を
と
め
て
、

何
と
は
な
し
に
心
が
ひ
か
れ
て
夕
ぐ
れ
の
か
え
で
の
林
を
愛
で

な
が
ら
眺
め
わ
た
す
。
霜
に
色
づ
い
た
葉
は
、
（
夕
日
に
照
ら
さ

れ
て
）
春
の
さ
か
り
の
花
よ
り
も
い
っ
そ
う
赤
い
。

※

遠
藤
哲
夫
『
語
法
詳
解

漢
詩
』(

旺
文
社)

に
よ
り
ま
し
た



－２２ －

楓橋夜泊
月落 チ 烏 啼 イテ 霜 満 ツ

天 ニ

江 楓 漁 火 對 ス 愁 眠 ニ

姑 蘇 城 外 寒 山 寺

夜 半 ノ 鐘 聲 到 ル 客

船 ニ

山 行
遠 ク 上 レ バ 寒 山 ニ

石徑 斜 メナリ

白 雲 生 ズル 處 有 リ 人

家

停 メテ 車 ヲ 坐 ロニ 愛 ス

楓 林 ノ 晩

霜 葉 ハ 紅 ナリ 於 二 月 ノ

花 ヨリモ



－ ２３ －

紅 葉 は か ぎ り 知 られ ず 散 り 来 れ ば
こ う え ふ

わ が おもひ 梢 の ご とく 繊 しも
うれ ほそ

前 川 佐 美 雄

今年の紅葉は冷夏の影響で余り良くないと伝えられています。
秋の楽しみがひとつ減ったようで残念です。
全山すべてが燃えるような紅葉、けれどそれは若葉が萌えたつ頃とは違い、

どこかしんとした華やぎです。一枚また一枚、いいえ数限りなく木の葉は落ちて
ゆきます。「散り来れば」とあるので作者はその紅葉の散るただなかにいるので
しょうか。「わがおもひ」が具体的には判らなくても風景の中で思い（心）は澄み

わたりほそく繊くなってゆくのです。ほそいという字に繊細の繊の字をあてる事
ほそ

によって深い秋空に残る梢の美しさが現われています。
歌とはことばひとつ漢字の選び方ひとつでこんなに違うものなのです。

ゆうされ ば 大 根 の 葉 に ふる 時 雨
し ぐ れ

いたく 寂 しく 降 りにけるかも

斎 藤 茂 吉

ゆったりとした一首の中にある寂しさは日本人の心の原風景のようにも思え
ます。

時雨とは晩秋から初冬にかけて降る雨のこと。冬に向って育てた大根畑一
し ぐ れ

面に広がっているのです。
夕暮れどき時雨に濡れてゆく大根畑です。地面や屋根に降る音とは違った

大根の葉に降る音を作者の耳はきき分けました。
聞き分けたことによって一層作者の寂寥感は深まります。

編集後記 《表紙絵 岡 稲子》
．．．．

‘どき！’‘そうそう’日頃よりパソコンで書類等を作成している者にとって思
い当たる場面が･･･。

漢字の変換したものの‘これであってるかな･･･?’周りの人に聞くとまちまち
な答えが、辞書を引いて一同「そうなんだ！」正しい答えを出した人も不安を
覚えるらしい。

何の話かって、失礼しました、山内さんの原稿を編集中、思わず苦笑い。
漢字って奥が深く、難しいですね･･･！？。

次回の発行は12月15日です。 宇田川 幸子

※本誌（活字版・テープ版・ディスク版）の無断転載はかたくお断りします。



－ Ⅰ －

漢点字 講習用 テキスト

初 級 編 第１回（全１０回）

横浜漢点字羽化の会 ２００３年６月１５日

第 １ 回 （続き）

２ 基本文字 （２）

第一基本文字 （２）

〈第一基本文字（一マス漢点字）〉の続きを勉強しましょう。

（１３） 金 キン コン かね

黄金の意、まばゆく光っている形です。カネと訓読する場合は、おか

ねを意味します。また、最も大切なものの意にも用いられます。部首と

しては、金属の名前や、金属に関係する文字を表します。

「 色」「黄 」「 星」「 科玉条」「 は天下の回りもの」

（１４） 木 モク ボク き こ

植物の木を象った文字です。部首として、木の名前、木を素材とした

ものを表します。

「樹 」「 材」「 星」「肋 」「並 道」「 場」「添え 」「 挽き」

（１５） 草 ソウ くさ

草の根と茎と葉を表した文字です。墨字では草冠の下に早の形ですが、

漢点字では「 」の形で〈草冠〉に用いられます。意味は、草、花、

草を素材とした作物などを表します。

「 原」「 根 皮」「 書体」「民 」

（１６） 犬 ケン いぬ

犬の姿を象った文字です。部首では、〈獣偏〉として、主に肉

食動物を表します。漢点字でも同様に、〈獣偏〉に用います。

「忠 」「盲導 」「 も歩けば棒に当たる」
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（１７） 子 シ ス こ ね

身体の割に頭の大きな赤ちゃんを象った字です。音はシととも

にスと読むことも多くあります。十二支のネズミの意味もあり

ます。部首として沢山の文字に含まれます。

「 孫」「利 」「椅 」「扇 」「 供」「親 」「 」

（１８） 都 ト ツ みやこ

国の中心の都市です。この文字に含まれる部首は〈おおざと〉

ですが、漢点字では、「 」（こざと）、「 」（おおざと）

と、二つの働きをします。

「京 」「東京 」「 合」「 の西北」

（１９） 市 シ いち

ものを売り買いするために人の寄り集まる所です。各地にある

バザールや金融商品を取引するマーケットも含まれます。現在で

は行政区画の〈市〉の意味が強くなっています。

「 場」「 」「横浜 」「 場」「蚤の 」

（２０） 発 ハツ ホツ はな‐つ た‐つ

ものごとを始めるという意味です。漢点字では「 」、〈は

つがしら〉に用います。

「出 」「 」「 送」「 育」「 車」

（２１） 食 ショク た‐べる く‐う

食物を口に入れてたべることです。部首では、〈食偏〉として

用いられます。

「 事」「外 」「 動物」「 べ物」「 い」

（２２） 馬 バ メ マ うま

動物のウマです。たてがみを靡かせて走る姿を象った文字です。

部首では、〈馬偏〉として、交通や騎馬・軍事に関わる文字を作

ります。

「荷 車」「競 」「駿 」「絵 」「 」「 方」「縞 」

（２３） 田 デン た

綺麗に区画されたたんぼです。古く中国では、はたけの意味に
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も使われました。部首として多くの文字に含まれます。〈田づくり〉で

は、農業に関わる意味を表しますが、必ずしも〈田〉の意味を表すとは

限りません。

「水 」「 地」「 畑」「稲 」

（２４） 竹 チク たけ

植物のタケです。タケの枝が茂っている形を表しています。部首では、

〈竹冠〉として、タケの名前や、とりわけタケを素材とした作物、多く

は農具の名前に含まれます。

「 の友」「 林」「 の 」「 」

近似文字 （３）

（１） 未 ミ いま‐だ ひつじ

「木 」の〈近似文字〉です。漢文訓読で、「いまだ…ず」と読まれる

文字です。また、十二支のヒツジの意味もあります。墨字では「木」の横

棒の上に、短い横棒を加えた形です。

「 熟」「 成年」「 完成」

（２） 末 マツ すえ

「木 」の〈近似文字〉です。ものの終わりの方の意味があります。

墨字では「木」の横棒の下に短い横棒を加えた形です。

「月 」「 期 」「 摘花」

（３） 本 ホン もと

「木 」の〈近似文字〉です。「木」の根本に小さな横棒を交

差させた形です。木の根の意味で、ものごとの根本、本質を表し

ています。また、書物の意味でも用いられます。

「 質」「根 」「日 」「日の 」「 屋」

（４） 由 ユ ユウ ユイ よし

「田 」の〈近似文字〉です。くびの細いツボの形を表してい

ます。

「自 」「理 」「 縁」「 緒」「…との 」
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（５） 曲 キョク ま‐がる ま‐げる

「田 」の〈近似文字〉です。「由」の縦棒が二本になった形

です。まがる・まげるの意味から、音楽の曲想の意味になります。

「湾 」「 線」「楽 」「 阿世」

「 げ物」「へそ がり」

読みの練習 （３）

(1) 曜日に会いましょう。

(2) 法隆寺の 堂が有名です。

(3) 物は電気を通す。

(4) そこは材 置き場です。

(5) 石のような人だ。

(6) 大きな栗の の下で。

(7) 立の続く土地。

(8) 畑の雑 を抜く。

(9) 文章の下書きを 稿といいます。

(10) 歯が抜けた。

(11) かきで泳ぐのは難しい。

(12) 母 ともに健康です。

(13) の立て替えをよろしく。

(14) 女の には をつけた名前が多い。

(15) 甲 と書いてきのえねと読む。
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(16) 大 に住む。

(17) 会の騒音がたまらない。

(18) 昔、 が京だった頃…。

(19) 建築を 街地に指定した。

(20) 植 が大好きです。

(21) 明・ 見の歴史を探る。

(22) 声と 音の練習を毎日する。

(23) いよいよ旅に つ。

(24) 彼女は が細い。

(25) 何でも べて 気に生きる。

(26) 大 いは考え物です。

(27) 力を出す。

(28) に乗ってみたい。

(29) とは牛や馬の飼料です。

(30) の耳に念仏の 味は？

(31) アラビアには油 があります。

(32) んぼで 植えをするのは初めてです。

(33) 大きな 輪を べる。

(34) の林で遊ぶ。

(35) 知の世界に行きたい。

(36) 新 、 だ完成せず。
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(37) 年の人はどんな人ですか。

(38) 枝葉 節なことは気にしない。

(39) 粗 な物ですが…。

(40) 私は っ です。

(41) 資 はいくらですか。

(42) これでは 転倒です。

(43) かびを にする物を探そう。

(44) あの は、 の虫だ。

(45) 来をお話ししましょう。

(46) 事 と理 は同じような 味です。

(47) 緒正しい品物です。

(48) をお知らせします。

(49) この先を右に がってください。

(50) 話をねじ げては困る。

書き取り問題 （３）

(1) こんごうせきとは、ダイヤモンドのことです。

(2) こがねなら、すこしためてありますが…。

(3) こがねむしはかねもちだ。

(4) ちちは、きんせんにうるさいひとです。

(5) もくようびまでにだしなさい。
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(6) こちらのぶきは、ぼくとうだ。

(7) くさきもねむる、うしみつどき。

(8) あきは、このはのまいのきせつです。

(9) みずくさがながれている。

(10) なまえもしらぬ、やそう。

(11) あきたけんは、にほんのいぬです。

(12) あれじゃあ、いぬじにですよ。

(13) こうしとかろうしのしというのは、せんせいと
いういみなんです。

(14) あっ、ぼうしがとんでった。

(15) ぼうさんのもつ、ほっすははたきのようだ。

(16) つまもこもあるわたしです。

(17) ねのこくとはなんじのこと？

(18) にほんのしゅとは、とうきょうです。

(19) みやこどりとは、ゆりかもめのことです。

(20) しみんのけんりをいしきしよう。

(21) ぼろいちは、いまでもやっていますよ。

(22) うちゅうで、はつがのじっけんをする。

(23) かれは、すでにたびだった。

(24) にっしょく・げっしょくをみたいなあ。

(25) パンダは、なにをたべるの？
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(26) ぱんくいきょうそうにさんかした。

(27) けんめいに、じょうばをならう。

(28) まごにもいしょうですよ。

(29) けいばじょうでばけんをひろった。

(30) でんえんちょうふにあるいえ。

(31) たんぼにひくみずで、みずあらそいがあった。

(32) もうそうちくは、ふといたけです。

(33) おむすびを、たけのかわでつつむ。

(34) せんえんみまんならきりすてです。

(35) そんなはなしは、いまだきいたことなし。

(36) えとの、はちばんめは、ひつじです。

(37) まつだいまでのはじだといわれた。

(38) これでは、よもすえですね。

(39) ほんとうにばかなことをした。

(40) ひともとの、ゆずのきがある。

(41) こうなってしまったゆえんは…。

(42) じゆうにものがいえる。

(43) そうなさったよし…おききしました。

(44) ここまでくるには、うよきょくせつがありま
した。

(45) まつが、まがってのびた。

(46) てつのぼうをまげる。


