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顧
み
て

（
一
）

岡
田

健
嗣

一前
回
は
、
町
田
市
の
点
訳
グ
ル
ー
プ
・
町
田
赤
十
字
点
訳
奉

仕
会
様
か
ら
お
招
き
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
昨
年
一
〇
月
十
五

日
に
、
漢
点
字
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
折
り
の
、

レ
ジ
ュ
メ
を
中
心
に
し
て
、
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
、
あ
る
い
は

日
頃
思
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
機
に
鮮
明
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

川
上
泰
一
先
生
が
漢
点
字
を
創
案
し
て
世
に
問
わ
れ
て
か
ら

五
十
年
余
り
経
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
先
生
が
ご
逝
去
さ
れ
て
か

ら
、
昨
年
で
三
〇
年
を
迎
え
ま
し
た
。

先
生
は
戦
後
、
大
阪
府
立
盲
学
校
で
教
鞭
を
執
ら
れ
て
、
盲

学
校
で
は
わ
が
国
の
表
記
法
で
あ
る
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
本
体

で
あ
る
漢
字
を
教
え
て
い
な
い
こ
と
を
お
知
り
に
な
っ
て
大
い

に
驚
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
原
因
の
根
本
が
、
漢
字
を
表
す
触
読

文
字
の
存
在
し
な
い
こ
と
に
さ
ら
に
驚
か
れ
た
の
で
し
た
。
そ

し
て
明
治
二
三
年
に
「
日
本
語
点
字
」
が
施
行
さ
れ
て
以
来
、

誰
も
触
読
し
得
る
漢
字
の
体
系
を
試
み
て
い
な
い
こ
と
に
、
も

う
一
度
驚
か
れ
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
先
生
は
漢
点
字
の
開
発
に
乗
り
出
さ
れ
た

の
で
す
が
、
残
さ
れ
た
先
生
の
お
話
に
よ
れ
ば
、
艱
難
辛
苦
を

地
で
行
っ
た
よ
う
な
日
々
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

一
九
六
九
年
に
当
時
の
当
用
漢
字
を
完
成
さ
せ
て
、
発
表
さ

れ
ま
し
た
。
当
用
漢
字
は
二
〇
〇
〇
に
足
り
な
い
数
の
文
字
数

で
し
た
の
で
、
点
字
の
マ
ス
数
で
、
二
マ
ス
に
収
ま
る
も
の
で

し
た
。
こ
れ
を
基
本
に
し
て
、
現
在
言
う
と
こ
ろ
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ

ー
ド
第
一
水
準
・
第
二
水
準
の
文
字
を
作
ら
れ
ま
し
た
。

漢
点
字
の
構
造
は
漢
字
の
構
造
を
な
ぞ
る
も
の
で
、
川
上
先

生
は
、
ま
ず
部
首
を
構
成
す
る
文
字
か
ら
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
最
も
基
本
的
な
文
字
を
「
第
一
基
本
文
字
」
と
呼
ば
れ
て
、

一
マ
ス
で
表
す
よ
う
に
な
さ
い
ま
し
た
。
点
字
は
六
つ
の
点
で

で
き
て
い
ま
す
の
で
、
一
マ
ス
の
中
の
点
の
組
み
合
わ
せ
は
六

四
通
り
で
す
。
そ
の
う
ち
〇
と
一
点
だ
け
の
符
号
を
除
い
て
、

二
つ
以
上
の
点
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
た
符
号
が
五
七
個
で
き

ま
し
た
。
こ
の
五
七
個
の
点
字
の
符
号
を
、
一
つ
一
つ
の
部
首

に
当
て
て
、
そ
の
部
首
を
表
す
符
号
と
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
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最
初
に
決
め
た
「
第
一
基
本
文
字
」
は
、
五
七
個
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
「
第
一
基
本
文
字
」
を
部
首
と
し
て
、
漢
字
の

特
徴
で
あ
る
二
つ
・
三
つ
…
の
部
首
を
組
み
合
わ
せ
て
新
た
な

文
字
と
な
る
と
い
う
方
法
に
従
っ
て
、
二
マ
ス
の
漢
点
字
を
作

ら
れ
ま
し
た
。

点
字
の
点
の
数
は
六
つ
で
す
。
一
マ
ス
で
す
と
五
七
個
の
漢

点
字
が
で
き
ま
し
た
。
二
マ
ス
に
増
や
し
ま
す
と
、
点
の
組
み

合
わ
せ
は
単
純
計
算
で
四
〇
九
六
通
り
と
な
り
ま
す
。
こ
の
こ

と
か
ら
計
算
上
は
、
二
〇
〇
〇
字
足
ら
ず
の
当
用
漢
字
を
作
る

の
に
は
、
二
マ
ス
の
点
字
の
符
号
で
十
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

そ
の
後
は
、
基
本
文
字
の
種
類
を
増
や
し
、
部
首
を
表
す
符

号
を
増
や
す
こ
と
で
、
六
書
で
最
も
数
の
多
い
形
声
文
字
に
対

処
な
さ
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
当
用
漢
字
を
表
す
漢
点
字
の
符

号
が
で
き
上
が
っ
て
、
私
達
視
覚
障
害
者
の
元
へ
届
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

二こ
の
よ
う
に
し
て
川
上
先
生
が
世
に
送
り
出
さ
れ
た
漢
点
字

で
す
が
、
私
が
そ
れ
に
気
づ
い
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
早
い
時
期

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
九
七
八
年
に
、
あ
る
点
字
の
雑

誌
を
、
ど
こ
か
の
点
字
図
書
館
で
見
て
い
て
、
川
上
先
生
が
漢

点
字
の
通
信
教
育
の
受
講
者
を
募
集
し
て
い
る
記
事
を
見
つ
け

ま
し
た
。
こ
れ
が
私
と
漢
点
字
と
の
出
会
い
で
、
普
段
は
見
る

こ
と
の
な
い
雑
誌
で
し
た
の
で
、
極
め
て
偶
然
の
邂
逅
と
言
っ

て
よ
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
そ
の
こ
ろ
、
盲
学
校
を
卒
業
し
て
社
会
の
空
気
に
触
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
社
会
の
厳
し
さ
を
肌
身
に
感
じ
て
お

り
ま
し
た
。
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
を
克
服
で
き
る
の
か
、
そ
れ
を

何
と
か
し
な
け
れ
ば
生
き
抜
く
こ
と
は
覚
束
な
い
、
誠
に
大
袈

裟
な
物
言
い
に
な
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
風
に
思
い
詰
め
る
日
々

で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
社
会
の
厳
し
さ
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る

の
が
、
私
の
言
葉
の
貧
困
だ
と
、
か
な
り
早
く
か
ら
気
付
い
て

お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
の
貧
困
が
ど
こ
に
由
来
し

て
い
る
の
か
が
、
ず
っ
と
分
か
ら
ず
に
お
り
ま
し
た
。

ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
私
の
言
葉
の
貧
困
を
思
い
知
ら
さ
れ
て

い
た
か
と
申
せ
ば
、
ど
こ
と
言
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常

そ
の
も
の
で
、
日
常
的
に
人
と
接
す
る
度
に
、
そ
れ
を
思
い
知

ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
人
は
人
と
接
点
を
持
た
な
け
れ
ば
生
活
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は
営
め
ま
せ
ん
。
そ
の
生
活
の
中
で
、
常
に
ダ
メ
を
出
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

盲
学
校
の
中
で
は
、
周
囲
は
私
と
同
様
の
人
ば
か
り
で
し

た
。
盲
学
校
で
は
、
生
徒
ば
か
り
で
な
く
先
生
方
も
、
同
様
の

情
況
の
中
に
生
活
し
て
お
ら
れ
て
、
晴
眼
者
の
先
生
方
か
ら
時

折
私
達
の
言
葉
の
貧
困
を
、
「
お
ま
え
ら
、
漢
字
を
知
ら
な
い

と
、
世
の
中
に
出
た
時
困
る
ぞ
！
」
な
ど
と
嫌
み
な
揶
揄
す
る

よ
う
な
言
い
方
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
そ
れ
は

生
徒
に
対
し
て
ば
か
り
で
、
視
覚
障
害
者
の
先
生
方
は
、
私
達

と
同
様
の
情
況
下
に
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
言
葉
の
貧
困

は
、
厳
し
さ
を
伴
っ
て
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。
さ
す
が
に
晴
眼
者
の
先
生
方
も
、
同
僚
で
あ
る
視
覚
障
害

者
の
先
生
方
の
前
で
は
、
言
葉
の
貧
困
に
つ
い
て
発
言
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
よ
う
で
し
た
。
従
っ
て
盲
学
校
に
い
る
限
り
は
、

私
達
も
、
言
葉
の
貧
困
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
頭

を
低
く
し
て
お
れ
ば
、
凌
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

し
か
し
一
歩
社
会
に
出
る
と
、
そ
れ
ま
で
と
は
全
く
違
っ
た

光
景
が
、
眼
前
に
広
が
っ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
も
同
じ
社

会
を
見
て
い
た
は
ず
な
の
で
す
が
、
全
く
違
っ
た
風
景
の
中
、

私
は
、
全
く
違
っ
た
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
で
し
た
。
こ
れ
ま
た

大
袈
裟
な
物
言
い
を
お
許
し
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
毎
日
毎

日
、
一
刻
一
刻
が
、
試
験
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
都
度
、
落
第
点
を
付
け
ら

れ
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
れ
は
ど
う
や
ら
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

社
会
は
言
葉
が
支
配
す
る
世
界
で
し
た
。
そ
の
言
葉
の
支
配

す
る
世
界
で
は
、
そ
こ
で
通
用
し
て
い
る
言
葉
を
使
い
こ
な
せ

な
け
れ
ば
、
普
通
人
と
は
見
做
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
通
用
し
て
い
る
言
葉
を
わ
が
も
の
に
す
る
こ
と
、
そ
れ

が
私
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
全
て
は
そ
こ
か
ら
始

ま
る
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
で
す
の
で
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
を

成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
、
生
き
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
う
思

っ
た
も
の
で
し
た
。

し
か
し
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
克
服
す
る
手
掛
か
り
が
掴
め
な

い
、
ど
う
す
れ
ば
社
会
の
皆
さ
ん
と
通
用
す
る
言
葉
を
習
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
悶
々
と
す
る
日
々
が
続
い
て
い
ま
し

た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
漢
点
字
の
通
信
講
座
の
受
講

者
の
募
集
記
事
を
発
見
し
た
の
で
し
た
。

早
速
私
は
、
川
上
先
生
に
お
手
紙
を
差
し
上
げ
て
、
通
信
講
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座
の
受
講
を
始
め
ま
し
た
。

夢
中
で
当
用
漢
字
の
習
得
に
励
み
ま
し
た
。

三漢
点
字
を
勉
強
し
な
が
ら
、
言
葉
の
貧
困
に
つ
い
て
考
え
続

け
ま
し
た
。

漢
点
字
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
漢
字
を
点
字
に
写

し
た
文
字
を
、
一
文
字
一
文
字
覚
え
て
行
く
作
業
で
し
た
。
一

般
の
子
供
達
が
、
小
学
校
に
入
っ
て
か
ら
カ
ナ
文
字
を
学
ん
だ

後
に
漢
字
を
学
ぶ
よ
う
に
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
同
様
の
プ
ロ
セ

ス
を
踏
ん
で
、
漢
点
字
を
学
ん
だ
の
で
し
た
。
小
学
生
と
異
な

る
の
は
、
漢
点
字
は
、
そ
の
構
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
第
一
基
本

文
字
・
漢
数
字
・
比
較
文
字
・
発
音
文
字
…
…
と
い
う
よ
う

に
、
小
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
沿
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い

な
い
こ
と
で
し
た
。
漢
点
字
の
構
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
添
っ
て
見

ま
す
と
、
こ
れ
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
、
私
達
大
人
が
学
ぶ

の
に
は
、
何
の
障
害
に
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
む
し

ろ
こ
の
構
成
に
沿
っ
て
学
ぶ
の
が
、
漢
点
字
の
理
解
に
易
い
と

言
え
ま
し
た
。
子
供
達
に
教
え
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
多
少
進

め
方
に
工
夫
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
取
り
敢
え
ず
私
が

学
ぶ
に
は
、
全
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
当
初
予
想
し
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
漢
字
と
い

う
文
字
は
、
丸
暗
記
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
む
し
ろ
外
国
語
の
勉
強
に
似
た
も
の
を
感
じ
な
が

ら
取
り
組
ん
だ
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

普
段
何
気
な
く
口
に
し
て
い
る
言
葉
を
、
文
字
に
表
そ
う
と

し
ま
す
と
、
お
や
！
と
思
わ
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
「
そ
れ
は
、
全
然
カ
ン
ケ
イ
な
い
よ
」
な
ど
と

言
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
の
「
カ
ン
ケ

イ
」
と
い
う
漢
語
に
漢
字
を
当
て
て
み
ま
す
と
、
「
関
係
」
と

な
り
ま
す
。
だ
か
ら
何
だ
と
言
え
ば
そ
の
通
り
な
の
で
す
が
、

し
か
し
何
で
「
関
係
」
な
ど
と
い
う
難
し
げ
な
漢
語
が
、
日
常

的
な
慣
用
句
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
「
関
係
」
の
「
関
」
の
音
読
は
「
カ
ン
」
、
訓
読
は
「
せ

き
・
か
か
わ
る
」
、
通
行
を
堰
き
止
め
る
「
関
所
」
を
表
す
文

字
で
す
。
本
州
の
西
の
端
の
関
は
「
下
関
」
、
京
都
か
ら
近
江

に
抜
け
る
道
筋
に
は
「
逢
坂
関
」
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
音
読

で
は
、
一
家
の
出
入
り
口
で
あ
る
「
玄
関
」
、
肘
や
膝
の
よ
う

に
曲
げ
た
り
伸
ば
し
た
り
す
る
「
関
節
」
、
人
の
心
を
引
く

「
関
心
」
、
そ
し
て
人
と
人
と
の
関
わ
り
を
表
す
の
が
こ
の
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「
関
係
」
で
す
。

「
係
」
は
、
音
読
は
「
ケ
イ
」
、
訓
読
は
「
か
か
り
・
か
か

る
」
で
す
。
「
…
が
か
り
」
な
ど
と
仕
事
の
役
割
を
呼
ぶ
時
に

使
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
「
関
係
」
と
い
う
熟
語
の
二
つ
の

文
字
を
二
つ
と
も
に
訓
読
し
て
み
ま
す
と
、
「
か
か
る
・
か
か

る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
と
人
と
が
継
続
的
に
関
わ

り
合
い
を
持
ち
続
け
な
が
ら
生
活
す
る
こ
と
を
表
す
熟
語
と
い

う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
恐
ら
く
人
と
人
と
の
繋
が
り
と
い
う
と

こ
ろ
で
、
常
に
身
近
な
熟
語
と
な
っ
て
、
日
常
的
な
慣
用
句
と

し
て
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

一
つ
の
漢
字
に
は
音
読
と
訓
読
と
い
う
二
つ
の
系
統
の
読
み

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
二
つ
の
系
統
の
読
み
も
、
他
の
文
字
の
読

み
と
組
み
合
わ
せ
て
熟
語
が
作
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
熟

語
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
字
の
意
味
が
さ
ら
に
深
ま
り
ま
す
。
こ

の
熟
語
が
還
元
さ
れ
て
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
、
慣
用
句
と
な

る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

一
文
字
一
文
字
の
漢
字
を
習
得
し
た
だ
け
で
は
、
句
や
熟
語
、

そ
し
て
文
章
の
理
解
に
は
、
一
歩
進
ん
だ
程
度
だ
と
い
う
こ
と

を
、
後
に
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
漢
点
字
の
勉
強
を
始
め
た
こ
ろ
、
ま
ず
は
漢
点
字
の
符

号
を
、
そ
し
て
そ
の
音
読
と
訓
読
を
と
、
取
り
敢
え
ず
そ
れ
だ

け
を
懸
命
に
覚
え
ま
し
た
。
熟
語
や
使
い
方
や
そ
れ
ら
が
指
し

示
す
意
味
な
ど
は
、
後
回
し
に
し
て
よ
ろ
し
い
、
と
考
え
て
、

ま
ず
は
漢
点
字
を
覚
え
る
こ
と
を
最
優
先
し
ま
し
た
。
と
い
う

の
も
、
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
余
り
に
も
多
く
、

優
先
順
位
を
決
め
な
け
れ
ば
、
と
て
も
成
し
遂
げ
ら
れ
そ
う
に

な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
な
が
ら
当
用
漢
字
を
習

得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
言
葉
の
貧
困

を
克
服
す
る
こ
と
に
は
、
ど
う
や
ら
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

私
達
視
覚
障
害
者
の
周
囲
に
は
、
書
籍
と
い
う
も
の
が
極
め

て
乏
し
い
、
そ
の
主
な
も
の
は
カ
ナ
点
字
の
点
訳
書
で
、
も
う

一
つ
、
音
訳
書
も
製
作
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
全
体
の
数

量
が
極
め
て
乏
し
い
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
、
視
覚
障
害

者
に
も
分
か
る
、
漢
字
に
関
す
る
書
籍
は
皆
無
と
い
う
常
態
で

し
た
。

そ
こ
で
新
た
な
苦
悩
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

漢
字
は
習
得
で
き
た
が
…
、
こ
の
後
ど
う
こ
の
知
識
を
生
か
せ

る
か
、
あ
る
い
は
ど
う
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
と

こ
ろ
で
、
足
踏
み
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
し
た
。つ

づ
く
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参考資料

字式について （六）

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。

「下」 カ｀ ゲ した しも もと さげる さがる くだる

くだす くださる おろす おりる

一・卜

「化」 カ〝クワ〟 ケ ばける ばかす （ゲ かわる

しぬ したがう）

人偏 ＋ ヒ

「火」 カ〝クワ〟 ひ ほ

“丶＋丶”＼人

「加」 カ くわえる くわわる

力 ＋ 口

「可」 カ （よし ゆるす べし）

口 ＜ 一・｜

「仮」 カ ケ かり （かる かす）

人偏 ＋ 反

「假」 人偏＋尸｀しかばね*B＞二＋コ／又*B

「何」 カ なに なん （になう いずく）

人偏 ＋ 可

「花」 カ〝クワ〟 はな （ケ）

草冠 ／ 化

「佳」 カ （カイ よい めでたい）

人偏 ＋ 圭 （圭 土／土）

「価」 カ あたい

人偏 ＋ ＾西 （＾西 一・∥＼・口）

「價」 人偏＋賈｀こ*B （賈 ＾西／貝）

「果」 カ〝クワ〟 はたす はてる はて （カン〝クワン
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〟 このみ）

田・木

「河」 カ かわ

さんずい ＋ 可

「科」 カ〝クワ〟 （しな おきて）

ノ木偏 ＋ 斗

「架」 カ かける かかる （たな）

加 ／ 木

「夏」 カ ゲ なつ

一・自 ／ 夊｀すいにょう

「家」*B カ ケ いえ や

ウ冠 ／ 豕｀いのこ

「荷」 カ に （になう はす）

草冠 ／ 何

「華」 カ〝クワ〟 ケ はな （はなやか）

草冠 ／ 一・“サ一／一”＼｜

「掛」 かける かかる かかり （カ〝クワ〟 カイ〝クワイ

〟）

手偏 ＋ 卦 （卦 圭＋卜 圭 土／土）

「菓」 カ〝クワ〟 （このみ かし）

草冠 ／ 果

「貨」 カ〝クワ〟 （ぜに たから）

化 ／ 貝

「渦」 カ〝クワ〟 うず

さんずい ＋ 咼

「過」 カ〝クワ〟 すぎる すごす あやまつ あやまち

しんにょう @+ 咼

「嫁」 カ よめ とつぐ

女偏 ＋ 家
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「暇」 カ ひま （いとま）

日偏 ＋ 尸 ＞*B二 ＋ コ ／ 又

「禍」 カ〝クワ〟 （わざわい）

ネ偏 ＋ 咼

「禍※」 示偏＋咼

「靴」 カ〝クワ〟 くつ （かわぐつ）

革 ＋ 化

「寡」 カ〝クワ〟 （やもめ すくない）

ウ冠 ／ ＾頁 ／ 刀

「歌」 カ うた うたう

哥 ＋ 欠 （哥 可／可）

「箇」 カ （コ）

竹冠 ／ 固

「稼」 カ かせぐ （うえる）

ノ木偏 ＋ 家

「課」 カ〝クワ〟 （こころみる わりあてる）

言偏 ＋ 果

「画」 ガ〝グワ〟 カク〝クワク〟 （え えがく かぎる

はかる）

凵 ＞ 一・由

「畫」 聿※ ／田／一 （聿※ “＾ヨ／二”＼・｜）

「芽」 ガ め （きざす）

草冠 ／ 牙

「賀」 ガ （いわう よろこぶ）

加 ／ 貝

「雅」 ガ （ア みやびやか ただしい）

牙 ＋ 隹

「餓」 ガ （うえる）

食偏 ＋ 我
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離

一
二
五

山
内

薫

障
害
を
め
ぐ
る
条
約
や
法
規
の
現
状
（
三
）

「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
（
二
）

前
回
の
終
わ
り
に
「
合
理
的
配
慮
」
の
配
慮
と
い
う
言
葉
が

適
切
な
用
語
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
「
合
理
的
な
配
慮
（
便

宜
）
の
提
供
の
問
題
は
障
害
者
の
主
体
的
な
権
利
の
問
題
と
し

て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
そ
の
後
、
十
月
の

末
か
ら
十
一
月
は
じ
め
ま
で
、
五
回
に
わ
た
っ
て
朝
日
新
聞
に

連
載
さ
れ
た
「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
＠
ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

発
達

障
が
い
か
ら
の
進
学
」
と
い
う
記
事
の
中
で
、
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
州
認
定
の
学
校
心
理
士
、
バ
ー
ン
ズ
亀
山
静
子
さ
ん
の
言

葉
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
で
合
理
的
配
慮
が
進
ま
な
い
理
由
の
一
つ
は
、
『
配

慮
』
と
い
う
言
葉
で
す
。
『
配
慮
だ
か
ら
し
な
く
て
も
い
い
』

と
い
う
意
識
が
ま
だ
強
い
。
子
ど
も
の
人
権
保
障
と
し
て
『
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
意
識
を
、
社
会
全
体
に
広
げ
な

け
れ
ば
変
わ
り
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
米
国
で
は
、
イ
ン
ク
ル
ー

シ
ブ
教
育
を
大
前
提
に
、
法
令
に
基
づ
い
た
支
援
が
な
さ
れ
ま

す
。
『
学
校
に
何
が
で
き
る
か
』
で
は
な
く
、
『
そ
の
子
に
何

が
必
要
か
』
と
い
う
子
ど
も
主
体
の
視
点
で
す
べ
て
考
え
ら
れ

ま
す
。
（
中
略
）
二
〇
〇
二
年
に
『
落
ち
こ
ぼ
れ
防
止
法
』
が

施
行
さ
れ
た
米
国
で
は
、
成
績
が
伸
び
な
け
れ
ば
学
校
側
に
説

明
責
任
が
伴
い
ま
す
。
配
慮
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
効
果
が
あ
っ

た
の
か
も
説
明
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
」
（
「
一
人
だ
け

違
う
学
び

子
ど
も
主
体
の
視
点
で

識
者
に
聞
く
」
朝
日
新

聞
朝
刊

二
〇
二
四
年
十
一
月
五
日
）

「
日
本
は
『
「
配
慮
」
と
い
う
言
葉
ゆ
え
に
、
本
当
は
や
ら
な

く
て
も
良
い
こ
と
を
や
っ
て
あ
げ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
ま
だ

強
い
』
と
指
摘
す
る
。
『
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
合
理
的
人

権
保
障
と
読
み
替
え
た
、
態
勢
整
備
を
急
い
で
欲
し
い
。
』
」

（
「
『
一
人
一
台
』
に
な
っ
て
も

断
ら
れ
た
端
末
活
用
」
同

二
〇
二
四
年
十
月
二
十
九
日
）

ま
さ
に
障
害
者
権
利
条
約
の
言
う
合
理
的
配
慮
と
は
「
や
ら

な
く
て
い
け
な
い
合
理
的
人
権
保
障
」
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
数
日
後
の
同
じ
朝
日
新
聞
の
「
声
」
の
欄
に
以
下

の
よ
う
な
投
書
が
載
っ
て
い
た
。

「
『
不
登
校
』
希
望
あ
る
別
の
呼
び
方
を

パ
ー
ト

松
田
路
花
（
北
海
道

四
四
）

中
三
の
娘
は
い
わ
ゆ
る
不
登
校
だ
。
コ
ロ
ナ
休
校
後
の
小
学

五
年
生
か
ら
ほ
と
ん
ど
学
校
に
行
っ
て
い
な
い
。
先
日
、
中
学

の
先
生
が
前
期
の
成
績
表
を
自
宅
に
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
欠

席
日
数
九
七
日
、
備
考
欄
に
『
体
調
不
良
』
と
あ
っ
た
。

先
生
か
ら
、
進
学
関
連
の
書
類
に
も
、
『
体
調
不
良
』
の
記
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載
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
、
と
聞
か
れ
た
。
娘
は
体
調
不
良
で
は

な
い
。
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
に
通
っ
た
り
読
書
を
し
た
り
、
家

の
手
伝
い
を
し
た
り
と
、
い
た
っ
て
前
向
き
に
、
元
気
に
過
ご

し
て
い
る
。
た
だ
、
学
校
に
行
っ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。

他
に
は
な
ん
と
記
載
で
き
ま
す
か
、
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

『
不
登
校
』
の
記
載
を
選
ん
だ
ご
家
庭
も
あ
る
と
の
こ
と
。
で

は
う
ち
も
『
不
登
校
』
で
お
願
い
し
ま
す
、
と
答
え
た
。
し
か

し
そ
の
時
も
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
違
和
感
を
拭
え
な
い
で
い

る
。
学
び
の
方
法
は
多
様
で
あ
る
こ
と
を
娘
か
ら
教
え
て
も
ら

っ
た
私
た
ち
家
族
に
と
っ
て
、
『
不
登
校
』
の
響
に
は
強
い
マ

イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
娘
の
選
択
が
肯
定
さ
れ
て
い
な

い
気
持
ち
に
な
る
。

学
校
に
行
か
な
い
子
ど
も
が
増
え
て
い
る
中
、
そ
の
選
択
を

し
た
子
ど
も
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
可
能
性
を
広
げ
て
い
け
る

希
望
の
あ
る
呼
び
方
が
な
い
も
の
か
。
皆
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
を

聞
い
て
み
た
い
。
」
（
朝
日
新
聞
朝
刊

二
〇
二
四
年
十
一
月

一
〇
日
）

不
登
校
の
問
題
も
子
ど
も
の
視
点
で
、
子
ど
も
の
た
め
に
や

ら
な
く
て
は
い
け
な
い
合
理
的
人
権
保
障
の
視
点
で
考
え
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

障
害
者
権
利
条
約
の
「
第
十
七
条

個
人
を
そ
の
ま
ま
の
状

態
で
保
護
す
る
こ
と
」
の
条
文
は
「
全
て
の
障
害
者
は
、
他
の

者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
心
身
が
そ
の
ま
ま
の
状
態

で
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
条
項
は
障
害
者
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
す
べ
て
の

人
が
個
人
と
し
て
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

障
害
者
権
利
条
約
の
「
第
三
条

一
般
原
則
」
で
も
同
じ
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
条
は
「
こ
の
条
約
の
原
則
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

ａ)

固
有
の
尊
厳
、
個
人
の
自
律
（
自
ら
選
択
す
る
自
由
を

含
む
。
）
及
び
個
人
の
自
立
の
尊
重

(

ｂ)

無
差
別

(

ｃ)

社
会
へ
の
完
全
か
つ
効
果
的
な
参
加
及
び
包
容

(

ｄ)

差
異
の
尊
重
並
び
に
人
間
の
多
様
性
の
一
部
及
び
人
類

の
一
員
と
し
て
の
障
害
者
の
受
入
れ

(

ｅ)

機
会
の
均
等

(

ｆ)

施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
の
容
易
さ

(

ｇ)

男
女
の
平
等

(

ｈ)

障
害
の
あ
る
児
童
の
発
達
し
つ
つ
あ
る
能
力
の
尊
重
及

び
障
害
の
あ
る
児
童
が
そ
の
同
一
性
を
保
持
す
る
権
利
の
尊

重
」
の
八
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
は
国

連
が
進
め
て
き
た
様
々
な
権
利
に
関
す
る
条
約
を
引
き
継
ぐ
も

の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
国
連
の
人
権
に
関
す
る
国
際
条
約
等
を
列
挙
す

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
九
四
八
年

世
界
人
権
宣
言

一
九
六
五
年

人
種
差
別
撤
廃
条
約
（
発
効
は
一
九
六
九
年
、
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日
本
の
批
准
は
一
九
九
五
年
）

一
九
六
六
年

国
際
人
権
規
約
（
一
九
七
六
年
、
一
九
七
九

年
）

一
九
七
九
年

女
性
差
別
撤
廃
条
約
（
同
一
九
八
一
年
、
一
九

八
五
年
）

一
九
八
四
年

拷
問
等
禁
止
条
約
（
同
一
九
八
七
年
、
一
九
九

九
年
）

一
九
八
九
年

子
ど
も
の
権
利
条
約
（
同
一
九
九
〇
年
、
一
九

九
四
年
）

二
〇
〇
六
年

障
害
者
権
利
条
約
（
同
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一

四
年
）

そ
し
て
目
下
検
討
さ
れ
て
い
る
国
際
条
約
は
高
齢
者
人
権
条

約
で
あ
る
。

さ
て
、
障
害
者
権
利
条
約
の
第
三
条
一
般
原
則
の
「(

ｆ)

施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
の
容
易
さ
」
は
そ
の
ま
ま
第
九

条
と
し
て
独
立
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
英
語
の
正
文
で
は
「
Ａ

ｃ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
」
の
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
第
九
条
は
「
１

締
約
国
は
、
障
害
者
が
自
立
し
て
生

活
し
、
及
び
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
完
全
に
参
加
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
障
害
者
が
、
他
の
者
と

の
平
等
を
基
礎
と
し
て
、
都
市
及
び
農
村
の
双
方
に
お
い
て
、

物
理
的
環
境
、
輸
送
機
関
、
情
報
通
信
（
情
報
通
信
機
器
及
び

情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
を
含
む
。
）
並
び
に
公
衆
に
開
放
さ
れ
、

又
は
提
供
さ
れ
る
他
の
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
機
会

を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ

の
措
置
は
、
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
の
容
易
さ
に
対
す

る
妨
げ
及
び
障
壁
を
特
定
し
、
及
び
撤
廃
す
る
こ
と
を
含
む
も

の
と
し
、
特
に
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
ａ
）
建
物
、
道
路
、
輸
送
機
関
そ
の
他
の
屋
内
及
び
屋
外
の

施
設
（
学
校
、
住
居
、
医
療
施
設
及
び
職
場
を
含
む
。
）

（
ｂ
）
情
報
、
通
信
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
（
電
子
サ
ー
ビ
ス
及

び
緊
急
事
態
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）

２

締
約
国
は
、
ま
た
、
次
の
こ
と
の
た
め
の
適
当
な
措
置
を

と
る
。

（
ａ
）
公
衆
に
開
放
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
る
施
設
及
び
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
の
容
易
さ
に
関
す
る
最
低
基
準
及
び
指
針
を
作
成

し
、
及
び
公
表
し
、
並
び
に
当
該
最
低
基
準
及
び
指
針
の
実
施

を
監
視
す
る
こ
と
。

（
ｂ
）
公
衆
に
開
放
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
る
施
設
及
び
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
民
間
の
団
体
が
、
当
該
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス

の
障
害
者
に
と
っ
て
の
利
用
の
容
易
さ
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
側

面
を
考
慮
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
ｃ
）
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
の
容
易
さ
に
関
し
て
障

害
者
が
直
面
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
研
修
を
関
係
者
に
提
供
す

る
こ
と
。

（
ｄ
）
公
衆
に
開
放
さ
れ
る
建
物
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
、

点
字
の
表
示
及
び
読
み
や
す
く
、
か
つ
、
理
解
し
や
す
い
形
式

の
表
示
を
提
供
す
る
こ
と
。
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（
ｅ
）
公
衆
に
開
放
さ
れ
る
建
物
そ
の
他
の
施
設
の
利
用
の
容

易
さ
を
促
進
す
る
た
め
、
人
又
は
動
物
に
よ
る
支
援
及
び
仲
介

す
る
者
（
案
内
者
、
朗
読
者
及
び
専
門
の
手
話
通
訳
を
含

む
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
ｆ
）
障
害
者
が
情
報
を
利
用
す
る
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
確

保
す
る
た
め
、
障
害
者
に
対
す
る
他
の
適
当
な
形
態
の
援
助
及

び
支
援
を
促
進
す
る
こ
と
。

（
ｇ
）
障
害
者
が
新
た
な
情
報
通
信
機
器
及
び
情
報
通
信
シ
ス

テ
ム
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
む
。
）
を
利
用
す
る
機
会
を
有

す
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
。

（
ｈ
）
情
報
通
信
機
器
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
を
最
小
限
の

費
用
で
利
用
し
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
、
早
い
段
階
で
、
利

用
し
や
す
い
情
報
通
信
機
器
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
設

計
、
開
発
、
生
産
及
び
流
通
を
促
進
す
る
こ
と
。
」

こ
の
う
ち
、
実
現
が
期
待
さ
れ
る
非
常
に
具
体
的
な
項
目

は
、
２
の
（
ｄ
）
と
（
ｅ
）
で
あ
る
。

（
ｄ
）
は
、
「
公
衆
に
開
放
さ
れ
る
建
物
そ
の
他
の
施
設
に
お

い
て
、
点
字
の
表
示
及
び
読
み
や
す
く
、
か
つ
、
理
解
し
や
す

い
形
式
の
表
示
を
提
供
す
る
こ
と
。
」
と
な
っ
て
い
る
。

点
字
の
表
示
が
民
間
施
設
を
含
め
て
施
設
や
建
物
で
ど
れ
ほ

ど
実
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
最
近
は
交
通
機
関
の
車
両
や
ホ

ー
ム
ド
ア
な
ど
に
は
必
ず
点
字
が
表
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

点
字
の
表
示
に
つ
い
て
は
増
え
て
き
て
い
る
印
象
を
持
つ
。
し

か
し
一
方
で
、
「
読
み
や
す
く
、
理
解
し
や
す
い
形
式
の
表

示
」
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
図
書
館
で
排
架
さ

れ
て
い
る
本
の
内
容
を
示
す
案
内
語
が
、
ど
れ
ほ
ど
読
み
や
す

く
、
か
つ
、
理
解
し
や
す
い
形
式
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は

心
許
な
い
状
況
だ
ろ
う
。
漢
字
に
ル
ビ
を
つ
け
る
の
は
当
然
と

し
て
、
本
の
分
類
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
総
記
」
と
か
「
社
会

科
学
」
等
と
い
う
言
葉
を
誰
に
で
も
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
表

示
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

ま
た
（
ｅ
）
「
公
衆
に
開
放
さ
れ
る
建
物
そ
の
他
の
施
設
の

利
用
の
容
易
さ
を
促
進
す
る
た
め
、
人
又
は
動
物
に
よ
る
支
援

及
び
仲
介
す
る
者
（
案
内
者
、
朗
読
者
及
び
専
門
の
手
話
通
訳

を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。
」
に
至
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど

実
行
さ
れ
て
い
な
い
。

ち
な
み
に
こ
の
条
項
の
「
人
ま
た
は
動
物
」
は
英
語
の
正
文

で
は
「l

i
v
e

a
s
s
i
s
t
a
n
c
e

」
、
「
案
内
者
、
朗
読
者
及
び
専

門
の
手
話
通
訳
」
は
「i

n
c
l
u
d
i
n
g
g
u
i
d
e
s
,
r
e
a
d
e
r
s
a
n
d

p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
s
i
g
n
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s

」
と
な
っ

て
い
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
際
条
約
は
日
本
の
法
律
よ
り
も
上

位
に
位
置
し
、
そ
の
内
容
の
実
現
は
急
務
で
あ
る
は
ず
で
あ

り
、
昨
年
障
害
者
差
別
解
消
法
の
改
正
に
よ
っ
て
「
合
理
的
配

慮
の
提
供
」
が
公
的
施
設
、
民
間
施
設
と
も
に
義
務
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
建
物
や
施
設
で
の
上
記
（
ｄ
）
と

（
ｅ
）
の
早
期
の
実
現
が
望
ま
れ
る
。
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ご
報
告
と
ご
案
内

一

新
年
を
迎
え
ま
し
た
。

明
け
ま
し
て
お
目
出
度
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
会
会
員
の
皆
様
、
並
び
に
ご
利
用
者
の
皆
様
、
そ
し
て
本

会
の
活
動
を
ご
支
援
下
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
皆
様
、
ま
た
本
誌

の
読
者
の
皆
様
の
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
は
二
〇
二
五
年
で
す
。
二
十
一
世
紀
に
入
っ
た
の
は
つ

い
こ
の
前
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
既
に
四
分
の
一
世
紀
を

過
ご
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
今
年
は
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
点
字
を
発
表
し
て
二
〇

〇
年
目
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。
視
覚
障
害
者
に
も
文
字
の
世
界

が
開
け
た
年
か
ら
二
〇
〇
年
で
す
。

視
覚
障
害
者
の
読
書
の
環
境
、
ま
た
視
覚
障
害
者
自
身
の
読

書
へ
の
意
欲
が
、
今
後
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
と
思
わ

れ
ま
す
。

本
年
も
ご
支
援
の
ほ
ど
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

二

発
足
か
ら
三
十
年
目
に

本
会
「
漢
点
字
羽
化
の
会
」
は
、
「
横
浜
漢
点
字
羽
化
の

会
」
と
し
て
、
一
九
九
六
年
の
一
月
末
日
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
従
っ
て
こ
の
二
月
か
ら
、
活
動
は
三
十
年
目
に
入
り
ま

す
。ま

た
、
二
〇
〇
五
年
に
は
東
京
で
も
会
員
を
募
り
、
「
東
京

漢
点
字
羽
化
の
会
」
と
し
て
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
「
漢
点
字
羽
化
の
会
」
と
し
て
の
活
動
は
、
現
在
二
つ
の
拠

点
で
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

本
会
の
発
足
に
当
た
っ
て
、
活
動
の
方
針
と
し
て
、
三
つ
の

柱
を
立
て
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

①
漢
点
字
を
読
み
書
き
す
る
に
際
し
て
、
基
本
的
に
必
要
な

資
料
の
製
作
。

②
漢
点
字
の
普
及
活
動
。

③
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
漢
点
字
の
資
料
の
製
作
。

と
い
う
も
の
で
し
た
。

現
在
振
り
返
っ
て
み
て
、
こ
の
三
つ
の
柱
は
間
違
っ
て
は
い
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な
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
三
つ

が
、
悉
く
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
は
、
残
念
な
が
ら
申
せ
ま
せ

ん
。①

の
基
本
的
な
資
料
の
製
作
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
に
全
く
な

か
っ
た
も
の
で
す
の
で
、
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
会
員
の
皆
様
の
お
力
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
て
、
か

な
り
の
達
成
度
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
何
と

申
し
て
も
、
会
員
の
皆
様
へ
の
感
謝
を
惜
し
む
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

②
の
普
及
活
動
は
、
思
う
よ
う
な
成
果
を
上
げ
た
と
は
言
え

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
現
在
も
、
勉
強
を
続
け
て
下

さ
っ
て
い
る
皆
様
も
お
ら
れ
ま
す
。
何
と
か
頑
張
り
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

③
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
、
こ
れ
は
現
在
は
全
く
ニ
ー
ズ
が
途

絶
え
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
失
敗
と
申
す
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
当
初
は
、
視
覚
障
害
者
の
読
書
欲
を
期
待
し
て
こ
う
い

う
柱
を
立
て
て
み
た
の
で
す
が
、
最
初
の
数
年
は
ニ
ー
ズ
を
お

寄
せ
下
さ
る
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
継
続
し
て

お
寄
せ
下
さ
る
こ
と
が
な
く
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

恐
ら
く
今
後
、
こ
の
よ
う
な
本
会
の
活
動
に
、
何
ら
か
の
評

価
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
自
己
評
価

と
し
て
も
、
資
料
の
製
作
以
外
は
、
か
な
り
困
難
を
感
じ
て
や

っ
て
来
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

し
か
し
資
料
の
製
作
は
、
電
子
デ
ー
タ
と
し
て
も
残
り
ま
す

の
で
、
後
の
皆
様
の
ご
利
用
に
、
十
分
お
応
え
で
き
る
も
の
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

三

『
諸
注
評
釈
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』

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

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

成
』
（
佐
藤
勝
明
編
、
明
治
書
院
）
の
、
第
四
分
冊
か
ら
第
一

一
分
冊
ま
で
の
八
分
冊
を
製
作
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
は
、
製
作
の
作
業
の
最
後
の
工
程
に
入
っ
て
お
り
ま

す
。
四
月
に
は
横
浜
市
中
央
図
書
館
の
書
架
に
並
び
ま
す
。
ご

利
用
の
ほ
ど
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

皆
様
ど
の
よ
う
な
お
正
月
を
お
過
ご
し
で
し
た
で
し
ょ

う
か
。

今
号
で
、
岡
田
様
の
「
顧
み
て
」
を
読
ん
で
感
銘
を

受
け
ま
し
た
。
漢
点
字
へ
の
出
会
い
か
ら
強
い
意
志
、

努
力
、
継
続
等
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

「
言
葉
の
貧
困
」
へ
の
克
服
や
、
社
会
で
は
「
言
葉
が

支
配
す
る
世
界
」
に
通
用
す
る
の
は
言
葉
が
大
切
と
意

識
し
そ
れ
に
向
け
て
闘
志
を
燃
や
し
た
こ
と
。
人
と
人

と
の
接
点
が
共
通
す
る
言
葉
だ
と
。
大
変
な
御
苦
労
と

情
熱
を
も
っ
て
日
々
努
力
を
重
ね
ら
れ
た
様
子
が
生
き

生
き
と
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
山
内
様
の
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条

約
」
を
読
ん
で
、
こ
れ
は
国
際
的
な
条
約
で
す
。
障
害

に
も
と
づ
く
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

「
合
理
的
配
慮
」
は
と
て
も
広
く
深
い
言
葉
で
、
障
害

者
か
ら
の
要
望
や
申
し
出
に
配
慮
す
る
こ
と
な
ど
で
す
。

こ
の
条
約
が
国
民
に
知
れ
渡
っ
て
い
な
い
こ
と
が
大

き
な
問
題
で
す
。
恥
ず
か
し
い
な
が
ら
私
も
こ
れ
か
ら

勉
強
で
す
。

宮
澤
義
文

編

集

後

記
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