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集特
一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、「
常
用
漢
字
表
」
に
関
わ
る
基
本
的

な
情
報
と
、
そ
れ
に
対
す
る
改
定
に
関
わ
る
事
柄
に

つ
い
て
述
べ
る
。
な
お
筆
者
は
、
改
定
に
あ
た
っ
た

文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
及
び
漢
字
小
委
員
会
と
そ

の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
関
わ
っ
た
委
員
と
し
て

の
見
解
を
こ
こ
に
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
得

ら
れ
た
事
柄
と
考
え
た
こ
と
を
元
に
、
客
観
的
な
記

述
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

二　
「
常
用
漢
字
表
」
の
歴
史

　

日
本
語
は
、中
国
か
ら
漢
字
を
受
け
入
れ
て
以
来
、

漢
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
語
を
増
や
し
て
い
っ

た
。漢
字
は
数
万
種
類
が
辞
書
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

日
本
語
は
そ
の
中
か
ら
、
時
に
は
新
た
に
つ
く
っ
た

も
の
を
加
え
、
数
多
く
の
漢
字
を
用
い
て
書
き
表
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
各
時
代
に
お
い
て
、
日
本
語

の
使
用
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
範
囲
を
は
る
か
に
超

え
る
よ
う
な
漢
字
ま
で
用
い
た
文
章
が
現
れ
る
こ
と

が
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
中
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
昭

和
二
一
年
に
、
政
府
は
日
本
語
を
平
易
に
書
く
た
め

に
漢
字
を
制
限
し
、「
当
用
漢
字
表
」
と
い
う
表
に

整
理
し
た
決
ま
り
を
示
し
た
。
そ
こ
に
は
、

一
八
五
〇
字
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
な
い
漢

字
は
仮
名
書
き
と
す
る
か
語
自
体
を
言
い
換
え
る
よ

う
に
促
す
制
限
色
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
法
令
、

公
用
文
書
や
、
新
聞
、
雑
誌
、
放
送
（
テ
レ
ビ
）
な

ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
、
こ
れ
に
準
拠
す
る
原
則
を

作
っ
た
。

　
「
当
用
漢
字
表
」
は
、
現
実
の
文
字
使
用
に
大
き

な
影
響
を
与
え
、
情
報
の
読
解
力
や
表
現
力
、
知
識

に
平
準
化
を
も
た
ら
し
、
戦
後
民
主
主
義
を
推
進
す

る
う
え
で
一
定
の
働
き
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
同
時
に
、
当
用
漢
字
表
の
範
囲
を
超
え
た
漢
字

の
使
用
は
残
り
続
け
た
。
昭
和
五
六
年
に
は
、
当
用

漢
字
表
を
、
漢
字
に
対
す
る
制
限
を
緩
め
る
形
で
引

き
継
い
だ
「
常
用
漢
字
表
」
が
内
閣
告
示
・
訓
令
に

よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
字
種
が
九
五
字

追
加
さ
れ
一
九
四
五
字
と
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、

日
常
生
活
で
用
い
る
漢
字
の
「
目
安
」
と
し
て
の
表

と
い
う
緩
や
か
な
性
質
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
各

方
面
や
一
般
か
ら
の
要
請
に
応
じ
た
面
が
あ
り
、
こ

れ
に
よ
り
国
が
一
般
の
日
本
語
に
お
け
る
漢
字
使
用

の
範
囲
を
厳
し
く
制
限
し
た
時
代
は
終
焉
を
迎
え
た

と
い
え
る
。

　

な
お
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
学
校
の
国
語
教
育
で
は

答
申
さ
れ
た
改
定
常
用
漢
字
表
に
つ
い
て

早
稲
田
大
学
社
会
科
学
総
合
学
術
院

笹
原
　
宏
之

　

情
報
化
時
代
に
対
応
す
る
と
し
て
見
直
し
が
進
む
常
用
漢
字
。
こ
の
改
定
に
よ
っ
て
子

ど
も
た
ち
が
学
習
す
る
漢
字
は
二
〇
〇
字
ほ
ど
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

本
特
集
で
は
、
こ
の
改
定
に
教
室
で
ど
う
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
ま
す
。

常
用
漢
字
改
定
と
漢
字
指
導
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現
在
、
小
学
校
で
一
〇
〇
六
字
、
中
学
校
で
残
り
の

多
く
の
字
を
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
、
さ
ら
に
携
帯

電
話
な
ど
の
情
報
機
器
が
急
速
に
普
及
し
た
こ
と

で
、
人
々
の
間
で
漢
字
の
使
用
が
い
っ
そ
う
増
え
て

い
く
。
特
に
、
仮
名
漢
字
変
換
ソ
フ
ト
に
よ
っ
て
容

易
に
打
ち
出
さ
れ
る
漢
字
は
、そ
れ
に
拍
車
を
掛
け
、

新
聞
な
ど
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
間
で
も
相
互
に
影
響

が
生
じ
、
漢
字
使
用
を
促
進
す
る
循
環
を
も
た
ら
し

て
き
た
。

　

そ
う
し
た
高
度
な
情
報
化
社
会
の
到
来
と
い
う
新

た
な
状
況
の
中
で
、
平
成
一
七
年
三
月
に
文
部
科
学

大
臣
か
ら
「
情
報
化
時
代
に
対
応
す
る
漢
字
政
策
の

在
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
諮
問
を
受
け
、
文
化
審

議
会
国
語
分
科
会
に
お
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
平
成
二
二
年
六
月
七
日
に
、「
改
定
常
用
漢

字
表
」
が
文
化
審
議
会
か
ら
文
部
科
学
大
臣
へ
と
答

申
さ
れ
、
い
ず
れ
内
閣
告
示
・
訓
令
と
な
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
従
来
の
常
用
漢
字
表

に
対
し
て
一
九
六
字
が
追
加
さ
れ
、
使
用
機
会
の

減
っ
た
五
字
（
勺　

錘　

銑　

脹　

匁
）
が
削
除
さ

れ
て
、
合
計
二
二
三
六
字
と
な
っ
た
。

三�　
「
改
定
常
用
漢
字
表
」
の
性
格
と
改

定
の
も
つ
意
味

㈠
　
字
種

　

今
回
の
改
定
は
、
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯

電
話
な
ど
の
電
子
機
器
が
急
速
に
普
及
し
た
こ
と
に

よ
り
、
漢
字
を
め
ぐ
る
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
情

報
化
時
代
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
書
籍
で
の
使

用
頻
度
に
基
づ
き
、
新
聞
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
な
ど
で
の
使
用

頻
度
も
参
照
し
つ
つ
、
文
章
を
効
率
よ
く
読
み
取
れ

る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
条
件
に

よ
り
漢
字
が
選
ば
れ
た
。
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
の
漢
字
使
用
の

傾
向
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
国
語
課
に
お
い
て
今
回

初
め
て
調
査
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
加
え
ら
れ
た
漢
字
に
は
、「
挨
」

「
拶
」「
巾
」「
虹
」「
呂
」「
崖
」「
憧
」「
爽
」
な
ど
、

日
常
的
に
し
ば
し
ば
目
に
し
て
い
た
字
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
り
、
こ
こ
で
や
っ
と
採
用
さ
れ
た
の
か
と
感
じ

ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
の
意
見
も
寄
せ
ら
れ
た
。

　
「
麺
」「
丼
」「
鍋
」「
串
」
は
食
事
、「
痩
」
は
健

康
や
美
容
、「
綻
」
は
経
済
状
況
を
表
す
語
と
深
く

関
係
し
て
い
る
よ
う
に
、
字
種
に
世
相
の
変
化
を
見

い
だ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
新
聞
で
取
り
上
げ

ら
れ
る
記
事
や
、
雑
誌
で
の
特
集
記
事
の
傾
向
と
一

致
す
る
側
面
が
あ
る
と
も
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、「
嬉
し
い
」
な
ど
、
書
籍
で
の
使
用
頻
度

は
高
く
と
も
、字
訓
だ
け
の
使
用
で
造
語
力
が
低
い
、

形
容
詞
と
し
て
の
使
用
に
と
ど
ま
る
な
ど
と
い
っ
た

理
由
か
ら
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
字
も
あ
る
。
採
用
さ

れ
な
か
っ
た
字
に
は
、「
嘘
」「
噂
」
の
よ
う
に
し
ば

し
ば
使
わ
れ
て
い
る
字
も
あ
る
。
た
だ
し
、
表
に
な

い
字
を
使
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
振
り
仮
名
を
活
用
す
る
な
ど
、
読
み
手
に

配
慮
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
ま
た
個
々
の
事
情
に
応
じ
て
、
適
切
な
考
慮
を

加
え
る
余
地
の
あ
る
も
の
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

個
々
人
の
表
記
、
つ
ま
り
個
人
が
自
己
の
日
記
で
使

用
す
る
よ
う
な
漢
字
も
、
表
の
直
接
の
対
象
と
は

な
っ
て
い
な
い
点
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

学
校
教
科
書
に
は
、い
ず
れ
「
改
定
常
用
漢
字
表
」

が
何
ら
か
の
形
で
反
映
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ

る
。
新
聞
各
社
な
ど
は
、
追
加
さ
れ
た
漢
字
の
多
く

に
し
ば
ら
く
振
り
仮
名
を
付
す
と
い
っ
た
対
応
を
行

う
よ
う
で
あ
る
。
今
回
追
加
さ
れ
た
漢
字
は
、
世
の

中
で
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
漢
字
に
関

心
を
持
ち
な
が
ら
文
章
に
接
し
て
い
れ
ば
、
た
い
て

い
の
字
に
つ
い
て
は
、
次
第
に
確
実
に
読
め
る
よ
う

に
な
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
振
り
仮
名
が
な
く

て
も
読
め
る
よ
う
に
し
て
い
く
心
掛
け
も
必
要
で
あ

ろ
う
。「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
一
〇
年

二
月
〜
三
月
）
に
よ
っ
て
振
り
仮
名
を
求
め
る
意
識

が
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
「
語
彙0

」

な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
文
章
を

表
記
し
て
い
く
と
伝
達
上
効
果
的
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
固
有
名
詞
を
対
象
と
は
し
て
い
な
い
常
用

漢
字
表
で
は
あ
る
が
、
公
共
性
の
高
い
都
道
府
県
名

に
大
阪0

、
福
岡0

、
栃0

木
な
ど
表
外
字
を
含
む
も
の
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
漢
字
を
す
べ
て
採
用
し
た
。

ま
た
、「
障
害
」
の
元
の
表
記
で
あ
る
「
障
碍
」
の
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「
碍
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
字
義
な
ど
も
含
め
て
検

討
し
不
採
用
と
な
っ
た
が
、
政
府
の
今
後
の
方
針
に

よ
っ
て
は
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

㈡
　
音
訓

　

漢
字
の
中
国
に
な
ら
っ
た
読
み
方
で
あ
る
音
読
み

と
日
本
独
特
の
訓
読
み
も
、
常
用
漢
字
表
に
は
示
さ

れ
て
い
る
。
改
定
に
お
い
て
は
、
出
版
物
で
の
文
字

列
調
査
、
国
立
国
語
研
究
所
の
「
現
代
書
き
言
葉
均

衡
コ
ー
パ
ス
」
に
よ
る
デ
ー
タ
な
ど
を
利
用
し
な
が

ら
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
た
。

　

そ
の
結
果
、「
委
（
ゆ
だ
）
ね
る
」「
育
（
は
ぐ
く
）

む
」「
描
（
か
）
く
」「
放
（
ほ
う
）
る
」「
創
（
つ
く
）

る
」「
関
（
か
か
）
わ
る
」「
全
（
す
べ
）
て
」「
他
（
ほ

か
）」「
旬
（
シ
ュ
ン
）」
な
ど
二
八
の
音
訓
が
追
加

さ
れ
、「
畝
（
せ
）」「
浦
（
ホ
）」「
疲
（
つ
か
）
ら
す
」

と
い
う
三
つ
の
音
訓
が
削
除
さ
れ
た
。「
私
」
は
「
わ

た
く
し
」
に
加
え
、「
わ
た
し
」
と
も
読
め
る
こ
と

と
な
っ
た
。
お
お
む
ね
、
一
字
に
音
・
訓
を
合
わ
せ

て
読
み
が
二
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
癒
着
」「
治
癒
」
の
「
癒
」
は
、「
常
用
漢
字
表
」

に
「
ユ
」
と
い
う
音
読
み
で
採
用
さ
れ
、
今
回
の
改

定
で
さ
ら
に
「
い
や
す
」「
い
え
る
」
と
い
う
訓
読

み
も
追
加
さ
れ
た
。「
旬
」
は
「
ジ
ュ
ン
」
と
い
う

音
読
み
に
、
旬
の
野
菜
と
い
う
場
合
の
「
シ
ュ
ン
」

と
い
う
音
読
み
も
追
加
さ
れ
た
。「
電
車
内
が
こ
む
」

の
「
こ
む
」
も
、「
込
む
」
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
近

来
の
実
勢
に
合
わ
せ
て
「
混
む
」
と
い
う
書
き
方
、

つ
ま
り
「
混
」
に
「
こ
」
と
い
う
訓
読
み
も
採
用
さ

れ
た
。
な
お
、本
来
の
「
込
む
」
も
残
さ
れ
た
た
め
、

こ
れ
ら
は
異
字
同
訓
と
な
る
が
、
改
定
で
生
じ
た
異

字
同
訓
に
つ
い
て
は
、
用
法
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

削
除
さ
れ
た
「
匁
」「
勺
」
な
ど
と
と
も
に
、
時
代

の
変
化
や
社
会
的
な
要
請
に
よ
る
変
更
と
い
え
よ
う
。

　
「
十
個
」
は
こ
れ
ま
で
は
「
ジ
ッ
コ
」
と
い
う
音

し
か
認
め
て
い
な
か
っ
た
が
、「
十
」
の
備
考
欄
に

「
ジ
ュ
ッ
」
と
も
言
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

　

な
お
、当
て
字
や
熟
字
訓
の
類
は
、「
真
面
目
」「
弥

生
」
な
ど
が
追
加
さ
れ
た
。「
五
月
晴
れ
」
だ
け
で

な
く
、「
五
月
」、「
お
父
さ
ん
」
だ
け
で
な
く
「
父

さ
ん
」、「
心
地
」
だ
け
で
な
く
「
居
心
地
」
と
い
っ

た
類
も
認
め
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

　
「
改
定
常
用
漢
字
表
」
は
、
一
般
社
会
の
中
で
漢

字
を
使
う
際
の
「
目
安
」
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
制

限
を
与
え
よ
う
と
す
る
基
準
で
は
な
い
。
例
え
ば
自

己
の
日
記
に
「
お
腹
（
な
か
）」「
私
の
家
（
う
ち
）」

と
い
う
表
に
な
い
読
み
方
を
用
い
る
こ
と
は
な
ん
ら

問
題
が
な
い
。
ま
た
、
芸
術
作
品
も
対
象
外
で
あ
る

た
め
、
小
説
や
歌
詞
な
ど
で
「
悲
し
い
思
い
」
で
は

な
く
「
哀
し
い
想
い
」
と
書
か
れ
て
い
て
も
否
定
さ

れ
た
り
は
し
な
い
。

㈢
　
字
体

　

今
回
の
改
定
で
は
、時
代
の
趨
勢
に
即
し
て
、「
鬱
」

な
ど
字
画
の
複
雑
な
字
も
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
俗

字
の
「
欝
」
な
ど
よ
り
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、

画
数
が
二
九
画
に
達
す
る
こ
の
字
体
で
採
用
さ
れ

た
。
さ
ら
な
る
略
字
も
あ
っ
た
が
、
字
の
醸
し
出
す

イ
メ
ー
ジ
か
ら
も
文
字
コ
ー
ド
の
面
か
ら
も
歓
迎
さ

れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。「
改
定
常
用
漢
字
表
」

で
は
、
表
に
あ
る
全
て
の
漢
字
を
手
で
書
け
る
必
要

は
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で

適
切
に
漢
字
を
選
び
出
し
、
文
書
に
打
ち
込
む
こ
と

が
で
き
る
力
は
、
学
校
だ
け
で
は
な
く
社
会
に
出
て

か
ら
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
改
定
常
用
漢
字
表
」
で
は
、
漢
字
の
形
に
一
定

の
幅
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

常
用
漢
字
表
の
改
定
に
お
い
て
は
、
印
刷
と
電
子

情
報
交
換
用
の
文
字
コ
ー
ド
で
採
用
さ
れ
て
い
る
字

体
の
一
つ
の
実
情
を
鑑
み
、
追
加
さ
れ
る
漢
字
の
多

く
は
「
表
外
漢
字
字
体
表
」（
旧
国
語
審
議
会
答
申
）

で
印
刷
標
準
字
体
と
い
う
い
わ
ゆ
る
康
煕
字
典
体
や

そ
れ
に
近
い
字
体
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一

方
、
人
名
用
漢
字
、
簡
易
慣
用
字
体
と
さ
れ
て
い
た

字
（
亀　

麺　

曽　

痩
な
ど
）
に
つ
い
て
は
そ
の
一

般
で
の
習
慣
や
生
活
漢
字
と
し
て
の
意
義
を
認
め
、

採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

し
ん
に
ょ（
ゆ
）う

、
し
ょ
く
へ
ん
と
い
う
部
首
の
場
合

に
は
、
本
表
で
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
字
体
と
異

な
る
字
体
が
「
許
容
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

「
遜
」「
遡
」「
謎
」
と
「
餌
」「
餅
」
は
、活
字
で
あ
っ

て
も
、
点
が
一
つ
だ
け
の
し
ん
に
ょ
う
と
新
字
体
式
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の
し
ょ
く
へ
ん
が
「
許
容
」
さ
れ
る
。
ま
た
、
情
報

機
器
の
関
係
で
、表
内
の「
通
用
字
体
」で
な
い「
頬
」

な
ど
の
字
体
を
使
用
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。

　
「
常
用
漢
字
表
」で
は
、「
字
体
に
つ
い
て
の
解
説
」

が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
木
」
は
は

ね
て
も
は
ね
な
く
て
も
字
体
つ
ま
り
字
の
骨
組
み
は

同
じ
で
あ
り
、「
八
」
も
右
は
ら
い
を
「
一
」
か
ら

書
く
よ
う
に
描
か
れ
る
筆
押
さ
え
は
明
朝
体
活
字
の

デ
ザ
イ
ン
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。な
お
、「
町
」の「
丁
」

の
高
さ
は
「
畔
」
と
比
し
て
低
い
が
、
こ
の
類
は
字

体
の
差
か
否
か
、
こ
の
表
か
ら
類
推
し
て
別
に
判
断

が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
改
定
で
、デ
ザ
イ
ン
差
と
さ
れ
る
も
の
に
、

特
定
の
字
種
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
も
の
が
加
わ
っ

た
。
字
体
の
差
と
も
見
え
る
が
、「
芽
」
や
「
励
」

な
ど
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

牙
・
牙
・
　

栃
・

　

改
定
で
は
、
漢
字
を
手
書
き
を
す
る
こ
と
の
重
要

性
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
手
書
き
で
の
字
体
に
つ
い

て
の
扱
い
な
ど
も
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　

手
書
き
文
字
と
印
刷
物
の
活
字
書
体
と
で
は
、
習

慣
や
目
的
な
ど
の
差
に
よ
っ
て
異
な
る
形
が
現
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
次
の
範
囲
で
は
、
骨
組
み
つ
ま
り
字

体
は
同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

北 

― 

　

八 

― 

　

手
書
き
の
文
字
に
お
い
て
は
、
と
く
に
字
形
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
幅
が
や
や
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る

点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
字
体
す
な
わ
ち
字
の

骨
組
み
が
同
じ
で
、
デ
ザ
イ
ン
だ
け
が
異
な
る
と
い

う
、
漢
字
政
策
が
一
貫
し
て
採
っ
て
き
た
考
え
方
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

 

― 
 
 

木 

― 
 

令 

― 
 
 

女 

― 
 

　

今
回
、
し
ん
に
ょ
う
は
、
手
書
き
で
は
「

」
と

い
う
形
が
一
般
的
だ
と
さ
れ
た
。「
溺
」「
葛
」「
塡
」

「
頰
」「
喩
」「
箸
」「
嗅
」「
箋
」「
彙
」「
惧
」
な
ど
も
、

手
書
き
で
は
「
溺
」「
葛
」「
填
」「
頬
」「

」「
箸
」

「

」「

」「

」「

」
の
よ
う
に
略
し
て
も
書
く

こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
漢
字
の
形
の
わ
ず
か
な
差
に
対
し
て
、

字
の
骨
組
み
は
一
緒
だ
と
い
う
見
方
を
身
に
付
け
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
謙
遜
」「
遡
る
」「
謎
」

は
、
印
刷
物
の
活
字
書
体
で
も
、
点
が
一
つ
だ
け
の

し
ん
に
ょ
う
が
上
記
の
と
お
り
許
容
さ
れ
た
が
、
手

書
き
で
は
い
ず
れ
も
「

」
と
い
う
形
が
一
般
的
だ

と
さ
れ
た
。「
餌
」
も
「
餌
」
が
手
書
き
で
も
問
題

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

四　

お
わ
り
に

　
「
常
用
漢
字
表
」
と
そ
の
改
定
に
関
し
て
、
概
要

を
記
し
た
。
今
回
の
改
定
で
は
、
そ
の
後
の
も
ろ
も

ろ
の
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
従
来
の
常
用
漢
字
表
よ

り
も
規
則
が
複
雑
化
し
た
面
も
あ
る
の
で
、
詳
細
は

答
申
な
ど
を
ご
覧
頂
き
た
い
。

　

常
用
漢
字
表
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
に

は
、
私
た
ち
自
身
の
漢
字
の
用
い
方
、
漢
字
へ
の
接

し
方
に
も
意
識
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
文
字
で
書

か
れ
た
文
章
は
、
音
声
と
違
っ
て
後
々
ま
で
目
に
見

え
る
形
で
残
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
伝
え
よ
う
と

し
た
言
葉
と
意
図
を
、
読
み
手
に
き
ち
ん
と
読
み

取
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
分
か
り
や
す
い
漢
字
を

選
ん
で
書
く
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手

段
と
し
て
漢
字
を
適
切
に
用
い
て
い
こ
う
と
す
る
態

度
が
重
要
だ
と
い
う
認
識
が
、
今
回
の
改
定
の
背
景

と
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
者
に
向
け
て
日
本
語
を

表
記
す
る
場
合
に
は
、
常
に
意
識
し
て
お
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
よ
う
。

さ
さ
は
ら
　
ひ
ろ
ゆ
き 

早
稲
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学
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授
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文
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）。

日
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日
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