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あ
な
た
と
く
ら
せ
る
も

の
な
ら

な
ん
に
も
い
ら
な
い

わ
た
し
の
願
い
は

た
だ
そ
れ
だ
け
よ

『愛
の
讃
歌
』
の

一
節
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

ば
が
歌
え
る
歌
い
手
、
こ
れ
と
共
演
す
る
ピ
ア

ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
　
あ
な
た
と
く
ら
せ
る
も
の
な
ら

漠
字
教
育
。
真
剣
に
で
き
る
も
の
な
ら
な
ん

に
も
い
ら
な
い
か
。
否
。
漢
字
教
育
の
力
は
ふ

だ
ん
に
み
が
く
も
の
と
し
て
、
い
ま
、
い
ち
ば

ん
必
要
な
も
の
は
時
間
だ
。
漢
字
教
育
を
す
る

時
間
だ
。
漢
字

一
字
の
指
導
に
十
五
分
か
か
る
。

五
年
の

一
九
五
字
は
、
六
五
時
間
必
要
。
こ
れ

は
五
年
の
国
語
の
時
間
の
三
分
の

一
。
こ
れ
じ

ゃ
、
国
語
科
が
教
え
ら
れ
な
い
。
結
局
、
教
育

漢
字
精
選
し
か
な
い
。

つ
ぎ
に
必
要
な
こ
と

は
、
漢
字
教
育
の
科
学

演
奏
さ
れ
る
と
、

そ
の
こ
と
ば
の
持

っ
て
い
る
非
論
理

性
な
ど
ど
こ
か
に

な
ん
に
も
い
ら
な
い
か

―
―

漢
字
教
育
の
花
が
開
く
と
き

そ
の
歌
に
き
き
ほ
れ
て
し
ま
う
。
ほ
ん
と
う
は

演
奏
さ
れ
る
前
に
半
分
ぐ
ら
い
歌
に
吸
い
込
ま

れ
る
気
分
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が

―
―

装
飾
の
と
ど
い
た
ホ
ー
ル
・
す
わ
り
心
地
の
よ

い
観
客
席

。
み
が
か
れ
た
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
・

そ
し
て
は
な
や
い
だ
歌
い
手
の
衣
装

現
実
は
、
あ
な
た
と
く
ら
す
に
は
、

要
。

化
だ
。

田
　
村
　
利
　
樹
　
　
　
　
　
ド
リ
ル
中
心
は
、
教

育
で
は
な
い
。

装
飾
の
と
ど
い
た
教
室

・
は
な
や
い
だ
衣
装

…
…
も
、
と
は
い
わ
な
い
が
、
せ
め
て
時
間
と

科
学
化
が
必
要
だ
。

今
の
漢
字
教
育
が
、
い
か
に
前
近
代
的
で
あ

る
か
。

『愛
の
讃
歌
』
を
歌
い

・
聴
く
人
た
ち

の
心
と
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

（た
む
ら

・
と
し
じ
ゅ
）

い

っ
て
し
ま

っ
て

一

金
が
必



②

子
ど
も
の
叫
び
に
こ
た
え
る

漢
字
教
育
を

漢
字

寺
西
　
晴
美

「ふ
・つ
―
。
」

い
く
ら
頭
が
よ
く
て
も

四
百
四
十
二
文
字
の

漠
字
を
覚
え
て
ら
れ
な
い
。

ま
だ
ま
だ
　
漢
字
は
た
く
さ

ん
あ
る
し

今
ま
で
な
ら

っ
た
漢
字
が

四
百
四
十
二
文
字
だ
か
ら
ね

そ
れ
に

一
つ
の
漢
字
に
つ
い
て

ま
た
　
読
み
方
が

た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
　
　
、

紺
　
屋
　
曰
日
　
夫

こ
れ
の
　
一
一、
三
、
四
倍
く

ら
い
に
な

っ
て
し
ま
う
か
も

こ
ん
な
　
め
ん
ど
う
な
も

の

を
　
ど
う
し
て
　
中
国
か
ら

引

っ
ぱ
り
出
し
て
来
た
の
か

な
。

詩
集

『
町
田
の
子
』
に
の
っ
た

作
品
か
ら
、
漢
字
に
つ
い
て
の
子

ど
も
の
悲
鳴
が
聞
こ
え
て
く
る
。

私
は
、
こ
こ
数
年
低
学
年
を
担

当
し
て
い
る
が
、
子
ど
も
の
反
応

が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
心
配

し
て
い
る
。
数
年
前
ま
で
は
漢
字

の
学
習
と
い
う
と
、

は
目
を
輝
か
せ
た
。

の
ご
ろ
は
、
時
に
、

「ま
た
漢
字
？
」

子
ど
も
た
ち

し
か
し
、
こ

と
不
快
な
表
情
を
見
せ
る
子
が
出

て
き
た
。
特
に
、
今
年
度
か
ら
は

新
指
導
要
領
へ
の
移
行
措
置
に
よ

っ
て
、
教
科
書
外
漢
字
も
指
導
す

べ
き
こ
と
と
な

っ
た
た
め
、
そ
の

傾
向
は
い
っ
そ
う
顕
著
で
あ
る
。

職
員
室
の
声

〇

「漠
字
を
教
え
て
お
け
ば
国
語

は
大
丈
夫
だ
。
」

（国
語
軽

視
派
）

○

「漢
字
で
し
ご
く
」

（残
酷
趣

味
派
）

○

「漢
字
の
指
導
に
時
間
を
と
ら

れ
て
、
他
の
こ
と
が
さ

っ
ぱ

り
教
え
ら
れ
な
い
。
」

（嘆

き
派
）

○

「そ
の
う
ち
に
覚
え
る
だ
ろ
う

か
ら
、
特
に
指
導
は
し
な
い
。

八
無
責
任
派
）
な
ど
様
々
な
考

え
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ

も
国
語
教
育
の
中
で
の
漢
字
の
位

置
づ
け
が
正
当
で
は
な
い
。
と
は

言
え
、
個
々
の
教
師
に
の
み
そ
の

責
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

指
導
漢
字
が
多
す
ぎ
る
こ
と
、
ま

た
職
場
が
忙
し
す
ぎ
る
た
め
に
漢

字
教
育
に
つ
い
て
十
分
研
究
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。

雷
に
な
る
親

か
ん
字
の
テ
ス
ト

小
山
　
大

一

「き
ょ
う
　
か
ん
字
テ
ス
ト

あ

っ
た
で
し
ょ
。
」

お
母
さ
ん
が

に
ら
み
な
が
ら
　
い
っ
た
。

い
や
な
よ
か
ん
が
し
て
き
た
。

に
げ
よ
う
と
し
た
が



足
首
を

つ
か
ま
え
ら
れ
て
し

，ま
っ
た
。

ガ
ミ
ガ
ミ
が
は
じ
ま

っ
た
。

ま
る
で
　
ぼ
く
の
う
ち
に

か
み
な
り
が
　
お

っ
こ
ち
た

よ
う
だ
。

お
か
あ
さ
ん
は

「大

一
な
ん
か
　
た
よ
り
に

し
な

い
わ
。
」

「お
ね
え
ち

ゃ
ん
を
　
た
よ

り
に
す
る
わ
。
」

っ
て
い
う
ん
だ
。

し

つ
れ
い
だ
な
。

心

の
や
さ
し
い
お
か
あ
さ
ん

だ

っ
た
ら

そ
ん
な
こ
と
い
わ
な

い
よ
。

き
な
い
。
親
も
雷
と
な
り
、
わ
が

子
の
人
格
さ
え
も
否
定
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。
漢
字
が
親
子
の

間
を
疎
外
す
る
障
壁
に
さ
え
な
り

つ
つ
あ
る
。
小
山
君
に
と

っ
て
漢

字
は
イ
ヤ
な
も
の
の
代
表
だ
ろ
う

と
思
う
。

子
ど
も
へ
の
配
慮
を

「職
口星
三
で
０
士ど

で
例
を
あ
げ

た
が
、
指
導
上
の
問
題
点
も
多
い
。

○
教
材

（単
元
）
終
了
時
ま
で
に

漢
字
の
読
み
書
き
を
で
き
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
と
、
新
出
漢
字
の
多
い
教
材
で

は
、
漢
字
指
導
の
み
で
時
間
を
使

っ
て
し
ま
う
か
、
覚
え
き
れ
な
い

ま
ま
に
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
市
販
ワ
ー
ク
を
使

っ
て
い
る

場
合
に
は
、
教
師
も
教
え
こ
む
か
、

指
導
な
し
に
練
習
を
強
い
る
こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

〇
教
え

っ
ば
な
し
も
身
に
つ
か
な

い
。　
一
日
で
半
分
程
度
、
三
日
た

て
ば
三
分
の
二
程
度
は
忘
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
心
理
学
で
明
ら
か
に

な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
様
々
な

く
ふ
う
を
し
て
忘
れ
を
く
い
止
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
ま
ち
が

っ
た
漠
字
を
二
千
回
も

書
け
と
い
う
非
人
道
的
な
例
も
あ

る
。
子
ど
も
に
と

っ
て
は
全
く
非

教
育
的
な
ノ
ル
マ
に
過
ぎ
な
い
。

漢
字
ア
レ
ル
ギ
ー
の
子
ど
も
を
増

加
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

○
漢
字
書
き
取
リ
テ
ス
ト
で
必
要

以
上
に

一
点

一
画
を
厳
し
く
採
点

す
る
例
も
あ
る
。
文
化
庁
か
ら
も

字
体
の
許
容
度
に
つ
い
て
わ
ざ
わ

ざ
具
体
例
を
あ
げ
て
の
説
明
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
細
か
い
部

分
で
バ
ツ
に
し
て
子
ど
も
に
返
す

場
合
が
見
受
け
ら
れ
る
。
他
の
字

と
混
同
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た

り
、　
一
般
に
明
ら
か
に
誤
字
と
認

め
ら
れ
た
り
す
る
場
合
以
外
は
許

容
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
子
ど
も
の
漢
字
を
許

容
す
る
こ
と
と
指
導
の
際
に
許
容

漢
字
で
指
導
す
る
こ
と
と
は
別
で

あ
る
。
指
導
の
際
に
は
、
教
科
書

に
の
っ
て
い
る
字
体
で
正
し
く
指

導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
導
要
領
の
問
題
性

以
上
の
よ
う
な
、
子
ど
も

・
親

・
教
師
を
悩
ま
せ
、
混
乱
さ
せ
て

い
る
元
凶
は
、
指
導
要
領
で
あ
る
。

そ
れ
を
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、

①
指
導
漢
字
数
過
多
、
②
指
導
字

種
の
問
題
、
③
ひ
ら
が
な

・
カ
タ

カ
ナ
の
つ
め
こ
み
な
ど
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
紙
幅
が
尽
き

て
し
ま

っ
た
。
問
題
の
打
開
策
に

つ
い
て
は
別
の
機
会
に
明
ら
か
に

し
よ
う
。
　

（
こ
ん
や

・
と
み
お
）



一、
新
指
導
要
領
の問
題
点

一
、
新
指
導
要
領
の
内
容

新
指
導
要
領
中
学
校
国
語
漢
字

指
導
の
三
年
生
の
部
分
を
現
行
の

も
の
と
比
較
し
て
み
ま
す
。

［
現
行
〓
い
「
第
二
学
年
ま
で
に

学
習
し
た
常
用
漠
字
の
読
み
に
慣

れ
、
更
に
そ
の
他
の
常
用
漢
字
の

大
体
も
読
む
こ
と
。

レ
¨
学
年
別

漠
宇
配
当
表
の
漢
字
を
主
と
し
て

、

一
〇
〇
０
字
程
度
の
常
用
漢
字

に
つ
い
て
使
い
慣
れ
る
こ
と
。
な

お
、
そ
れ
以
外
に
上
記
ア
で
学
習

し
た
常
用
漢
字
に
つ
い
て
も
、
必

要
な
場
合
、
適
切
に
用
い
る
よ
う

効
果
的
な
漢
字
指
導
法

三

宅

研

太

郎

に
努
め
る
こ
と
。

「
新
］

い

、
塞

学

年
３
‘
で
に

学
習
し
た
常
用
漠
字
の
読
み
に
慣

れ
、
更
に
そ
の
他
の
常
用
漢
字
の

大
体
も
読
む
こ
と
．
レ
」、
学
年
別

漢
字
配
当
表
に
示
さ
れ
て
い
る
漢

字
に
つ
い
て
使
い
慣
れ
、
漢
字
を

文
章
の
中
で
適
切
に
使
う
よ
う
に

す
る
こ
と
。

（
内
容
の
取
扱
）
イ

に
お
い
て
書
く
こ
と
を
指
導
す
る

漠
字
以
外
に
、
ア
に
お
い
て
読
む

こ
と
を
指
導
す
る
漢
字
に
つ
い
て

も
、
必
要
な
場
合
、
適
切
に
用
い

る
よ
う
に
努
め
さ
せ
る
こ
と
．

二
、
読
み
の
指
導
の
問
題
点

新
指
導
要
領
は
漢
字
の
読
み
に

一

つ
い
て
現
行
の
も
の
と
同
じ
く

、

「
三
年
ま
で
に
常
用
漢
宇

一
九
四

五
字
の
だ

い
た
い
読
め
る
よ
う
に

な
る
こ
と

一
と
い
っ
て
い
る
。
常

用
漢
字
の
ほ
と
ん
ど
を
中
学
で
新

出
漢
字
と
し
て
提
出
し
て
い
る
こ

と
が
現
在
の
中
学
で
の
漢
宇
指
導

を
混
乱
さ
せ
て
い
る

一
番
大
き
な

原
因
な
の
だ
が

、
そ
れ
を
改
め
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
中
学
で
は
各

学
年
三
〇
〇
か
ら
二
五
〇
宇
新
出

漠
字
が
提
出
さ
れ
、
週
四
時
間

（

一
年
だ
け
は
書
道
も
合
め
て
週
五

時
間

）
の
授
業
時
間
内
に
指
導
す

る
の
は
と
て
も
無
理
な
状
況
が
あ

る
。
年
間
の
授
業
数
を
三
七
週
と

し
て
も

、　
一
週
間
に

一
〇
宇
近
く

を
教
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
教
え
、

練
習
さ
せ

、
定
着
さ
せ
る
の
を
す

べ
て
合
め
て

一
字
に
五
分
か
け
る

と
し
て
も

、　
一
時
間
で

一
〇
宇
で

あ
る
。
毎
週

一
時
間
を
漢
字
指
導

に
あ
て
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る

。
こ
れ
は
と
て
も
無
理
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
実
際
に
は
、
日
に
ふ
れ

さ
せ
る
程
度
で
あ
と
は
試
歌
を
行

い
家
で
勉
強
さ
せ
る
く
ら
い
で
す

ま
せ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

ま
た
、
常
用
漢
字
の
な
か
に
は
中

学
生
の
言
語
能
力
の
発
達
を
考
え

た
と
き

、
教
え
る
の
は
無
理
と
思

わ
れ
る
難
漠
字
が
大
量
に
含
ま
れ

て
い
る
。　
一
例
を
あ
げ
る
と
、
拐

褐

遮

宵

頻

褒

銑

脹
　
匁
　
薪
な
ど
が
あ
る
が

、
こ

れ
ら
以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

こ
れ
ら
の
字
は
生
徒
は
学
習
に
抵

抗
感
を
持

つ
し

、
教
師
は
教
ぇ
る

こ
と
に
疑
間
を
持

つ
。
中
学
生
に

覚
え
て
使
え
る
よ
う
に
な

っ
て
ほ

し

い
字
と
現
在
は
学
習
す
る
必
要

な
い
宇
と
が
教
科
書
に
は
区
別
な

く
入
り
交
じ

っ
て
提
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

④

新
指
導
要
領
の
問
題
点
と



こ
れ
ま
で
は

「
‐主
之
ｔ
て
」
と

か

「
程
度
」
と
か
ぁ
ぃ
ま
い
な
表

現
で
あ
り
、　
一
〇
〇
〇
字
の
う
ち

に
ど
の
字
と
ど
の
字
が
は
い
る
の

か
し
め
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

教
育
漢
字
以
外
の
常
用
漢
字
の
多

く
を
中
学
教
師
は
生
徒
に
書
く
こ
と

を
要
求
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
で

「
学
年
別
漠
宇
配
当
表
の
漠
字
を

書
く
こ
と
」
と
は
っ
き
り
限
定
し

た
こ
と
は

一
歩
前
進
で
あ
る
。

効
果
的
な
漢
字
指
導
法

中
学
校
必
修
漢
宇
表
案

国
字
研
で
は
、
中
学
校
卒
業
ま

で
に
書
き
九
〇
〇
字
、
読
み

一
三

〇
ｏ
字
を
指
導
す
る
案
を
か
ん
が

え
て
い
る
。
常
用
漢
字
の
な
か
か

ら
中
学
生
に
指
導
す
る
漢
字
を
精

選
す
る
た
め
に
、
常
用
漢
字
を

一

字

一
字
検
討
し
た
。
そ
の
さ
い
の

基
準
は
次
の
二
つ
を
考
え
た
。
１
、

あ
る
漢
字
が

一
字
で
あ
る
語
を
あ

ら
わ
す
か
、
ま
た
は
、
他
の
漢
宇

と
結
合
し
て
ぁ
る
語
を
つ
く
る
と

き
、
そ
の
語
が
中
学
生
の
言
語
生

活
で
ど
の
程
度
必
要
と
さ
れ
る
か
。

２
、
生
徒
に
と
っ
て
学
習
可
能
を

字
数
に
す
る
。
ま
た
、
国
語
の
授

業
時
間
か
ら
考
え
て
指
導
可
能
な

字
数
に
す
る
。
検
討
し
た
結
果
は

国
字
研
バ
ン
フ

「
漠
字
教
育
の
基

本
提
案

」
に
の
せ
て
ぁ
り
ま
す
。

御
希
望
の
方
は
事
務
局
ま
で
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
具
体
的
な
指
導
法

Ｈ
ド

一
セ
ッ
ト
五
過
程

国
字
研
で
は
漠
字
を
指
導
す
る

場
合
か
な
ら
ず
押
さ
ぇ
る
五
過
程

を
定
式
化
し
た
。

鋼

已

肺

請

申

そ
の
漢
宇

の
音
と
字
形
を
結
び

っ

け
る
。

一囲
口
国
日
一
意
義
を
教
え
る
。

（

訓
読
み
が
意
味
を
表
し
て
い
る
場

合
が
お
お
い
）

※
ど
ん
な
漠
字
に
も
字
形

・
音

意
義
の
三
要
素
が
総
合
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
三
要
素
を

い
か
に
相
互
に
瞬
間
的
に
思
い
う

か
べ
る
能
力
を
養
う
か
の
指
導
こ

そ
漢
字
指
導
の
か
な
め
で
あ
る
。

目
日
回
Ш
□

何
回
も
書
か
せ
る
。

筆
順
に
そ

っ
て
の
手
首

の
筋
肉
運
動
に
よ

っ
て
宇
形
を
現

実
化
す
る
訓
練
。
肉
体
化

（
手
首

筋
肉
運
動

の
反
射
系
形
成

）

闇
闘
回
問
□

関
連
事
項

の
指
導
。

そ
の
漢
字
を
使

っ
た
熟
語

、
部
首

、

似
た
宇
形
の
漢
宇
、
同
音
異
義
語

、

同
訓
異
義
語

、
同
意
語

、
反
意

語

、
類
義
語
な
ど

［園
口
岡
日
一
記
憶
の
定
着
と
応
用

。

次
の
国
語
の
時
間

、　
一
週
間
後
、

一
か
月
後
に
復
習
す
る
。
作
文
の

な
か
で
使
わ
せ
る
。

t■)長



(ι )

▼
辞
書

・
字
典
▲

★

『最
新
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漠
字
辞
典
』

田
嶋

一
夫
監
修

日
本
規
格
協
会
編
集
協
力

七
工全

ス

ー
ジ

（講
談
社
、　
一
九
九
〇
年
十

一
月
、

２
３
０
０
円
）

【解
題
】
前
号
で
ふ
れ
た
が
、　
一

九
九
〇
年
秋
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
の
情
報
交

換
用
漢
字
符
号
の
改
定
が
お
こ
な

わ
れ
た
。
従
来
の
第

一
水
準
漢
字

集
合
二
九
六
五
字
、
第
二
水
準
漠

字
集
合
三
三
八
八
字

（計
六
二
五

三
字
）
に
加
え
、
今
回
新
た
に
第

二
水
準
漢
字
集
合
に

「凛
」

「熙
」

の
二
字
が
加
わ
り

（九
月

一
日
付
）

「補
助
漢
字
」
と
し
て
五
八
〇

一

字
が
制
定
さ
れ

（十
月

一
日
付
）
、

総
計

一
二

一
五
六
字
と
な

っ
た
。

本
書
は
こ
の
改
定
に
あ
わ
せ
て

書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
、
改
定

後
最
初
に
発
刊
さ
れ
た
辞
典
で
あ

る
。

（
日
本
規
格
協
会
に
よ
れ
ば

補
助
漠
字
の
リ
ス
ト

『
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｉ

Ｘ
０
２
１
２
』
の
発
売
は

一
九
九

一
年

一
月
と
い
う
。
ま
た

『
Ｊ
Ｉ

Ｓ
ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
第
５２
巻
情
報
処

理

・
用
語
コ
ー
ド
編
』
の
改
訂
版

の
発
売
は

一
九
九

一
年
六
月
ご
ろ

と
い
う
。
）

と
こ
ろ
で
、
現
在
発
売
さ
れ
て

い
る
漢
字
字
典

・
漢
和
辞
典
の
多

く
が

一
九
七
八
年
制
定

。
一
九
八

三
年
改
定
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
コ
ー
ド

を
本
文
中
に
記
載
し
て
お
り

（あ

る
い
は
そ
れ
に
あ
わ
せ
た
本
文
の

改
訂
が
無
理
な
場
合
は
別
冊
付
録

を
添
付
し
て
い
る
）
、
そ
の
こ
と

を
う
た
い
文
旬
に
し
て
い
る
が
、

今
回
の
改
定
と
補
助
漠
字
の
制
定

に
と
も
な
い
、
改
訂
版
の
発
行
を

準
備
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で

あ
る
。

ま
た
、
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン

の
ソ
フ
ト
の
な
か
に
も
補
助
漢
字

を
搭
載
す
る
も
の
が
、
今
後
あ
い

つ
い
で
発
売
さ
れ
、
短
期
間
の
う

ち
に
そ
れ
ら
が
主
流
を
し
め
る
で

あ
ろ
う
。

監
修
者
は
、
今
回
の
改
定
と
補

助
漠
字
の
制
定
の
背
景
と
し
て
、

「①
適
度
な
漢
字
の
使
用
が
よ
り

便
利
、
②
ワ
ー
プ
ロ
等
情
報
機
器

の
普
及
が
も
た
ら
し
た
日
本
人
の

識
字
能
力
の
変
化
」
が
あ
る
こ
と

を
あ
げ
、
そ
の
ね
ら
い
を

「漢
字

が
無
制
限

・
無
原
則
に
使
わ
れ
る

の
を
防
ぎ
、
共
通
の
漢
字
体
系
を

使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
字
ソ

フ
ト
間
の
互
換
性
を
高
め
、
情
報

の
共
有
が
よ
リ
ス
ム
ー
ズ
に
な
る

こ
と
」
だ
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に

各
社
各
機
器
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち

な
文
字
フ
ォ
ン
ト
の
現
状
を
あ
ら

た
め
る
た
め
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
と
し

て
今
後
は
、

「単
に
字
種

・
字
形

を
示
す
だ
け
で
な
く
、
文
字
フ
ォ

ン
ト
の
共
同
開
発
を
す
す
め
公
開

す
る
」
方
向
に
あ
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。

（九
月

一
日
付
で
改
定

さ
れ
た
第

一
水
準
漢
字
、
第
二
水

準
漠
字
を
掲
げ
る

『
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｘ

０
２
０
８

（
９０
年
版
）
』
で
は
、

「平
成
明
朝
体
」
と
称
す
る
文
字

フ
ォ
ン
ト
も
示
し
て
い
る
。
）

今
回
の
よ
う
に
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
と

し
て
の
漠
字
を
増
や
す
こ
と
に
つ

い
て
、

「制
限
漢
字
を
ゆ
る
め
る

方
向
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
無
制
限

・
無
原
則
に
使
わ
れ

る
の
を
防
ぐ
」
も
の
で
あ
る
と
監

修
者
は
い
う
が
、
は
た
し
て
そ
の

と
お
り
と
受
け
と
め
て
よ
い
も
の

だ
ろ
う
か
。
今
回
の
制
定
作
業
の

段
階
で
も
、
ど
の
漢
字
を
入
れ
る

か
を
め
ぐ

っ
て
、
最
終
的
に
は
無

原
則
に
近
い
状
態
に
な

っ
た
と
聞

′
、。印

刷
業
界
、
情
報
機
器
業
界
の

動
き
と
し
て
は
、
漠
字
を
制
限
し

た
方
が
生
産
性
向
上
に
つ
な
が
る

と
い
っ
た
見
方
が
あ
る

一
方
で
、

情
報
技
術
の
向
上
に
よ
っ
て
、
漢

字
増
加
が
あ
ら
た
な
利
潤
の
追
求

に
な
る
と
見
る
面
も
根
強
い
。
歴

史
学

・
宗
教
学

。
中
国
語
学

。
医

学
な
ど
の
専
門
用
語
や
地
名

・
人

名
の
漢
字
の
な
か
に
は
、
今
回
盛

ら
れ
た
漢
字
以
外
に
も
ま
だ
あ
る

と
い
い
、
各
専
門
分
野
か
ら
の
漠

字
増
の
要
求
も
根
強
い
。
そ
の
た

め
、
今
後
も
数
年
を
置
か
ず
し
て

さ
ら
に
追
加
さ
れ
る
こ
と
が
充
分

予
期
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
漢
字
増
の
傾
向
は
専

一
九
九
〇
年
八
月
　
～



大
修
館
書
店

【
解
題
】
筆
者
は
認
知
科
学
専
攻
。

主
著
に

『か
ら
だ
…
認
識
の
原
点
』

（認
知
科
学
選
書
１５
、
東
京
大
学

出
版
会
、　
一
九
八
七
年
）
、
論
文

に

「
『空
書
』
行
動
の
出
現
と
機

能
」

（
『教
育
心
理
学
研
究
』
３‐
、

一
九
八
三
年
）
、

「
『空
書
』
行

動
の
発
達
」

「
『空
書
」
行
動
の

文
化
的
起
源
」

（
『教
育
心
理
学

研
究
』
３２
、　
一
九
八
四
年
）
な
ど

が
あ
る
。

本
稿
は
、
記
憶
に
つ
い
て
の
特

集
の
な
か
の
論
文
。
漢
字
習
得
の

際
の

「空
書
き
」
行
動
の
出
現
と

機
能
に
つ
い
て
の
筆
者
の
従
来
か

ら
の
説
を
ま
と
め
て
紹
介
し
、
漢

字
圏
の
者
は
文
字
の
形
を

「か
ら

だ
で
記
憶
し
て
い
る
」
と
す
る
。

大
久
保
忠
利
の

「手
首
化
」
説

と
重
な
る
面
が
あ
る
。

★

「補
助
漢
字
を
め
ぐ
っ
て
」

（佐
竹
秀
雄
）

『言
語
』

一
九
九

一
年

一
月
号
、

大
修
館
書
店

【解
題
】
筆
者
は
国
語
学
専
攻
。

武
庫
川
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究

所
助
教
授
。
主
論
文
に

「表
記
行

動
の
モ
デ
ル
と
表
記
意
識
」

（国

立
国
語
研
究
所
報
告
餌

『
電
子
計

算
機
に
よ
る
国
語
研
究
Ｘ
』
秀
英

出
版
、　
一
九
八
〇
年
）
、

「表
記
」

（
『講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育
』

明
治
書
院
、　
一
九
八
九
年
）
な
ど
。

本
稿
は
、
十
月

一
日
付
で
制
定

さ
れ
た
Ｊ
Ｉ
Ｓ
補
助
漢
字
に
つ
い

て
、
字
体
の
問
題
と

一
般
社
会
へ

の
影
響
に
ふ
れ
て
い
る
。

今
回
の
制
定
で
は
、
五
八
〇

一

字
の
字
種
を
示
し
た
が

一
字
ご
と

の
字
体
に
つ
い
て
ま
で
は
、
規
定

し
て
い
な
い
。
そ
れ
を
し
て
い
な

い
の
は

「明
確
な
論
が
な
く
、
字

体
の
研
究
も
十
分
に
進
ん
で
い
な

い
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

異
体
字
が
多
い
な
か
で

「字
体
の

相
違
を
厳
密
に
区
分
し
た
い
利
用

者
の
間
に
、
五
八
〇

一
で
は
足
り

な
い
と
い
う
不
満
が
起
こ
っ
て
く

る
に
ち
が
い
な
い
。
」
と
今
後
予

測
さ
れ
る
状
況
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の

一
方
で
、
今
回
の
制
定
は

一
般
社
会
に
対
し
て
は

「基
本
的

に
は
大
き
な
影
響
が
生
じ
る
と
は

思
わ
れ
な
い
」
と
述
べ
る
。

「選

定
さ
れ
た
漢
字
は
か
な
り
特
殊
な

文
字
が
多
い
」

（大
漢
和
辞
典
に

も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
漢
字
が
四

二
字
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
）
の

で

一
般
の
人
が
目
に
す
る
場
面
は

ご
く
限
ら
れ
て
い
る
、

「
コ
ス
ト

ゃ
機
械
的
な
問
題
も
あ

っ
て
、
す

ぐ
に
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
に
導

入
さ
れ
る
こ
と
も
む
ず
か
し
い
と

見
ら
れ
て
い
る
。
」
こ
と
な
ど
を

あ
げ
筆
者
は
捕
助
漢
字
の
社
会
的

影
響
は
少
な
い
と
見
る
。

し
か
し
、
前
の
項
で
ふ
れ
た
よ

う
に
補
助
漢
字
の
制
定
が
、
漠
字

増
に
つ
な
が
る
心
配
も
あ
る
。
筆

者
も

「
こ
の
補
助
漢
字
が
ほ
と
ん

ど
の
ワ
ー
プ
ロ
・
パ
ソ
コ
ン
に
導

入
さ
れ
る
と
も
な
れ
ば
、
ま
た
話

は
別
で
あ
る
。
そ
う
な

っ
た
と
き
、

漠
字
の
字
体
の
こ
ま
か
な
差
異
を

意
識
す
る
人
が
増
え
て
、
漢
字
使

用
に
対
す
る
人
々
の
意
識
例
え
ば

漢
字
は
め
ん
ど
う
な
も
の
だ
と
か
、

漢
字
は
正
し
く
使
う
べ
き
だ
と
か

の
意
識
が
強
く
な
っ
て
漢
字
の
使

い
方
に
変
化
が
生
じ
」

「常
用
漠

字
が
有
名
無
実
と
化
す
」
危
険
性

も
指
摘
し
て
い
る
。（乗

木
　
養

こ
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一　
★
事
務
局
だ
よ
り
★
　
　
一

『国
字
問
題
研
究
会
ニ
ュ
ー
ス
』

第
二
号
を
お
と
ど
け
し
ま
す
。
こ

の
紙
面
が
み
な
さ
ん
の
お
手
元
に

と
ど
く
こ
ろ
は
、　
一
九
九

一
年
を

む
か
え
て
い
る
こ
と
か
と
思
い
ま

す
。激

動
の
二
〇
世
紀
も
最
後
の
十

年
を
残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

国
語

。
国
字
問
題
を
め
ぐ
る
状
況

も
け

っ
し
て
ゆ
る
や
か
な
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
後
国
語
改
革

の
精
神
に
逆
行
す
る
漢
字
増
加
政

策
に
た
い
し
て
な
す
べ
き
私
た
ち

の
課
題
は
と
て
も
大
き
い
と
思
い

ま
す
。

い
ま
ま
で
に
増
し
て
、
ご
理
解

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

年
末
か
ら
新
年
に
か
け
て
国
字

研
で
は
、
会
員

・
読
者
の
み
な
さ

ん
に
、
カ
ン
パ
を
お
寄
せ
く
だ
さ

る
よ
う
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

お
近
く
の
事
務
局
員
か
、
題
字
下

記
載
の
事
務
局
あ
て
、
ぜ
ひ
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
　

（乗
木
養

一
）

十
　
一　
月
　
例
　
会

声
文
字
の
音
符
に
光
を
当
て
て
指

導
す
る
こ
と
の
有
効
性
。
特
に
、

形
声
文
字
系
列
の
核

（単

・
反

・

可
な
ど
）
か
ら
漠
字
習
得
の
網
を

広
げ
て
い
く
方
法
を
検
討
中
で
あ

る
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
ま
し
た

②
　
都
教
連
や
民
教
連
の
集
会
に

参
加
し
た
報
告
。

（紺
屋
冨
夫
）

十
月
二
十
八
日
に
行
い
ま
し
た
。

今
年
の
夏
季
集
会
で
報
告
し
た
も

の
の
検
討
の
二
回
目
と
し
て
、
前

月
に
引
き
続
き
、

「中
学
校
に
お

け
る
漠
字
指
導
」

（見
城
慶
和
）

を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。
見
城
氏
は

古
く
か
ら
の
児
言
研
会
一見

氏
の

論
文
は

『国
語
の
授
業
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
継
続

的
に
研
究
実
践
で
発
展
さ
せ
た
も

の
で
す
。
　

　

　

（田
村
利
樹
）

十

一
月
二
十
五
日
に
行
い
ま
し

た
。

①
　
今
年
の
夏
季
集
会
で
発
表
し

た
も
の
の
検
討
の
三
回
目
。
今
回

は
、
小
学
校
中
学
年
分
科
会
の
乗

木
養

一
氏
の
実
践
を
と
り
あ
げ
ま

し
た
。
今
回
の
指
導
要
領
で
は
群

を
抜
い
て
漢
字
数
の
増
加
が
目
立

つ
こ
と
。

「丸
」

「誕
」
な
ど
が

学
習
漢
字
に
入

っ
て
き
た
の
は
、

政
治

・
教
育
の
反
動
化
と
軌
を

一

に
す
る
こ
と
。
指
導
面
で
は
、
形

内
山
み
ち
子
様

見
城
　
慶
和
様

万
円

万
円

十

月

夕」

会

国宇
研例
会
のご
案内

１
月
２０
日
日
午
前
１０
時
～

２
月
２４
日
日
午
前
１０
時
～

３
月
２４
日
日
午
前
１０
時
～

０
い
ず
れ
も

東
京
都
教
育
会
館

（神
楽
坂

・
エ
ミ
ー
ル
）
に
て
　
地
下
鉄

。
東
西
線
神
楽
坂
駅
下
車

●
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い


