
同
漢
字
使
用
の
慣
行
と
字
体
の
問
題

誤
字
.
俗
字
に
関
す
る
法
務
省
の
新
措
置
を
め
ぐ
つ
て
ー

日
本
で
の
文
字
の
使
い
方
に
は
、
た
い
へ
ん
複
雑
な
と
こ
ろ
が
あ

つ
て
、
だ
れ
し
も
面
食
ら
う
こ
と
が
あ
る
。
卑
近
な
例
を
引
け
ば
、

ア
ガ
ル
と
い
う
語
は
国
語
の
表
記
基
準
に
従
え
ば
「
上
が
る
し
と
書

く
よ
う
に
泱
め
ら
れ
て
い
て
、
学
校
で
も
そ
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
0

し
か
し
、
京
都
市
内
の
住
所
表
示
で
は
「
室
町
通
三
条
上
る
」
と
書

く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
東
入
L
「
西
入
L
 
の
と
き
も
送
り
仮
名
を

己
一
D
・
巳

、
ι

t
、
↑
t
ヅ
ー
よ
了
1
、

ー
ハ
ー
ー
ム
?

F
1

,
て

付
け
な
い
こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
表
記
基
準
と
実
際
の
使
用
と
の

問
に
大
き
な
距
離
の
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

「
勝
己
」
と
い
う
名
の
知
人
が
い
て
、
カ
ツ
ミ
と
読
む
と
聞
い
た
と

き
、
「
己
」
に
は
音
コ
.
キ
、
訓
オ
ノ
レ
・
ツ
チ
ノ
ト
し
か
な
い
の
で
、

ミ
と
読
む
の
は
誤
読
か
、
さ
も
な
く
ば
強
引
な
当
て
字
で
、
納
得
で

き
な
い
文
字
と
感
じ
た
。
類
形
字
で
ミ
と
読
め
る
の
は
「
巳
L
金
日
シ
.

ジ
)
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
命
名
者
の
側
に
は
「
己
に
勝
っ
し

(
本
来
は
「
克
己
L
)
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
い
う
人
が
も
し
国
証
叩
の
先
生
に
な
っ

た
と
す
る
と
、
い
つ
も
優
秀
な
生
徒
の
前
で
「
実
は
父
が
考
え
て
く

)し

れ
た
名
前
で
.
:
」
な
ど
と
一
言
い
訳
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

不
快
な
気
持
ち
を
味
わ
い
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
0

小
学
校
の
と
き
「
西
村
降
造
L
 
と
い
う
同
級
生
が
い
て
、
先
生
か
ら

τ
?

玉

文

巳1
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も
コ
ウ
ゾ
ウ
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
あ
る
と
き
「
隆
造
L
 
の
間
違
い

で
な
い
か
と
先
生
か
ら
尋
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
を
記
憶
し

て
い
る
。
「
降
」
の
よ
う
な
字
は
普
通
に
は
名
前
に
使
う
文
字
で
は
な

い
わ
け
で
、
ま
こ
と
に
奇
妙
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
就
一
孟
剛

に
送
達
さ
れ
た
区
役
所
か
ら
の
児
童
名
癖
に
も
、
保
護
者
か
ら
の
提

出
書
に
も
「
降
造
」
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

現
在
は
よ
ほ
ど
少
な
く
な
っ
た
が
、
変
体
仮
名
を
用
い
た
名
前
の

人
が
あ
る
。
「
て
"
L
「
志
ふ
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
い
う
人
は
す
で

に
六
十
歳
以
上
の
世
代
で
あ
る
が
、
幼
少
時
か
ら
そ
れ
な
り
の
苦
労

を
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
所
属
の
学
校
や
職
場
で
名
簿
を
作
る
と

き
に
は
、
譲
歩
し
て
「
て
い
し
と
か
「
志
奈
」
と
か
書
い
た
り
、
書

か
れ
た
り
し
て
き
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。

名
に
お
い
て
、
一
般
通
行
の
文
字
か
ら
距
離
の
あ
る
、
こ
の
よ
う

な
変
異
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
同
様
抑
変
県
那
姓

に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
桶
田
」
「
土
田
L
「
娘
L
「
裕
原
」

な
ど
は
京
都
の
電
話
帳
に
も
見
え
る
姓
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
字

般
の
漢
和
辞
典
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
収
録
親
字

は数
で
世
界
第
一
の
も
の
は
、
約
五
万
六
千
字
を
収
め
る
『
漢
語
大
字

典
』
(
一
九
八
六
年
S
四
川
・
湖
北
両
辞
書
出
版
社
)
で
あ
る
。
こ
の

字
典
に
は
「
土
」
と
「
桶
」
は
載
っ
て
い
る
が
、
「
雄
」
と
「
蘓
」
は

載
っ
て
い
な
い
。
普
通
に
は
「
土
」
は
「
土
L
 
の
俗
字
と
さ
れ
て
ぃ

る
が
、
も
と
も
と
「
士
L
 
の
異
体
字
の
一
っ
で
あ
っ
た
。
「
桶
L
 
は
①

お
き
つ
ち
②
淮
泗
に
あ
る
地
名
の
二
義
を
持
っ
て
い
た
が
、
類
形

,
讓

,
・
山
ハ
,

吉
+
↑

古
↓
一
・
出
卸

0二朱

太
ぜ

古合
舌
生
臼

乙子
上

老
七

字
「
堀
」
(
石
の
多
い
や
せ
地
)
の
意
味
を
取
り
込
ん
で
「
そ
ね
し
と

い
う
特
殊
な
訓
を
持
っ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

氏
名
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
の
中
で
、
日
本
や
中
国
の
中
小
の
漢
字

辞
典
に
見
当
た
ら
な
い
の
に
、
日
本
で
最
も
広
く
使
わ
れ
て
ぃ
る
の

は
、
お
そ
ら
く
「
吉
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
吉
」
の
俗
字
と
さ
れ

て
い
る
字
で
あ
る
。
「
吉
L
 
(
キ
チ
・
キ
ツ
)
は
『
説
文
解
字
』
に
も

「
吉
、
善
也
。
駄
士
、
ロ
。
し
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
晝
吉
祥

゛『;、

前七・一六
,四

中山王壷孝叔抽父箇
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゛

.、、tJ《説文》."吉,善也。夙士、ロ。"
'研jf @《廣韻》居切,入見。質部。

0善,吉祥,《説文.口部》,"吉.善也,"《詩・召南・.摸〔
漢語大字典

光伯鱗
' fl

, 11゛數箆

寺王孫甑

毛公鼎



を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
対
応
す
る
和
訓
は
自
然
に
「
よ
し
」
と
い

う
形
{
谷
詞
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
説
文
解
字
』
の
説
く
よ
う
に
「
士
」

と
「
口
」
の
会
意
文
字
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
別
に
示
す
よ
う
に
「
華

山
廟
碑
L
 
に
「
吉
」
が
見
ら
れ
る
の
で
、
「
吉
」
も
「
吉
」
の
一
異
体

字
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
一
部
に
、
こ
と
人
名
に
関

す
る
限
り
、
「
吉
」
は
も
っ
ぱ
ら
音
読
み
の
キ
チ
・
キ
ツ
、
「
吉
」
は

訓
読
み
の
「
よ
し
」
と
固
く
信
じ
て
い
る
人
が
あ
っ
て
、
吉
田
吉
太

郎
(
よ
し
だ
.
き
ち
た
ろ
う
)
と
い
う
よ
う
な
表
札
や
名
刺
を
見
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
。
電
話
帳
も
現
在
で
は
「
吉
」
一
本
に
し
て
い

る
が
、
以
前
は
両
字
を
別
項
に
し
て
い
た
。
こ
う
い
う
分
け
方
が
一

般
に
支
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
吉
川
L
 
は
キ
ッ
カ
ワ
、
「
吉
川
L
 
は
ヨ

シ
カ
ワ
と
は
っ
き
り
区
別
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し

た
よ
う
に
根
拠
を
持
た
ぬ
一
部
の
慣
用
に
過
ぎ
な
い
。
「
島
L
の
異
体

字
「
嶋
L
「
嶌
L
「
.
」
を
そ
れ
ぞ
れ
読
み
分
け
、
使
い
分
け
る
こ
と

が
な
い
の
と
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
固
有
名
詞
と
し
て
、

当
事
者
や
当
該
地
域
の
人
々
が
ど
の
字
を
用
い
る
か
、
あ
る
い
は
書

法
と
し
て
書
家
が
ど
れ
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に
限
ら
れ
る
の
で
あ

る
0

漢
字
に
は
、
一
点
一
画
の
増
減
、
点
画
の
位
置
、
画
の
長
短
、

ハ

ネ
の
有
無
な
ど
が
、
伝
達
機
能
の
上
で
不
問
に
付
し
得
る
も
の
と
、

そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
0
 
「
土
L
 
と
「
土
」
、
「
吉
」
と
「
吉
L
、

「
京
L
 
と
「
亰
」
は
前
者
に
属
し
、
「
末
」
と
「
末
」
、
「
干
」
と
「
于
L
、

「
王
」
と
「
玉
」
、
「
円
」
と
「
丹
」
は
後
者
に
属
す
る
。

文
字
の
世
界
に
は
こ
の
よ
う
に
正
用
と
誤
用
の
雇
の
基
準
が
あ

り
、
正
誤
の
中
間
に
、
慣
用
に
ょ
る
通
用
と
俗
用
が
あ
る
。
し
か
し
、

日
本
に
お
け
る
文
字
・
表
記
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
最
も
特
徴
的
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
欧
米
諸
言
語
に
見
ら
れ
る
,
,
又
昔
0
等
§
气
、

(
正
書
法
)
と
い
う
観
念
が
定
立
し
に
く
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
端

的
に
言
っ
て
、
個
々
の
語
を
特
定
の
固
定
し
た
文
字
列
で
表
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
規
範
意
識
が
な
い
の
で
あ
る
。
①
人

②
ひ
と
③
ヒ
ト
④
三
8
の
ど
れ
で
も
よ
い
と
さ
え
一
言
え
る
。
(
通

常
③
は
学
名
と
し
て
の
ゞ
0
ヨ
0
、
、
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
使
わ

れ
、
④
は
日
本
語
の
教
科
書
や
辞
書
に
し
か
使
わ
れ
な
い
)

し
か
し
、
正
書
法
と
い
う
観
念
の
強
い
欧
米
に
お
い
て
も
固
有
名

詞
は
適
用
外
で
あ
っ
て
、
,
ヤ
ご
昂
1
m
ず
g
円
五
、
、
な
ど
の
ス
ペ
ル
の

名
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
い
や
、
実
は
固
有
名
詞
こ
そ
特
殊
で
は
あ

る
が
、
一
族
一
名
、
一
人
一
名
、
一
所
一
名
の
ス
ペ
ル
を
持
っ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
語
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
正
害
法
が
貫
徹
さ

れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

戸
籍
に
使
わ
れ
た
漢
字
に
つ
い
て
法
務
省
は
、
従
来
の
手
続
き
を

変
更
し
て
、
本
年
四
月
一
日
か
ら
本
人
の
申
し
出
な
し
に
、
結
婚
な

ど
で
新
戸
籍
を
作
る
場
貪
原
則
と
し
て
市
区
町
村
の
窓
口
の
職
権

で
俗
字
や
誤
字
を
正
字
に
改
め
る
こ
と
に
し
、
あ
わ
せ
て
例
外
的
に

使
え
る
「
高
L
「
舘
」
な
ど
の
俗
字
一
五
字
と
「
辻
L
「
祇
」
「
鴬
L
 
な

ど
の
通
用
字
一
四
二
字
、
合
計
一
五
七
字
を
指
定
し
、
発
表
し
た
。

こ
の
新
し
い
措
置
は
、
当
用
漢
字
表
(
一
九
四
六
年
)
、
常
用
漢
字
表

舗



(
一
九
八
一
年
)
、
人
名
用
漢
字
別
表
(
同
前
)
な
ど
の
施
行
と
慣
行

の
経
過
を
見
た
上
で
の
柔
軟
憲
度
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
か

つ
ま
た
戸
籍
事
務
の
電
算
化
と
い
う
近
末
来
の
変
革
を
目
指
し
た
新

し
い
対
応
と
し
て
歓
迎
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

誤
字
と
い
う
の
は
「
逹
L
「
初
L
「
博
」
な
ど
で
、
そ
れ
ぞ
れ
正
字

は
「
達
」
「
初
」
「
博
L
 
で
あ
る
。
手
書
き
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う

な
単
字
の
誤
字
が
少
な
か
ら
ず
届
書
に
見
ら
れ
る
そ
う
で
、
現
に
法

務
省
の
六
万
世
帯
サ
ン
プ
ル
調
査
で
も
、
約
三
0
%
の
戸
籍
甑
字

な
ど
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
俗
字
の
概
念
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
「
俗
」

は
「
大
衆
的
、
通
行
的
L
 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
世
間
で
用
い

^
^
^
^
俸
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
(
^
(
翻
一
、
^
^
・
^
^

、
諌
卿
屑
拳
麹
錆
藷
鞘
拠
遡
腿
歎
鑓
滅
脂
澱
迦
刺
樋
蔽
^
餅
莱
蝋

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
》
.
)
)
)
)

唖
温
餌
迦
鞄
翰
侠
^
柁
巷
)
薯
醤
蜂
曾
(
樽
槌
擢
屠
栖
蝿
叛
瀕
頬
儲
猷
籠

唖
溢
餌
迦
抱
翰
侠
櫛
倦
巷
鯖
薯
醤
蝋
凱
騨
樽
槌
掲
屠
徳
楢
蝿
叛
瀕
煩
儲
哉
篭

ら
れ
る
正
格
で
な
い
文
字
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
の
唐
代
に

成
っ
た
『
干
禄
字
声
は
、
約
八
0
0
の
漢
字
に
つ
い
て
、
字
体
の

正
通
俗
を
示
し
た
字
体
字
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
漢
字
の
正
し
い
字

体
の
基
準
の
習
得
を
図
り
、
も
っ
て
「
禄
を
干
(
も
と
)
め
し
む
る
」

も
の
と
し
て
、
長
ら
く
官
吏
登
庸
試
験
の
受
験
者
な
ど
に
愛
用
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
字
書
に
い
う
正
通
俗
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
来
歴

が
明
確
で
、
著
作
な
ど
に
用
い
る
字
L
「
長
い
間
通
用
さ
れ
、
公
文
書

な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
字
L
「
日
常
使
用
さ
れ
る
字
で
、
後
世
造
ら
れ

た
も
の
」
で
あ
っ
て
、
現
代
の
概
念
と
は
小
ノ
し
異
な
る
。
し
か
し
、

後
世
の
『
康
煕
字
典
』
も
こ
の
字
書
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
の

で
、
字
体
に
つ
い
て
は
重
み
の
あ
る
字
書
で
あ
る
。
い
ま
、

表1 氏名に用いることのできる俗字

氏名に用いることのできる俗字俵1)
J

鈎(絢)舘(鎚)梅(橋)棄傑う高(高)
;嵜(崎)崎(崎)昇(昇)舩細)兎(菟)
'渕(加)柳御)寳()演(淘遷隨)

<注>カッコ内のものは、つながわを赤すた,

、'岡,岡儲興

めキに添え允康煕宇典体^ある。

表2 通用字体に準じて整理した字体

穐艇)鯵)飴^(逢)
1王(迂) 欝(鶴厩(劇噂

襖()鴬(鷲)鴎野百(焔)
蛎()撹()葛"毎(張)
噛(惜)澗(澗)潅
翫(翫)徽触)祇
饗(饗)僅(僅)躯
祁(和繋(期頚
捲縄)鹸()諺
"蔵)榊繍)薩
讃徽)繍繍)酋
哨傾)廠(廠)蒋
蝕(蝕)逗(逗)摺
煽鵠)賎鱗)噌
掻儀)痩(鋤遜
黛繍)蛸鴬)辿 コ

箪(撞)瀦(瀦)捗(捗ゾ
)ミと(辻【掴

填 堵)真頁(顧
).本寿( 涛砺で礪
)謎(遁て遁 灘
)^),1言(這祢(

箸(箸)溌(
謬逼(逼)桧(桧)

<注>カッコ内のものは、つな力工りを氷すブヒ

めに添えた康煕宇典体の涙宇で、法務

告力S゛正宇.とするもの。

俗字・通用字

薮)鑓)愈俄)
漣健)煉鯨)榔(櫛



平
靜

,
ム
心
~
急
上
中
雨
下
正
,
9
イ
俺

河
,
耳
者
竝
同
他
皆
放
此

勿
功
跡
尋
家
藁
叢

筒
笛
1
上
通
重
重
1
器

筒
笛
、
^
正
童
重
^
鍾
工

k
「
六
下
正
、
V
 
イ
下
億
僕

と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、

表
2
の
「
通
用
字
体
に
準
じ
て
整
理

し
た
字
体
L
 
に
つ
ぃ
て
考
え
て
み
ょ
う
。
こ
の
一
四
二
字
は
、
常
用

漢
字
を
部
分
と
し
て
有
す
る
表
外
字
(
常
用
漢
字
表
に
な
い
漢
字
)

に
つ
ぃ
て
、
民
問
で
行
わ
れ
て
い
る
通
用
字
体
を
認
め
よ
う
と
す
る

)し

考
え
に
基
づ
い
た
措
置
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
檜
」
は
表
外
字
で
あ

る
た
め
、
字
体
は
一
切
変
更
な
く
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の

に
、
旧
字
「
會
」
が
常
用
漢
字
表
の
中
で
は
「
会
」
(
か
つ
て
の
当
用

漢
字
字
体
表
に
ょ
る
)
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
世
問
で
労
を
新
字

体
に
し
た
「
桧
L
 
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
一
四
二
字
の

大
半
が
表
外
字
で
あ
る
た
め
、
基
準
と
し
て
は
上
述
の
康
煕
字
典
の

ま
ま
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
二
0
0
0
字
近
く
の
基
本
的

な
常
用
漢
字
が
当
用
漢
字
の
施
行
以
来
四
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
使

わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
人
々
は
そ
の
定
着
し
た
新
字
体
を

表
外
字
に
も
推
し
及
ぽ
し
て
適
用
し
て
し
ま
い
、
徐
々
に
広
く
行
わ

正
字
・
通
用
字
・
俗
字
に
つ
い
て

簡
単
に
図
示
す
る
と
、
上
の
よ
う
に

な
る今

回
、
法
務
省
の
指
定
し
た
表
1

の
俗
字
一
五
字
は
、
大
半
が
一
般
の

漢
和
辞
典
に
も
「
俗
字
L
 
と
記
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
崎
」
「
嵜
」

の
よ
う
な
字
は
専
門
的
に
は
異
体
字

,
4

正字(辻)

通用字(辻)

俗字(高)

誤字(達)
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士
0同

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
が
し
に
、
肖
が
肖
に
、
歩
が
歩

に
、
彦
が
彦
に
、
青
が
青
に
、
羽
が
羽
に
、
者
が
者
に
、
柬
が
東
に
、

負
が
食
に
、
示
が
ネ
に
と
い
う
よ
う
に
変
わ
っ
た
た
め
に
、
類
推
に

よ
っ
て
、
哨
を
哨
、
堵
を
堵
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
獨

か
独
と
な
っ
た
た
め
に
、
濁
を
洩
と
し
た
り
、
採
が
採
と
な
っ
た
た

め
に
、
宋
を
采
と
し
た
り
す
る
の
も
、
今
回
の
措
置
と
は
無
関
係
で

は
あ
る
が
、
や
は
り
質
的
に
は
同
じ
誤
り
で
あ
る
J
 
「
辻
L
 
は
日
本

で
造
ら
れ
た
国
字
で
あ
る
た
め
に
康
煕
字
典
に
は
載
っ
て
い
な
い

か
、
一
般
の
シ
ン
ニ
ユ
ウ
の
例
に
な
ら
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
今
回
の

゛
>
、

措
置
を
見
て
も
、
漢
字
の
規
範
と
し
て
『
康
煕
字
典
」
が
い
か
に
大

き
な
影
響
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
明
治
以
降
、

わ
が
国
で
刊
行
さ
れ
た
漢
和
辞
典
の
ほ
と
ん
ど
が
、
部
首
の
立
て
方
、

字
体
、
漢
字
の
排
列
な
ど
、
そ
の
全
体
を
『
康
煕
字
典
』
か
ら
直
接

学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
に
当
用
漢
字
字
体
表
が
告
示
さ
れ
た
と
き
に
、
据
え

置
か
れ
た
表
外
字
に
新
字
体
か
ら
の
類
推
の
力
が
波
及
す
る
こ
と
は

す
で
に
予
測
さ
れ
た
。
表
外
字
の
命
運
が
、
字
形
の
面
で
は
当
用
漢

字
や
常
用
漢
字
に
ょ
っ
て
、
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
法
務
省
の
措

置
は
こ
の
よ
う
な
予
測
が
的
中
し
た
現
時
点
で
の
必
要
な
調
整
作
業

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
一
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
大
学
文
学
部
教
授

為
名
"
;
、
*
*
.
'
1
h
捫
,
誕

^
豊
戯
鳥
側
厳
氏
卓
血
一
苛
一
貞
鼻
亨
.
一
ι
一
"
P
黄
.
、

ι
'
豊
工
卓
'
書
^
巷
'
乳
就
゛
^
叉
丈
旺
3
 
胤
訂

宇
、
畳
集
上
 
n
郁
三
貧
玉
個
文
書

圭t.各瓢景"
'""乳悼n

熈貞'ι,

危峡

1式冥'"..4f"駒","特掛劉 1 連1゛叫§青

為薗、* 字"璽各●チ1負一智制"
子噐 於'"妾','"よ昏
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n
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,,1 争告量曼
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吋

雌ι
費闇
高骨

吊
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囲
地
球
環
境
問
題
の
現
在
と
近
未
来

住
民
の
,
識

京
都
市
の
岩
倉
に
あ
る
一
条
山
は
、
行
政
・
企
業
・
住
民
の
問
で

あ
ら
そ
わ
れ
る
環
境
問
題
の
典
型
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
最
近
全
国

的
に
有
名
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
こ
の
山
は
、
御
承
知
の
か
た
も
多

い
と
思
う
が
、
企
業
側
の
違
法
開
発
を
行
政
側
が
追
認
す
る
形
に
な

つ
て
い
る
こ
と
を
不
服
と
し
て
、
住
民
の
有
志
が
京
都
市
に
異
議
申

し
立
て
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
現
場
は
、
す
で
に
十
年
近
く
に

わ
た
っ
て
工
事
が
中
断
さ
れ
、
小
山
の
頂
上
部
以
外
は
む
き
出
し
に

な
っ
た
士
石
の
壁
が
、
緑
濃
い
岩
倉
地
域
の
中
で
異
様
な
姿
を
さ
ら

し
続
け
て
い
る
。

筆
者
は
い
つ
も
、
こ
の
山
の
麓
を
と
お
っ
て
同
志
社
大
学
ま
で
出

勤
し
て
い
る
の
だ
が
、
最
初
に
こ
の
山
を
見
た
と
き
の
衝
撃
に
比
べ

れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
何
も
感
じ
な
く
な
っ
て
い
る
最
近
の
自
分
に
気
づ

い
て
、
と
き
ど
き
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
。
身
近
な
環
境
問
題
の
中
で
、

も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
の
は
こ
の
よ
う
な
意
識
の
風
化
と
咸
全
見
の
ま
ひ

だ
と
言
え
よ
う
。

一
条
山
の
麓
か
ら
ひ
と
山
越
え
る
と
、
洛
北
の
風
景
の
名
所
で
あ

る
深
泥
ケ
池
が
あ
る
。
こ
の
冬
も
、
た
く
さ
ん
の
カ
モ
た
ち
が
静
か

に
群
れ
て
ぃ
る
こ
の
池
は
、
散
策
の
場
所
と
し
て
だ
け
で
な
く
数
万

年
に
わ
た
っ
て
残
存
し
て
い
る
氷
河
時
代
の
生
物
群
落
と
し
て
も
名

高
い
。
こ
れ
ま
で
こ
の
池
は
、
近
く
に
あ
る
病
院
か
ら
の
汚
水
の
流

入
に
ょ
っ
て
生
物
相
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
来
た
も

の
の
、
か
な
り
の
部
分
は
良
好
に
保
た
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
だ
が
、
岩
倉
地
域
の
開
発
と
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
池
の

ほ
と
り
を
走
る
道
路
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
り
、
場
合
に
ょ
っ
て
は

光
田
重
幸
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多
量
の
士
砂
が
池
に
流
入
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
ぃ
る
。
こ
の
道
も

筆
者
は
と
き
ど
き
通
っ
て
い
る
の
だ
が
、
バ
ス
以
外
の
大
型
車
を
通

゛
＼ノ

行
止
め
に
し
て
し
ま
え
ば
、
現
状
の
ま
ま
で
も
そ
れ
ほ
ど
渋
滞
が
お

こ
る
と
は
田
心
え
な
い
。
そ
れ
で
も
不
便
な
ら
、
池
の
ほ
と
り
の
部
分

だ
け
、
環
境
保
護
の
た
め
に
有
料
道
路
化
し
た
ほ
う
が
、
通
行
す
る

人
の
意
識
も
向
上
し
、
ず
っ
と
よ
い
だ
ろ
う
。
生
活
道
路
を
有
料
化

で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
池
の
ほ
と
り
に
住
む
人
以
外
は
、
宝
ケ

池
方
面
の
う
回
路
を
使
え
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
こ

と
で
は
な
い
。
京
都
市
が
全
国
に
先
が
け
て
環
境
保
護
有
料
道
路
構

想
を
う
ち
だ
せ
ば
、
深
泥
ケ
池
問
題
も
こ
こ
ま
で
は
こ
じ
れ
な
か
っ

た
と
思
う
の
だ
が
、

し
カ
カ
カ

地
球
環
境
問
題
は
、
温
暖
化
に
と
も
な
う
超
国
家
的
な
次
元
か
ら
、

日
常
生
活
の
こ
ま
か
な
注
意
ま
で
、
す
べ
て
が
か
ら
み
あ
っ
た
複
雑

き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
国
家
間
や
企
業
間
の
政

策
や
利
害
の
か
け
ひ
き
が
当
然
っ
い
て
ま
わ
る
。
し
か
し
、
問
題
解

決
の
成
否
は
、
少
な
く
と
も
民
主
国
家
に
お
い
て
は
、
住
民
の
意
識

の
あ
り
方
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
ょ
い
た
ろ

う
。
欧
米
で
は
、
こ
れ
は
市
民
革
命
に
近
い
形
で
動
い
て
い
る
の
だ

が
権
利
と
義
務
を
も
っ
た
市
民
の
自
覚
に
乏
し
い
東
ア
ジ
ア
で
は
、

そ
の
ま
ま
の
方
法
が
と
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
る

こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

温
暖
化
対
策

地
球
温
暖
化
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
二
酸
化
炭
素
と
メ
タ
ン
ガ
ス

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
科
学
的
に
言
う
と
、
そ
れ
だ
け
が
主
要

因
と
は
言
え
な
い
。
地
球
の
温
暖
化
は
、
過
去
の
歴
史
か
ら
見
る
と
、

そ
の
作
用
機
構
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
太
陽
の
黒
の
増
加

と
密
接
に
関
連
し
て
い
て
、
現
在
は
そ
の
時
期
に
あ
た
っ
て
ぃ
る
。

し
か
し
、
話
は
多
少
や
や
こ
し
く
な
る
が
、
過
去
十
六
万
年
間
の
氷

の
中
に
と
じ
こ
め
ら
れ
た
気
泡
を
分
析
す
る
と
、
過
去
の
温
暖
期
に

は
必
ず
二
酸
化
炭
素
濃
度
が
上
昇
し
て
お
り
、
か
り
に
太
陽
の
黒
点

が
関
与
し
て
い
る
と
し
て
も
、
二
酸
化
炭
素
な
ど
が
直
接
の
主
原
因

で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
の
二
酸
化
炭
素
の
大
気
中
の

濃
度
は
、
都
市
か
ら
排
出
さ
れ
る
分
の
一
時
的
な
影
響
が
ほ
と
ん
ど

無
視
で
き
る
ハ
ワ
イ
の
マ
ウ
ナ
・
ロ
ア
で
の
観
測
で
は
、
一
九
五
八

＼ノ

年
か
ら
ほ
ぽ
工
疋
の
ぺ
ー
ス
で
増
加
を
続
け
て
ぃ
る
。
つ
ま
り
、
太

陽
の
黒
点
が
原
因
で
あ
る
と
す
る
一
言
い
方
は
、
現
実
的
に
は
論
理
の

す
り
か
え
に
近
い
表
現
に
な
る
と
い
ぇ
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
ほ
ん
と
う
に
地
球
は
温
暖
化
し
て
い
る
の
か
。
ほ
と
ん
ど

の
読
者
は
、
日
常
経
験
か
ら
そ
う
だ
と
思
っ
だ
ろ
う
、
こ
ん
な
疑
問

は
愚
問
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
気
候
は
一
様
に
変
化

す
る
も
の
で
は
な
く
、
何
年
間
か
の
デ
ー
タ
を
移
動
平
均
と
い
う
方

法
で
分
析
し
た
結
果
そ
の
全
体
の
傾
向
が
判
断
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
は
異
常
気
象
が
地
球
上
の
い
た
る
と
こ
ろ
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で
お
こ
り
は
じ
め
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
デ
ー
タ
の
上
か
ら
温

暖
化
し
て
い
る
と
は
、
必
ず
し
も
一
言
え
な
い
。

だ
が
、
そ
う
い
う
分
析
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
、
昔
は
日
本
で
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
熱
帯
系
の
生
物
が
、
都
市
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
(
し

た
が
っ
て
、
都
会
の
排
出
熱
に
ょ
ら
な
い
)
所
で
も
生
育
し
は
じ
め

て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
現
象
は
、
風
に
の
っ
て
胞
子
が

飛
来
す
る
可
能
性
が
高
い
シ
ダ
植
物
や
キ
ノ
コ
で
顕
著
で
あ
る
。
沖

縄
の
西
表
島
で
純
熱
帯
植
物
で
あ
る
ギ
ン
プ
ン
ワ
ラ
ビ
が
見
っ
か
っ

た
の
は
、
昭
和
四
十
年
代
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
造
成
地
な
ど
を

好
ん
で
は
え
る
雑
草
の
一
種
で
、
人
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
は
え

る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
見
落
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず

あ
り
え
な
い
。
い
ま
で
は
、
こ
の
ギ
ン
プ
ン
ワ
ラ
ビ
は
、
奄
美
大
島

ま
で
北
上
し
て
ぃ
る
。
キ
ノ
コ
の
ニ
オ
ウ
シ
メ
ジ
は
巨
大
に
な
り
、

畑
や
道
ば
た
に
は
え
る
の
で
、
見
っ
か
れ
ぱ
必
ず
話
題
に
な
る
熱
帯

性
の
キ
ノ
コ
だ
が
、
い
ま
で
は
群
馬
県
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

他
に
ビ
ロ
ー
ド
エ
ノ
キ
タ
ケ
な
ど
の
数
種
の
キ
ノ
コ
は
、
昔
は
ほ
と

ん
ど
見
な
か
っ
た
の
に
と
菌
類
学
者
が
首
を
か
し
げ
る
ほ
ど
、
最
近

は
各
地
で
報
告
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
生
物
た

ち
こ
そ
、
何
よ
り
の
生
き
た
証
拠
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

地
球
の
温
暖
化
対
策
と
し
て
必
ず
問
題
に
な
る
の
が
、
国
ご
と
の

総
排
出
量
規
制
か
、
人
口
ひ
と
り
あ
た
り
の
規
制
か
と
い
う
問
題
と
、

原
子
力
を
含
め
た
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
で
あ
る
。
先
進
国
と
さ

れ
る
国
は
、
技
術
力
に
ょ
っ
て
二
酸
化
炭
素
を
回
収
で
き
る
と
い
う

目
算
が
あ
る
の
で
、
総
排
出
量
規
制
を
主
張
す
る
傾
向
が
あ
る
の
だ

゛
)
、

法
の
も
と
で
の
各
人
の
平
等
を
憲
法
と
す
る
主
権
国
家
が
、
そ

力の
原
理
を
国
際
法
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
広
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、

な
ん
と
も
目
先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
の
印
象
を
ま
ぬ
が
れ

な
い
。
ま
た
、
こ
の
総
排
出
量
規
制
は
、
あ
き
ら
か
に
新
た
な
南
北

問
題
に
発
展
す
る
可
能
性
が
高
く
、
長
期
的
に
見
る
と
、
け
っ
し
て

得
策
で
は
な
い
。
そ
れ
は
政
府
レ
ベ
ル
で
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
は

ず
だ
が
、
現
在
は
技
禦
確
立
す
る
ま
で
、
少
し
で
も
時
問
を
か
せ

ぎ
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
微
妙
な
タ
イ
ミ
ン

グ
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
輸
出
国
の
政
府
や
住
民
の
意
識
の
変
化
次
第
で

は
、
大
き
な
こ
じ
れ
を
将
来
に
残
す
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
と
は
、
常
識
的
に
は
、
発
展
途
上
国
の
住
民
の
ほ
と
ん
ど
に
テ

レ
ビ
や
洗
濯
機
が
普
及
し
た
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
先
進
国
と
り
わ
け
日

本
の
O
D
A
な
ど
の
や
り
方
が
現
地
住
民
の
反
発
を
か
う
よ
う
に
現

地
の
意
識
が
高
ま
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
も
お
こ
り
え
る
だ
ろ

う

代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
原
子
カ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
は
じ
ま
る

こ
と
は
、
日
本
で
は
温
暖
化
問
題
が
表
面
化
し
た
時
点
で
、
は
っ
き

り
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
市
民
が
吉
隻
に
関
与
で
き
な
い

放
射
性
物
質
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
国
家
の
管
理
下
に
置
く
と
い

う
こ
と
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
塩
を
専
売
に
し
た
の
と
同
じ

く
ら
い
の
意
義
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
国
民

操
作
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
同
等
の
意
義
を
も
ち
う
る
だ
ろ
う
。
だ
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た
と
え
ば
、
若
狭
の
原
発
が
冬
場
に
メ
ル
ト
.
ダ
ウ
ン
し
て
し

ま
え
ば
、
シ
ベ
り
ア
か
ら
の
北
風
に
乗
っ
て
多
量
の
放
射
性
物
質
が

琵
琶
湖
に
落
下
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
す
る
と
、
琵
琶
湖
で
の

漁
業
は
、
た
と
え
そ
の
汚
染
濃
度
が
危
険
レ
ベ
ル
以
下
で
も
、
成
り

た
た
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぱ
か
り
か
、
琵
琶
湖
の
水
を
飲
ん
で

い
る
京
都
市
や
大
阪
市
は
、
と
て
も
経
済
活
動
だ
、
文
化
活
動
だ
な

ど
と
言
っ
て
い
る
状
況
で
は
な
く
な
り
、
住
民
は
移
動
し
、
ま
っ
た

生
ち

く
さ
び
れ
た
都
市
に
な
る
だ
ろ
う
。
安
全
な
の
は
、
名
高
い
大
和
川

の
悪
水
を
飲
ん
で
い
る
堺
市
以
南
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
原
子

力
発
電
所
を
持
っ
た
社
会
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
そ
れ
ほ
ど
危
機
的

な
状
況
下
に
あ
る
。

電
カ
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
ほ
ん
と
う
に
足
り
な
い
の
か
。
現
時
点
で

は
、
足
り
な
い
の
は
、
夏
場
の
一
時
期
だ
け
、
そ
れ
も
都
会
に
限
ら

れ
て
い
る
。
だ
が
、
日
本
の
水
力
発
電
は
、
ダ
ム
の
士
砂
堆
積
量
か

ら
計
算
す
る
と
、
二
十
一
世
紀
に
は
期
待
で
き
な
く
な
る
。
新
し
い

ダ
ム
は
、
立
地
条
件
や
環
境
保
全
上
作
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
火

力
発
電
の
う
ち
石
油
系
燃
料
を
用
い
る
の
は
、
戦
時
の
り
ス
ク
が
大

き
い
(
石
油
の
埋
蔵
量
に
つ
い
て
ょ
く
一
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
推
定
値

は
い
つ
も
変
わ
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
あ
て
に
な
ら
な
い
)
。
石
炭
系

は
、
大
量
の
二
酸
化
炭
素
や
有
害
ガ
ス
を
発
生
し
、
し
か
も
効
率
が

悪
い
。
太
陽
電
池
は
、
ど
ん
な
に
性
能
が
向
上
し
て
も
、
家
庭
用
も

し
く
は
予
備
と
し
て
し
か
使
え
な
い
と
い
う
予
想
が
支
配
的
で
あ

る
。
核
融
合
に
ょ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
放
射
性
物
質
を
出
さ
な
い
点

゛
)
、

力

で
理
想
的
で
は
あ
る
が
、
莫
大
な
予
算
を
食
う
し
、
し
か
も
現
実
化

の
メ
ド
は
ま
っ
た
く
立
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
状
況
は
八
方
ふ
さ
が
り
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
じ
つ
は
、
あ
く
ま
で
発
展
的
思
考
法
を
捨
て
き
れ
な
い
か
ら

な
の
だ
。
そ
れ
と
、
か
つ
て
の
ス
ギ
植
林
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
日

本
人
特
有
(
た
だ
し
、
ア
イ
ヌ
系
は
除
く
)
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
ま

で
の
単
一
思
考
が
輪
を
か
け
て
い
る
。
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産
方

法
に
一
長
一
短
が
あ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
。
多
方
式
に
た
よ
っ
た
ほ

う
が
、
コ
ス
ト
は
多
少
一
局
く
つ
い
て
も
、
経
済
変
動
に
ょ
る
り
ス
ク

は
少
な
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
こ
れ
以
上
の
経
済
発
展

を
日
本
が
望
む
と
し
た
ら
、
技
術
開
発
主
導
型
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
だ
ろ
う
し
、
生
産
は
海
外
中
心
に
な
る
。
加
え
て
、
省
電
力
型
の

機
器
や
使
用
方
法
を
国
民
に
普
及
さ
せ
た
ほ
う
が
、
は
る
か
に
賢
い

と
筆
者
は
考
え
る
。
原
子
力
発
電
に
ょ
る
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
は
、

総
発
電
量
の
二
割
も
あ
れ
ば
、
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
個
人

が
電
力
を
生
産
し
売
る
権
利
を
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
部
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
で
も
早
く
合
法
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
を
暗
黙
の
う
ち
に
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
化
し
て
い

る
現
状
こ
そ
が
、
ま
ず
打
開
さ
れ
な
け
れ
ぱ
話
に
な
ら
な
い
。

水
に
流
す
文
化

か
な
り
シ
リ
ア
ス
な
問
題
が
っ
づ
い
た
の
で
、
こ
こ
で
少
し
視
点
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を
変
え
よ
う
。

外
国
の
乾
燥
気
候
地
帯
で
仕
事
を
す
る
こ
と
の
多
い
筆
者
は
、

い

つ
の
ま
に
か
風
呂
の
な
い
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
。
も
と
も
と
風

呂
は
と
く
に
好
き
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
苦
労
し
た
覚

え
も
な
い
の
だ
が
、
日
本
で
も
沖
縄
の
人
た
ち
は
風
呂
よ
り
も
シ
ャ

ワ
1
を
好
む
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
特
異
だ
と
い
う
自
覚
は
、
今
も
な
い
。

こ
の
三
年
問
ほ
ど
、
同
志
社
女
子
大
で
講
義
し
て
い
る
の
だ
が
、
学

生
の
私
に
対
す
る
反
応
を
観
察
し
て
い
る
と
、
な
か
な
か
面
白
い
0

初
対
面
の
と
き
は
、
み
な
じ
ろ
じ
ろ
と
私
を
遠
ま
き
に
観
察
し
て
い

る
。
た
ぶ
ん
、
う
す
ぎ
た
な
い
先
生
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
状
況
下
で
、
私
は
つ
と
め
て
、
理
路
整
然
と
し

た
、
で
き
る
だ
け
格
調
の
高
い
話
を
す
る
。

二
回
目
は
、
一
転
し
て
、
か
な
り
エ
ッ
チ
な
話
や
、
彼
女
た
ち
が

高
校
の
と
き
に
好
ん
で
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
コ
ミ
ッ
ク
誌
な
ど
の
内

{
谷
を
と
り
あ
げ
る
。
す
る
と
、
彼
女
た
ち
は
、
そ
の
落
差
に
一
瞬
と

ま
ど
う
よ
う
だ
が
、
ま
ち
が
い
な
く
二
回
目
の
私
が
素
顔
だ
と
思
う

よ
う
だ
(
筆
者
は
も
と
も
と
不
器
用
で
、
一
回
目
の
私
が
素
顔
に
近

い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
)
。
教
室
で
の
彼
女
た
ち
の
お
し
ゃ
べ
リ

は
、
こ
の
相
互
の
誤
解
で
ぴ
た
り
と
や
む
か
ら
、
お
も
し
ろ
い
0

日
本
の
店
先
で
、
店
員
が
パ
ン
を
手
づ
か
み
で
袋
に
い
れ
た
ら
、

0
＼ノ

み
ん
な
眉
を
ひ
そ
め
る
だ
ろ
う
。
乾
燥
気
候
下
の
国
で
は
、
そ
ん
な

こ
と
は
ま
っ
た
く
気
に
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
私
は
病
気
を
し
た
こ

と
も
な
い
。
で
は
、
日
本
人
の
手
指
の
ほ
う
が
、
彼
ら
彼
女
た
ち
ょ

り
不
潔
か
と
い
う
と
、
と
う
て
い
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

、

、

、

、

た
だ
、
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
支
配
し
て
い
る
だ

け
の
こ
と
な
の
だ
。

一
方
で
筆
者
は
、
無
菌
室
で
の
培
養
と
い
う
バ
イ
オ
を
手
が
け
て

る
の
で
、
朝
シ
ャ
ン
を
し
た
女
子
学
生
で
実
験
を
し
た
こ
と
が
あ

いる
。
清
潔
そ
う
な
学
生
の
髮
を
一
本
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
無
菌
の
培

地
上
に
置
く
の
だ
。
す
る
と
、
三
日
後
に
は
、
そ
の
髪
の
付
近
か
ら
、

お
び
た
だ
し
た
カ
ビ
が
発
生
す
る

0

こ
う
し
て
、
清
潔
の
き
わ
み
に
身
を
置
い
た
筆
者
は
、
彼
女
た
ち

の
清
潔
さ
を
、
い
つ
も
ひ
や
や
か
な
気
持
ち
で
見
て
い
る
と
い
う
わ

)し

ナ
゛
,
L
O

刑
事
コ
ロ
ン
ボ
と
ま
で
は
行
か
な
く
て
も
、
多
少
の
「
不
潔
さ
」

は
人
を
安
心
さ
せ
る
。
そ
の
状
態
で
し
ゃ
べ
っ
た
内
容
は
、
か
な
り

の
場
合
、
よ
り
深
く
人
の
意
識
に
ひ
そ
み
う
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係

は
、
幼
児
期
に
ほ
と
ん
ど
の
人
が
経
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら

だ
。
そ
れ
は
、
ま
だ
思
春
期
を
抜
け
き
っ
て
い
な
い
彼
女
た
ち
一
回

生
に
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
有
効
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
三
年
間
で

筆
者
は
体
験
し
た
。

文
明
は
、
そ
の
栄
え
た
の
と
同
じ
原
因
に
ょ
っ
て
滅
ぶ
、
と
よ
く

一
言
わ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
日
本
経
済
が
発
展
し
た
の
は
、
国
民
の
勤
勉

さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
よ
く
規
格
管
理
さ
れ
た
生
産
シ
ス
テ
ム
(
そ

れ
を
さ
さ
え
て
い
た
の
は
、
自
己
主
張
を
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
全
体
に

合
流
す
る
国
民
性
と
、
水
で
清
め
た
よ
う
に
日
々
新
た
な
活
動
を
貴
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し
と
す
る
労
働
者
の
気
質
で
あ
る
)
に
ょ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ

の
気
質
は
、
一
方
で
は
、
台
所
か
ら
工
場
ま
で
、
す
べ
て
の
廃
棄
物

を
た
だ
棄
て
去
れ
ば
良
い
と
い
う
感
覚
を
、
は
じ
め
の
う
ち
は
伴
っ

て
い
た
。

ム
ロ
所
か
ら
出
る
ゴ
ミ
の
う
ち
、
野
菜
く
ず
や
ゴ
ハ
ン
つ
ぶ
の
よ
う

＼ノ

な
有
機
物
は
、
下
水
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
と
バ
ク
テ
リ
ア
や
ラ
ン
藻

の
爆
発
的
な
発
生
を
呼
び
、
水
中
の
酸
素
を
消
費
し
て
し
ま
う
。
汚

水
処
理
場
で
は
、
そ
の
浄
化
と
酸
素
供
給
の
た
め
に
、
莫
大
な
上
水

を
ま
ぜ
て
か
ら
河
川
に
放
出
し
て
ぃ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
梳
し
口

に
使
い
古
し
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
を
セ
ッ
ト
し
て
、
有
機
物
を
こ
す
と

い
う
単
純
な
心
が
け
で
、
状
況
は
か
な
り
改
善
さ
れ
る
。
ー
と
い

う
話
を
す
る
と
、
彼
女
た
ち
は
真
剣
に
き
い
て
い
る

筆
者
は
数
年
前
、
タ
イ
の
サ
コ
ン
・
ナ
コ
ン
と
い
う
小
村
を
訪
ね

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
付
近
一
帯
は
、
数
千
年
前
に
焼
畑
農
耕
で
栄

え
た
集
落
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

市
場
に
行
く
と
、
ト
リ
肉
や
ナ
マ
ズ
を
売
っ
て
ぃ
る
女
性
た
ち
が
、

カ
ラ
ー
.
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
の
す
ば
ら
し
い
服
を
肴
宝
石
の
ピ
ア

ス
を
し
て
い
る
。
あ
た
り
を
見
る
と
、
買
物
客
の
女
性
も
同
様
に
、

見
事
な
お
し
ゃ
れ
の
盛
見
を
も
っ
て
い
た
。
1
文
明
は
滅
ん
で
も
、

)し

女
性
の
お
し
ゃ
れ
は
残
る
の
か
1
筆
者
は
何
と
も
言
い
よ
う
の
な

い
感
に
う
た
れ
て
、
そ
の
市
場
を
後
に
し
た
。

願
わ
く
ば
、
い
ま
の
繁
栄
が
去
ら
な
い
よ
う
に
、
筆
者
の
生
徒
た

(
大
学
工
学
部
助
教
握

ち
の
た
め
に
祈
ろ
う
。

.
購
入
ご
希
望
の
方
は
、
左
記
へ
直
接
電
話
ま
た
は
文
書
で
お
申
込
み
く

)
0

大
さ
し

.
代
金
お
よ
び
送
料
は
現
品
送
付
の
際
、
振
込
用
紙
を
同
封
し
ま
す
か
ら

後
日
ご
送
金
く
だ
さ
い
。

キ
ャ
ン
パ
ス
の
年
輪

1
同
志
社
今
出
川
校
地
1

(
増
補
改
訂
)
 
B
5
判
二
工
貢

一
、
五
0
0
円
(
送
料
三
一
 
0
巴

社
史
資
料
室
長

河
野
仁
昭
著

百
十
余
年
の
歴
史
を
経
た
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
彰
栄
館
・
チ
ャ
ペ
ル
な
ど
の
五
棟
を
始
め
多
く
の
建
物
あ

る
い
は
既
に
姿
を
消
し
た
建
物
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
由
緒
あ
る
建
物
に
限
ら
ず
石
段
・
記
念
碑
.
樹
木
を
中
心
に
、

普
段
余
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
様
な
も
の
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
纒
わ

る
話
題
を
軽
妙
な
タ
ッ
チ
で
書
か
れ
た
文
章
に
、
新
旧
の
写
真
.
地
図
な

ど
を
掲
載
し
藷
題
の
豊
富
な
美
し
い
書
物
で
す
。

ま
た
巻
末
に
は
新
島
襄
の
足
跡
・
田
辺
新
キ
ャ
ン
パ
ス
誕
生
の
経
緯
な

ど
も
収
録
し
、
校
友
・
同
窓
は
青
春
時
代
を
、
在
学
生
は
多
く
の
先
輩
が

残
さ
れ
た
業
績
を
し
の
ぷ
格
好
の
書
と
し
て
ご
購
読
く
だ
さ
い

同
志
社
収
益
業
課

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
鳥
丸
東
入
る

八
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七
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