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講
話
抄
録�

①

「
漢
字
の
字
体
と
字
形
」

風
岡
五
城
会
長

　

夏
の
研
修
会
は
準
会
員
や
会
友
の

皆
さ
ん
に
多
く
参
加
し
て
欲
し
い

が
、
今
日
は
そ
う
い
っ
た
方
々
に
も

向
け
て
題
を
選
ん
だ
つ
も
り
で
、
書

の
奥
義
を
授
け
る
様
な
難
し
い
話
で

は
な
い
。

　

漢
字
の
字
体
と
字
形
と
ど
う
違
う

か
。
十
年
近
く
前
、あ
る
高
校
で「
漢

字
テ
ス
ト
の
不
思
議
」
と
い
う
ビ
デ

オ
が
話
題
に
な
っ
た
。
内
容
は
、
書

き
取
り
テ
ス
ト
時
に
先
生
に
よ
っ
て

採
点
基
準
が
違
う
―
Ａ
先
生
と
Ｂ
先

生
で
違
う
―
一
体
漢
字
テ
ス
ト
と
い

う
の
は
何
を
基
準
に
○
×
を
つ
け
て

い
る
の
か
が
テ
ー
マ
。
結
局
○
×
が

ぶ
れ
る
と
い
う
事
は
、
字
体
と
字
形

の
認
識
が
皆
違
う
、
区
別
が
明
確
に

つ
い
て
い
な
い
と
い
う
の
が
原
因
の

一
つ
な
の
だ
。
例
え
ば
「
三
」。
頭

に
浮
か
ぶ
も
の
は
横
画
三
本
、
恐
ら

く
皆
共
通
し
て
い
る
と
思
う
が
、
一

人
一
人
書
い
て
貰
う
と
多
分
色
々
な

形
に
な
る
。
基
本
的
に
は
横
画
三
本

あ
れ
ば
「
三
」
と
い
う
漢
字
だ
。
つ

ま
り
概
念
的
な
文
字
の
骨
格
、
そ
れ

が
「
字
体
」。
太
目
で
も
細
め
で
も

見
た
目
は
違
う
が
骨
格
は
同
じ
で
あ

る
。
対
し
て
、
視
覚
化
さ
れ
て
見
え

る
形
に
な
っ
た
の
が
所
謂
「
字
形
」。

「
人
」
で
例
え
る
と
、
字
体
と
し
て

は
ハ
ラ
イ
も
止
め
も
考
え
な
く
て
良

い
。
本
来
漢
字
の
テ
ス
ト
と
い
う
の

は
字
体
の
テ
ス
ト
な
の
で
あ
っ
て
、

止
め
・
ハ
ネ
・
ハ
ラ
イ
が
無
く
て
も

字
体
本
体
が
正
し
け
れ
ば
○
に
す
べ

き
な
の
だ
。
が
、
学
校
で
は
同
時
に

書
写
の
授
業
も
担
当
す
る
。
止
め
や

ハ
ネ
等
も
教
え
る
の
だ
か
ら
悩
む
。

字
体
を
基
準
に
し
て
正
し
い
か
否
か

を
決
め
る
時
と
、
書
写
的
に
見
て
の

時
と
は
違
う
。正
し
さ
と
い
う
の
は
、

文
字
と
し
て
の
正
し
さ
と
書
写
的
な

そ
れ
と
二
つ
あ
る
と
思
っ
た
方
が
良

い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
が
混
乱
す

る
原
因
な
の
で
あ
る
が
。
又
、
字
体

の
骨
格
と
し
て
の
正
し
さ
と
い
う
の

は
楷
書
に
限
ら
な
い
。
草
書
で
も
画

の
長
短
に
よ
っ
て
字
体
を
分
か
つ
。

で
は
字
体
の
正
し
さ
と
は
。
現
在
は

常
用
漢
字
が
制
定
さ
れ
て
い
て
、
新

聞
、
公
文
書
等
全
て
に
使
わ
れ
て
い

る
。個
人
の
使
用
に
関
し
て
は
制
限
・

限
定
す
る
も
の
で
は
な
く
も
、
国
内

の
公
的
・
一
般
的
な
も
の
に
関
し
て

は
そ
の
範
囲
で
使
っ
て
、
と
い
う
事

に
な
っ
て
い
る
。
常
用
漢
字
と
は
と

い
う
と
、「
常
用
漢
字
表
に
個
々
の

漢
字
の
字
体
を
、
明
朝
体
活
字
の
う

ち
の
一
種
を
例
に
用
い
て
示
し
た
」

と
あ
る
。
し
か
し
字
体
を
示
す
事
は

難
し
い
。
字
体
と
は
、
本
当
は
頭
の

中
に
概
念
的
に
あ
る
だ
け
だ
か
ら
、

皆
そ
れ
ぞ
れ
形
に
し
て
表
す
と
違

う
。
頭
の
中
の
も
の
を
実
際
に
示
す

事
は
出
来
な
い
の
で
、
そ
れ
で
明
朝

体
活
字
の
一
種
を
例
に
用
い
て
示
し

た
と
い
う
訳
だ
。
つ
ま
り
常
用
漢
字

表
で
は
字
体
（
骨
組
み
）
を
一
種
示

し
、
対
し
て
明
朝
体
以
外
の
漢
字
や

手
書
き
の
文
字
で
、
実
際
に
書
く
と

当
然
出
て
く
る
違
い
に
つ
い
て
は
、

表
現
上
の
相
違
と
し
て
認
識
し
て
く

れ
と
い
う
事
な
の
だ
。

　

そ
れ
に
し
て
も
書
道
を
や
っ
て
い

る
と
、
常
用
漢
字
以
外
、
色
々
な
文

字
が
出
て
く
る
が
、
字
体
と
し
て
正

し
い
か
ど
う
か
は
そ
の
時
の
国
が
決

め
る
。
そ
れ
は
、
正
し
い
と
す
る
と

き
る
の
は
、
実
に
幸
せ
な
機
会
と
あ

ら
た
め
て
の
実
感
で
あ
る
。
そ
し
て

席
上
揮
毫
は
二
組
に
分
か
れ
て
頂
い

て
の
実
演
で
、
観
覧
ス
ペ
ー
ス
も
十

分
。
各
先
生
の
自
在
の
筆
捌
き
を
間

近
で
子
細
に
観
ら
れ
て
好
演
出
。
あ

ち
こ
ち
の
テ
ー
ブ
ル
か
ら
歎
声
が
上

が
っ
て
い
た
。
最
後
に
久
野
北
崖
副

会
長
の
閉
会
の
言
葉
で
、
密
度
の
濃

い
研
修
は
幕
を
閉
じ
た
。
そ
の
後
夜

の
懇
親
会
は
、
木
村
大
澤
理
事
長
の

挨
拶
、
松
浦
白
碩
副
理
事
長
の
乾
杯

で
始
ま
り
、
豆
子
名
誉
会
長
も
カ
ラ

オ
ケ
に
参
加
下
さ
っ
た
り
と
、
和
や

か
に
親
睦
を
深
め
た
。

に
豆
子
先
生
ご
夫
妻
の
、「
年
々
作

品
の
向
上
の
跡
が
感
じ
ら
れ
る
良
い

会
が
開
け
た
」
と
の
お
言
葉
に
、
大

き
な
喜
び
と
力
を
頂
く
こ
と
が
で
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定
め
て
い
る
訳
だ
。
そ
れ
以
外
の
文

字
は
、
使
わ
れ
て
い
て
も
「
正
」
に

対
し
て
全
て
異
体
字
な
の
で
あ
り
、

新
字
源
（
角
川
書
店
）
に
よ
れ
ば
そ

の
種
類
は
①
本
字
②
古
字
③
別
体
字

④
俗
字
⑤
誤
字
の
五
つ
で
あ
る
。又
、

活
字
体
に
対
し
て
書
写
体
と
い
う
言

葉
も
あ
る
。実
際
に
手
書
き
す
る
と
、

「
高
・
髙
」「
場
・

」
の
よ
う
に
ス

タ
イ
ル
が
違
う
。
こ
の
よ
う
に
複
雑

で
も
あ
る
が
、
一
応
漢
字
の
正
し
い

骨
組
み
と
い
う
の
は
現
在
は
、
常
用

漢
字
の
字
体
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
字
形
の
正
し
さ
に

つ
い
て
は
学
習
指
導
要
領
に
、
漢
字

の
指
導
に
お
い
て
は
「
学
年
別
漢
字

配
当
表
」
に
示
す
漢
字
の
字
体
を
標

準
と
す
る
こ
と
、
と
あ
る
。
こ
れ
を

読
む
と
、
つ
い
字
体
と
字
形
を
混
同

し
て
こ
こ
に
出
て
い
る
形
が
標
準
と

思
い
込
み
が
ち
で
、混
乱
が
生
じ
る
。

教
師
も
こ
の
表
に
あ
る
形
が
標
準
で

正
し
い
形
だ
と
指
導
し
て
し
ま
い
が

ち
だ
が
、
あ
く
ま
で
標
準
と
す
る
の

は
字
体
で
あ
っ
て
字
形
で
は
な
い
の

だ
。
書
写
の
指
導
と
い
う
の
は
、
文

字
と
し
て
の
正
し
さ
（
字
体
）
を
根

底
に
お
い
て
、
ど
ん
な
形
に
書
き
表

し
て
い
く
と
読
み
易
く
書
き
易
い
字

に
な
る
か
と
い
う
事
を
導
く
も
の
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
字
形
の
要
素
と

し
て
は
、
①
文
字
の
概
形
②
文
字
の

中
心
③
画
の
長
短
④
画
と
画
の
間
⑤

点
画
の
方
向
⑥
点
画
の
接
し
方
⑦
点

画
の
交
わ
り
方
⑧
左
右
の
組
み
立
て

方
⑨
上
下
の
組
み
立
て
方
⑩
内
外
の

組
み
立
て
方
、
が
あ
る
。
た
だ
こ
れ

を
字
形
と
し
て
正
し
い
と
捉
え
る

と
、色
々
な
処
で
矛
盾
が
出
て
く
る
。

例
え
ば
「
園
」。
字
形
と
し
て
は
中

身
の
所
は
ハ
ラ
っ
て
あ
る
が
、
字
体

と
し
て
は
止
め
て
も
良
い
。「
遠
」

の
同
じ
部
分
は
書
的
に
止
め
て
正

解
。「
書
」
の
横
画
は
ど
れ
が
最
も

長
い
か
。
一
画
強
調
が
書
的
だ
が
、

配
当
表
に
は
二
画
と
五
画
も
長
く
載

っ
て
い
る
。
色
々
調
べ
る
と
、
適
当

に
多
く
混
在
し
て
い
る
の
だ
。
実
は

止
め
た
り
止
め
な
か
っ
た
り
、
ハ
ラ

っ
た
り
ハ
ラ
わ
な
か
っ
た
り
は
、
字

形
と
し
て
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
表
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
長
短
の
長
さ
が

変
わ
っ
た
り
ハ
ネ
の
有
無
の
違
い
も

正
誤
の
基
準
で
は
な
い
し
、「
木
」

が
「
ホ
」
の
形
の
場
合
も
ま
た
然
り
。

本
来
は
字
体
と
し
て
見
る
べ
き
で
、

こ
の
配
当
表
に
出
て
く
る
字
形
の
形

で
な
け
れ
ば
と
考
え
て
は
な
ら
な
い

と
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ハ
ネ
の
根
拠
は
隷
書
に
依
り
、
字

源
か
ら
要
る
ハ
ネ
、
手
書
き
で
続
け

て
書
く
時
に
自
然
に
出
る
ハ
ネ
、
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
ハ
ネ
が
あ
り
、
ま
た

見
た
目
の
も
の
も
あ
る
（
ハ
ネ
に
よ

っ
て
文
字
の
求
心
力
を
高
め
る
＝
字

形
と
文
字
感
覚
）
の
だ
。

　

文
字
の
特
徴
を
知
る
―
古
典
の
臨

書
を
す
る
時
に
何
に
気
を
つ
け
た
ら

よ
い
か
―
楷
書
の
文
字
造
形
に
は
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
事
を
知
っ
て
お
く

と
、
古
典
の
見
方
が
違
っ
て
く
る
と

思
う
。
九
成
宮
の
背
勢
、
顔
氏
の
向

勢
、
孔
子
廟
は
向
勢
と
言
わ
れ
る
が

直
勢
も
交
じ
り
複
雑
。
蘇
孝
慈
墓
誌

は
直
勢
で
単
純
だ
。
こ
の
様
に
同
じ

漢
字
で
も
造
形
的
に
特
徴
が
あ
る
。

更
に
、
①
左
収
右
放
②
左
放
右
収
。

唐
・
北
魏
の
楷
書
を
こ
の
観
点
か
ら

み
る
と
、
唐
は
①
で
北
魏
は
②
。
時

代
・
地
域
に
よ
り
美
意
識
が
全
然
違

う
の
で
覚
え
て
お
く
と
良
い
。

　

最
後
に
、
我
々
も
字
形
を
正
確
に

捉
え
る
に
お
い
て
先
入
観
、
錯
覚
に

と
ら
わ
れ
る
事
が
多
い
。
視
点
・
角

度
を
変
え
て
観
る
こ
と
だ
。
拡
大

し
た
り
正
面
か
ら
見
た
り
離
れ
た

り
。
日
を
替
え
た
り
裏
か
ら
見
た
り

等
々
。
や
が
て
字
形
の
特
徴
が
解
っ

て
く
る
の
だ
。

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
予
定
）

講
話
抄
録�

②

「
書
道
あ
れ
こ
れ
」

豆
子
甲
水
之
名
誉
会
長

▼
始
め
に
何
か
ら
話
せ
ば
い
い
か
難

し
い
が
、
風
岡
先
生
の
お
話
を
引
き

継
ぐ
形
で
私
流
に
話
し
た
い
。
今
、

ボ
ー
ド
に
○
と
×
を
書
い
た
が
、
こ

れ
を
単
な
る
符
号
と
思
う
か
、
文
字

と
思
う
か
。
こ
れ
は
甲
骨
文
字
の
占

い
で
使
わ
れ
た
、
吉
凶
を
表
し
た
も

の
。
▼
ゲ
イ
の
旧
字
体
は
二
十
画
あ

る
（
藝
）。
現
代
は
（
芸
）
と
な
っ

て
国
が
こ
れ
を
正
し
い
と
し
た
。
書

と
い
う
も
の
は
本
来
、
漢
字
の
発
達

か
ら
す
る
と
右
か
ら
書
く
の
が
本
当



（4）
で
、
今
は
何
故
左
か
ら
書
く
よ
う
に

な
っ
た
か
と
い
う
と
、
西
洋
文
字
の

影
響
に
違
い
な
い
。
左
書
き
の
文
章

を
、
国
が
良
し
と
定
め
た
の
で
今
は

こ
う
な
っ
た
と
思
う
が
、
漢
字
の
発

生
か
ら
・
・
後
ろ
聞
こ
え
ま
す
か
？

（
笑
）

▼
皆
さ
ん
、
死
が
明
日
に
迫
る
と
、

人
間
は
ま
ず
き
っ
と
慌
て
る
。
そ
れ

を
無
く
す
為
に
書
道
は
必
要
な
の

だ
。
書
と
い
う
も
の
は
一
体
ど
う
い

う
も
の
か
と
い
う
事
を
考
え
て
欲
し

い
。
書
道
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
事

を
文
字
一
字
で
表
す
と
、「
気
」
を

挙
げ
た
い
。
気
は
物
質
の
最
も
細
か

い
目
に
も
見
え
な
い
も
の
。
中
国
で

は
こ
の
気
の
思
想
と
い
う
も
の
は
世

紀
発
生
時
代
か
ら
の
も
の
で
、
気
が

解
け
る
と
死
ぬ
。
ま
た
「
念
」
と
は

人
が
発
す
る
想
い
・
心
で
あ
る
。
念

を
い
か
に
放
つ
か
。書
と
い
う
の
は
、

一
念
込
め
な
け
れ
ば
書
と
は
言
え
な

い
。
だ
か
ら
そ
の
者
の
総
て
が
封
じ

込
ま
れ
て
い
る
、
特
に
毛
筆
で
書
か

れ
た
も
の
は
簡
単
に
足
で
踏
ん
だ
り

し
な
い
で
欲
し
い
。
書
を
踏
ん
だ
者

は
、
明
日
か
ら
足
が
腐
っ
て
く
る
と

昔
は
教
え
ら
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
よ

う
に
、
書
と
は
何
か
を
し
っ
か
り
知

っ
て
書
く
と
い
う
事
が
肝
心
で
あ

る
。
▼
教
室
に
あ
る
カ
レ
ン
ダ
ー
の

一
月
に
、「
念
仏
と
は
、
自
己
を
発

見
す
る
事
で
あ
る
」と
書
い
て
あ
る
。

私
は
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
か
ら
念
仏
と
は

関
係
な
い
が
、
善
光
寺
、
延
暦
寺
な

ど
仕
事
は
お
寺
の
も
の
も
多
い
。
十

月
に
は
、「
世
の
中
が
便
利
に
な
っ

て
一
番
困
っ
て
い
る
の
は
実
は
人
間

で
あ
る
」
と
あ
る
。
一
度
便
利
に

な
っ
た
も
の
は
や
め
る
の
が
難
し

い
。
便
利
に
慣
れ
て

し
ま
う
の
だ
。
▼
宇

宙
に
充
満
す
る
気
を

自
ら
の
体
内
に
取
り

込
ん
で
、
元
気
い
っ

ぱ
い
の
書
を
書
い
て

欲
し
い
。
念
と
い
う

自
分
の
抱
い
た
も
の

を
ぶ
つ
け
る
―
一
念

を
込
め
る
―
気
・
念

と
い
う
も
の
は
凄
い
力
を
持
っ
て
い

る
も
の
だ
。
気
功
の
達
人
は
気
の
力

で
本
当
に
倒
す
。
物
質
で
も
形
が
緩

や
か
で
自
由
な
状
態
、
例
え
ば
水
は

ゆ
っ
た
り
と
あ
れ
ば
穏
や
か
な
川
で

あ
る
が
、
濁
流
と
な
れ
ば
被
害
を
も

た
ら
す
。
形
が
わ
か
ら
な
く
な
る
程

そ
の
働
き
は
強
く
な
る
の
だ
。
気
と

い
う
も
の
は
充
満
す
る
と
凄
い
力
に

な
る
。
気
・
念
と
い
う
言
葉
を
し
っ

か
り
と
記
憶
し
て
お
い
て
も
ら
い
た

い
。
▼
「
生
死
大
事
」
と
い
う
有
名

な
墨
蹟
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
言
葉
。
我
々
は
、
よ
く

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
今
日
あ
っ
て

明
日
無
き
身
。人
間
死
ぬ
時
は
死
ぬ
。

だ
か
ら
明
日
死
ん
で
も
い
い
為
に
も

書
を
一
生
懸
命
し
た
い
。
明
日
死
ん

で
も
い
い
か
ら
こ
の
書
を
一
つ
残

す
、
と
い
う
者
の
書
は
本
当
の
書
に

な
る
と
思
う
。
そ
し
て
書
と
い
う
も

の
は
、
手
で
な
く
頭
で
書
く
も
の
だ

と
十
分
知
っ
て
頂
き
た
い
。私
の「
穿

石
一
言
録
」
に
は
自
画
像
を
描
い
て

い
る
が
、
頭
か
ら
下
は
描
い
て
い
な

い
。
頭
が
一
番
の
勝
負
処
で
あ
る
。

▼
な
ん
せ
書
は
四
千
年
と
い
う
歴
史

を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
現
代
の
文

字
の
根
本
を
創
っ
た
の
は
後
漢
の
蔡

邕
。
こ
の
人
が
山
に
籠
っ
て
一
念
込

め
て
書
の
事
を
考
え
、
点
画
の
基
本

を
確
立
し
た
。
点
と
線
の
「
三
折
の

法
」、
音
で
例
え
る
と
ト
ン
・
ツ
ウ
・

ト
ン
と
い
う
三
つ
の
運
動
。
こ
れ
は

今
も
続
け
ら
れ
て
い
る
全
て
の
原
則

だ
。
▼
遊
び
を
求
め
る
じ
ゃ
な
く
て

芸
術
を
志
す
者
は
、
生
き
る
事
の
価

値
を
創
っ
て
い
く
事
。
何
事
も
一
生

懸
命
究
め
ん
と
す
る
処
に
価
値
が
あ

る
。
今
回
の
私
の
話
に
は
資
料
が
無

い
。
今
回
は
、
私
の
生
の
声
を
聴
い

て
頂
き
た
い
思
い
で
あ
り
ま
す
。
く

り
返
す
が
書
道
は
全
て
考
え
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
事
を
知
っ
て
ほ
し

い
。
眼
を
肥
や
し
て
人
の
書
を
観
て

自
分
の
書
と
較
べ
合
う
の
も
勉
強
な

ん
だ
が
、
良
い
書
を
観
て
の
大
い
な

る
感
動
、
そ
う
い
う
過
去
の
在
る
人

は
必
ず
上
手
く
な
る
で
し
ょ
う
。
京

都
に
居
た
頃
、
祇
園
祭
時
、
各
戸
に

有
る
名
筆
を
タ
ダ
で
見
せ
て
く
れ
た

も
の
だ
。
繊
維
会
社
に
勤
め
た
頃
に

書
を
学
ん
だ
が
、
そ
の
時
の
師
に
基

本
点
画
だ
け
を
教
え
る
教
室
が
あ
っ

た
。
そ
う
い
う
修
練
を
受
け
て
今
の

私
が
あ
る
。
良
い
書
を
観
て
も
何
の

感
動
も
無
い
様
な
観
方
は
だ
め
で
、

本
物
か
偽
物
か
判
る
よ
う
に
な
ら
な

い
と
。
私
は
古
い
も
の
を
観
る
こ
と

に
専
念
し
た
。
▼
「
非
理
法
権
天
」
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第
18
回  

東
書
藝
小
品
展

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日
～
十
五
日

栄
・
中
日
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　

盛
夏
の
候
、
名
誉
会
長
、
会
長
始

め
九
名
の
幹
部
先
生
と
、
東
書
藝
本

展
作
品
の
評
価
で
推
薦
を
受
け
た

二
五
名
の
院
人
出
品
に
よ
る
第
十
八

回
小
品
展
が
開
催
さ
れ
た
。
飾
り
付

け
は
、
犬
山
一
泊
研
修
会
を
終
え
た

当
日
夕
方
の
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク
。
担
当

役
員
、
関
係
の
皆
様
に
敬
服
。
額

三
二
点
、
軸
二
点
。
漢
字
作
品
の
他

篆
刻
一
、
仮
名
二
、
漢
字
仮
名
交
じ

り
一
の
内
容
。
風
岡
会
長
「
磊
落
」

渋
い
ベ
ー
ジ
ュ
色
の
紙
に
現
代
的
な

デ
フ
ォ
ル
メ
。
和
洋
ど
ち
ら
に
も
と

け
込
み
そ
う
な
快
作
。
豆
子
名
誉
会

長
「
李
白
句
」
細
身
の
線
条
で
静

か
な
強
さ
の
表

現
。
広
め
の
余

白
で
清
々
し
い

作
。
安
藤
副
会

長「
虚
往
實
歸
」

自
然
で
素
直
な

表
情
が
四
字
句

の
意
味
に
重
な

っ
て
、
心
に
ス

ッ
と
入
っ
て
く

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
人
事
は
つ
ま

る
と
こ
ろ
天
命
の
ま
ま
動
く
、
天
を

欺
く
事
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
意
だ

が
、
こ
れ
が
書
道
に
も
教
え
多
き
言

葉
で
あ
る
。
理
屈
に
合
わ
な
い
も
の

は
ダ
メ
だ
が
理
屈
に
合
っ
て
も
法
則

に
従
わ
な
い
も
の
も
ダ
メ
だ
。「
法
」

が
書
の
元
。「
灋
」（
法
の
旧
字
）
一

度
得
た
も
の
を
逃
さ
な
い
様
、
堤
を

造
っ
て
自
分
の
水
を
確
保
し
た
鹿
か

ら
き
た
文
字
。
書
法
を
守
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
今
度
「※

温
故
知
新
」
の
大

字
揮
毫
を
す
る
が
（
四
日
市
市
文
化

会
館
で
す
）、
こ
れ
は
芸
術
・
建
築

な
ど
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
で
も
、
一
つ

の
事
を
究
め
て
い
く
基
本
の
言
葉
で

あ
る
。
▼
書
道
を
本
当
に
愛
す
る
と

は
、
ど
う
い
う
事
か
。
恋
愛
は
男
女

が
交
際
す
る
こ
と
だ
が
、
本
当
の
そ

れ
は
、
寝
て
も
覚
め
て
も
相
手
を
想

う
事
。
そ
れ
が
最
高
の
状
態
と
思
う

が
、人
は
裏
切
る
こ
と
も
す
る
。
が
、

書
は
裏
切
ら
な
い
。
書
が
上
手
に
な

ら
な
い
と
思
う
人
は
、
も
っ
と
も
っ

と
書
を
愛
さ
ね
ば
い
け
な
い
。
▼
書

の
極
意
・
免
許
皆
伝
と
は
何
か
。
今

日
皆
さ
ん
に
覚
え
て
帰
っ
て
欲
し
い

の
は
、
最
初
に
言
っ
た
、「
気
・
念
」。

正
し
き
気
を
静
か
に
自
分
の
中
に
閉

じ
込
め
る
の
だ
。紙
の
前
に
座
っ
て
、

今
自
分
は
宇
宙
の
中
心
に
居
り
、
生

き
て
天
の
命
に
よ
っ
て
今
か
ら
一
つ

の
書
を
書
く
の
だ
。
今
迄
学
ん
で
き

た
事
・
師
に
言
わ
れ
た
事
を
思
い
返

し
、
そ
し
て
一
念
を
出
す
。
こ
の
書

が
書
け
た
ら
明
日
死
ん
で
も
い
い
―

そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
一
度
墨

を
付
け
た
ら
、
も
う
後
の
こ
と
は
考

え
な
い
。
一
気
に
無
心
に
書
き
上
げ

た
最
初
の
一
枚
、
こ
れ
が
本
当
の
書

だ
。も
う
一
枚
も
う
一
枚
は
捨
て
よ
。

最
初
の
一
枚
、
こ
れ
に
勝
負
を
か
け

る
。
そ
し
て
書
け
た
後
必
ず
貼
っ
て

自
分
の
書
を
み
て
、
も
っ
と
こ
う
と

思
っ
た
ら
初
め
か
ら
も
う
一
度
座
り

直
し
て
一
か
ら
始
め
る
。
続
け
て
行

う
浅
は
か
は
捨
て
て
欲
し
い
。
書
い

て
書
い
て
は
、
し
な
い
ほ
う
が
良
い

と
思
う
。
▼
地
球
は
我
々
を
乗
せ
て

太
陽
の
周
り
を
時
速
三
千
キ
ロ
で
走

っ
て
い
る
。
そ
の
上
に
我
々
は
生
き

て
い
る
訳
だ
。だ
か
ら
書
に
臨
む
時
、

明
日
が
あ
る
と
絶
対
思
わ
な
い
で
、

時
間
を
無
駄
に
せ
ず
に
全
力
を
尽
く

し
て
ほ
し
い
。
今
日
も
明
日
も
、
そ

し
て
明
後
日
も
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
予
定
）

※ 

実
際
の
大
字
揮
毫
で
は
「
人
中
之
龍
」

が
書
か
れ
ま
し
た
。
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