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時
：
二
〇
二
二
年
三
月
十
九
日
（
土
）
午
後
四
時
二
十
五
分
〜
午
後
五
時

　
　
　
　

於Zoom

（
立
命
館
大
學
）

主　

催
：
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所

登
壇
者
：
金
文
京
（
京
都
大
學
名
誉
教
授
）

　
　
　
　

  

曹
方
向
（
海
南
師
範
大
學
）

　
　
　
　
　

※
通
訳
：
草
野
友
子
（
日
本
學
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｒ
Ｐ
Ｄ
）

　
　
　
　

山
田
崇
仁
（
立
命
館
大
學
）

司　

会
：
村
上
幸
造
（
立
命
館
大
學
）

村
上
幸
造
（
以
下
、
村
上
）：
司
会
役
の
村
上
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
本
日
、
三
人
の
方
に
発
表
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
共
通
の
テ
ー
マ
と
い

た
し
ま
し
て
漢
字
の
字
体
の
基
準
、
標
準
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ま
ず
皆
さ
ん
に

お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
古
代
の
中
国
に
お
き
ま
し
て
、
皆
さ
ん
よ
く
ご

存
じ
の
よ
う
に
、
秦
の
始
皇
帝
が
中
国
を
統
一
い
た
し
ま
し
て
、
文
字
を
統
一
い

た
し
ま
し
た
。「
書
同
文
（
書
は
文
を
同
じ
う
す
）」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ど

う
い
う
字
体
が
、
あ
る
い
は
字
形
が
標
準
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
う
い
う

こ
と
を
皆
さ
ん
に
ま
ず
語
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
本
日
の
二
番
目
に
発
表
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
曹
先
生
に
、

中
国
の
戦
国
時
代
に
ど
の
よ
う
な
字
体
が
標
準
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、

資
料
が
少
な
く
て
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
ま
た
今
申
し
上

げ
ま
し
た「
書
同
文
」、そ
れ
も
絡
め
て
お
話
し
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

曹
先
生
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

曹
方
向
（
以
下
、
曹
）：
は
い
、
こ
の
た
び
は
こ
の
よ
う
な
鼎
談
の
機
会
を
賜
り
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
戦
国
文
字
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
類
は
殷
代
か
ら
春
秋
時
代
ま
で
の
文

字
を
対
比
し
て
得
ら
れ
た
結
論
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
方
面
に
は
多
く
の
研

究
が
あ
り
、
早
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
漢
代
の
人
々
（
た
と
え
ば
『
説
文
解
字
』
の

許
慎
ら
）
は
六
国
（
韓
・
魏
・
趙
・
斉
・
楚
・
燕
）
の
「
文
字
異
形
」
に
つ
い
て

述
べ
て
い
ま
し
た
。
比
較
的
最
近
の
も
の
で
す
と
、
お
よ
そ
百
年
前
、
王
国
維
や

唐
蘭
と
い
っ
た
学
者
た
ち
が
研
究
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
次

の
二
つ
で
す
。

一
つ
は
、一
九
三
〇
年
代
に
、郭
沫
若
と
い
う
学
者
が
『
両
周
金
文
辞
大
系
』（
文

求
堂
、
一
九
三
二
年
刊
）
に
お
い
て
、
東
周
の
青
銅
器
銘
文
、
特
に
戦
国
時
代
の
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銘
文
を
編
纂
し
た
際
に
、
諸
侯
国
の
国
別
で
分
け
て
編
纂
す
る
と
い
う
方
法
を
採

用
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
国
語
』『
戦
国
策
』
な
ど
の
歴
史
文
献
が
国
別
に
編
纂

し
た
方
法
と
関
係
が
あ
り
、
歴
史
文
献
学
の
編
纂
方
法
の
一
種
で
す
が
、
す
べ
て

が
文
字
学
の
分
類
で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
は
、一
九
五
〇
年
代
に
、李
学
勤
氏
が
文
字
の
構
造
の
角
度
か
ら
、「
斉

系
」「
燕
系
」「
三
晋
（
趙
・
魏
・
韓
）
系
」「
楚
系
」「
秦
系
」
の
戦
国
文
字
の
五

分
法
を
提
示
し
ま
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
、何
琳
儀
氏
が
『
戦
国
文
字
通
論
』

（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
初
版
）
と
い
う
書
の
中
で
、
戦
国
文
字
の
特
徴
を
ま

と
め
て
分
類
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
何
人
か
の
学
者
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の

「
○
系
」
と
い
う
区
分
に
は
賛
成
し
て
い
ま
せ
ん
。

戦
国
文
字
を
「
○
系
」
と
分
け
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
「
○
系
」
は
い
ず
れ
も
殷
代
か
ら
春
秋
時
代
ま
で
の
文
字
を

比
較
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
規
範
が
な
け
れ
ば
、「
○
系
」
と
い

う
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。

漢
代
の
人
々
は
、
西
周
時
代
に
は
『
史し

籀ち
ゅ
う

篇へ
ん

』（
1
）と
い
う
文
献
が
あ
っ
た
と
述

べ
て
お
り
、
こ
れ
は
人
に
識
字
や
字
を
書
く
方
法
を
教
え
る
も
の
で
し
た
。
つ
ま

り
、先
秦
時
代
の
漢
字
規
範
の
教
科
書
と
言
え
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、『
史
籀
篇
』

は
残
念
な
が
ら
現
代
に
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。文

字
の
規
範
を
制
定
す
る
の
は
、
本
来
、
常
に
字
を
書
く
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
べ
き
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
事
実
は
相
反
し
て
い
て
、
常
に
字
を
書
く
人
は
比

較
的
自
由
に
書
い
て
い
ま
す
。
本
日
の
私
の
発
表
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
が
、
戦

国
時
代
の
多
く
の
字
は
規
範
の
形
体
が
あ
り
、た
と
え
ば
道
路
の
「
路
」
の
字
は
、

当
然
、「
各
」
に
従
っ
た
も
の
が
規
範
の
書
法
で
す
が
、
実
際
に
書
写
さ
れ
る
際

に
省
略
さ
れ
て
「
夂
」
の
み
と
な
り
ま
す
。
逆
に
、
本
来
「
夂
」
に
従
う
も
の
で

「
各
」
字
で
は
な
い
も
の
が
「
各
」
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

規
範
の
書
法
が
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
「
省
略
」
や
「
複
雑
化
」
と
い
う
こ
と
を
議

論
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

文
字
の
規
範
を
制
定
す
る
際
に
、
広
範
囲
の
人
す
べ
て
に
遵
守
す
る
こ
と
を
求

め
る
に
は
、
往
往
に
し
て
政
府
の
関
与
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
先
程
、
金
先
生
が

お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
な
、
漢
字
文
化
圏
の
中
で
規
範
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
大
多
数
の
人
か
ら
言
え
ば
、
皆
が
規
範

を
理
解
で
き
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
規
範
を
好
ま
な
い
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
た

と
え
ば
、
最
近
数
十
年
で
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
、「
蕭
（xiāo

：
シ
ャ
オ
）」
と

い
う
姓
の
人
が
、
か
つ
て
簡
略
化
さ
れ
て
「
肖
（xiāo

：
シ
ャ
オ
）」
と
な
り
ま

し
た
が
、
後
に
ま
た
「
蕭
」
に
戻
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
、
大
多
数
の
人
が

「xiāo

」
と
言
う
と
、
皆
が
簡
略
化
さ
れ
た
「
肖
」
の
字
を
書
い
て
、「
蕭
（
簡
体

字
だ
と「
萧
」）」の
字
は
書
き
ま
せ
ん
。お
そ
ら
く
こ
の
二
つ
が
同
じ
発
音
で
、「
肖
」

の
字
の
ほ
う
が
書
き
や
す
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
国
家
の
規
範
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
な
い
例
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
文
字
の
規
範
が
あ
る
か
ど
う
か
、
人
が
文
字
を
書
く
と

き
に
は
規
範
を
守
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
で
も
大
き
な
二
つ

の
問
題
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
が
私
の
見
解
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

村
上
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
話
の
最
後
に
、
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
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い
た
だ
き
ま
し
た
。
規
範
は
、
現
在
で
も
大
き
な
問
題
で
す
。
順
番
と
し
て
は
、

時
代
を
追
っ
て
そ
の
後
の
話
を
金
先
生
に
お
願
い
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
う
い

う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
漢
代
に
現
在
隷
書
と
呼
ば
れ
る
書
体
が
規
範
的
な
書

体
に
な
り
、
本
来
そ
の
隷
書
の
一
体
で
あ
る
も
の
が
楷
書
体
と
い
う
別
の
名
前
を

与
え
ら
れ
、唐
の
時
代
に
な
る
と
楷
書
体
が
規
範
的
な
文
字
と
な
り
、そ
れ
が
ず
っ

と
現
在
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。な
ぜ
楷
書
体
が
こ
ん
な
に
長
く
続
い
て
い
る
の
か
、

な
ぜ
隷
書
か
ら
楷
書
に
変
わ
っ
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
を
金
先
生
に
簡
単
に
話
し

て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

金
文
京
（
以
下
、
金
）：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
文
字
の
規
範
と
個

人
が
そ
れ
を
ど
う
書
く
か
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
実
は
密

接
に
関
係
し
た
問
題
で
、
個
人
が
書
く
場
合
に
、
今
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、

い
つ
で
も
勝
手
に
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
書
く
も
の
が
ど
う
い
う

性
格
の
も
の
な
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
階
層
が
あ
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
正
式

な
文
書
を
書
く
と
き
に
は
き
ち
っ
と
書
く
、
個
人
の
日
記
な
ど
は
勝
手
に
ど
ん
な

に
崩
し
て
省
略
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
古
代

か
ら
ず
っ
と
そ
う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
は
っ
き
り
す
る
の
は
、
隋
唐

時
代
に
な
る
と
科
挙
（
官
吏
を
登
用
す
る
試
験
）
が
始
ま
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の

科
挙
の
答
案
と
い
う
の
は
、
き
ち
っ
と
し
た
規
範
の
文
字
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
唐
の
時
代
に
『
干か

ん

禄ろ
く

字じ

書し
ょ

』（
2
）
と
い
う
字
書
が
で
き
て
、

正
式
の
字
体
、
あ
と
通
用
体
、
こ
れ
で
書
い
て
も
い
い
と
い
う
の
と
、
こ
れ
は
俗

字
だ
と
い
う
の
を
、
階
層
的
に
分
類
し
て
い
て
、
き
ち
っ
と
し
た
文
章
を
書
く
場

合
に
は
正
式
の
字
体
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

隷
書
か
ら
楷
書
に
ど
う
し
て
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
色
々
な
理
由
が
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
竹
簡
・
木
簡
か
ら
紙
が
発
明
さ
れ
て
、
紙
で
書
く
よ
う
に
な
っ

た
た
め
に
紙
に
書
く
の
に
適
し
た
字
体
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
大
き
な
理
由
で
は

な
い
か
と
普
通
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
漢
字
の
字
体
に
は
一
種
の
階
層
性
が
あ
る
ん

で
す
ね
。
た
と
え
ば
草
書
は
、元
々
は
速
く
書
く
た
め
の
も
の
で
、雑
な
字
体
だ
っ

た
わ
け
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
家
族
に
書
く
手
紙
な
ど
を
草
書
で
書
い
た
。
た
と

え
ば
仏
教
の
お
経
は
、『
大
蔵
経
』
に
「
お
経
は
草
書
で
書
い
て
は
い
け
な
い
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
中
国
で
も
後
世
、
明
清
時
代
に
な
る
と
、
草
書
で
書
か
れ

た
王お

う

羲ぎ

之し

の
手
紙
や
書
な
ど
が
非
常
に
高
い
評
価
を
得
た
た
め
に
、
草
書
は
実
用

書
体
か
ら
芸
術
的
な
書
体
に
変
化
し
ま
し
た
。
一
方
、
日
本
で
は
、
草
書
は
実
用

的
な
字
体
と
い
う
面
が
強
く
残
っ
て
い
て
、
た
と
え
ば
日
本
の
変
体
漢
文
で
、

候そ
う
ろ
う

文ぶ
ん

と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
実
用
的
な
文
書
、
手
紙

や
幕
府
の
お
達
し
な
ど
が
候
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
草
書
体
で

書
か
れ
て
い
た
の
で
、
江
戸
時
代
の
正
式
な
字
体
は
む
し
ろ
草
書
体
と
な
り
、
日

本
の
書
物
の
中
の
、
仮
名
は
も
ち
ろ
ん
草
書
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る

漢
籍
を
除
い
て
漢
字
も
ほ
と
ん
ど
草
書
で
書
か
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど

真
ん
中
の
朝
鮮
半
島
で
は
、
た
と
え
ば
科
挙
の
答
案
は
、
中
国
で
は
先
程
申
し
上

げ
た
よ
う
に
き
ち
っ
と
し
た
楷
書
で
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
字
体
が
間
違
っ

て
い
る
と
そ
れ
だ
け
で
不
合
格
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
の

科
挙
で
は
、
答
案
を
草
書
で
書
か
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
も
う

中
国
で
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
基
準
と
い
う
も
の
も
、
時
代
や
地
域
、
国
家
に
よ
っ
て
違
っ
て
い

ま
す
し
、
そ
の
規
範
に
従
う
か
ど
う
か
も
、
個
人
の
勝
手
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
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個
人
が
た
と
え
ば
科
挙
を
受
け
る
場
合
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
わ
け
で
す
ね
、
嫌
で
も
。
で
、
自
分
の
家
族
に
手
紙
を
書
い
た
り
日
記
を
つ
け

た
り
す
る
場
合
に
は
、
ど
ん
な
風
に
崩
し
て
勝
手
に
書
い
て
も
い
い
わ
け
で
す
か

ら
、
こ
れ
も
個
人
の
自
由
と
い
う
よ
り
は
、
書
く
も
の
の
階
層
性
で
、
ど
れ
を
書

く
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
字
体
が
階
層
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
漢
字

の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

村
上
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
に
山
田
先
生
に
も
話
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
い
う
字
体
が
規
範
に
な
る
か
で
す
が
、
以
前
か
ら

U
nicode

で
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
中
国
・
日
本
・
韓
国
で
似
た
よ
う
な
字
体
を
、

最
初
にU

nicode

を
制
定
す
る
と
き
に
同
じ
番
号
を
振
っ
た
、
と
い
う
ハ
ン
・
ユ

ニ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（H

an unification

、
漢
字
統
合
）
の
件
で
す
。
ち
ょ
っ
と

わ
か
り
に
く
い
の
で
「
骨
（U

+
9AA8;

）」
と
い
う
字
を
例
に
挙
げ
ま
す
。
伝
統

的
に
は
「
骨
」
で
、
こ
れ
を
A
と
し
て
お
き
ま
す
。
上
部
の
中
の
カ
ギ
部
分
が
右

に
曲
が
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
伝
統
的
な
字
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
が
制
定
し

た
簡
体
字
で
は
、
中
が
左
側
に
カ
ギ
に
な
る
「
骨
」
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
B
と
し
ま
す
。U

nicode

を
制
定
し
た

と
き
に
、
本
来
の
字
体
で
あ
る
A
の
字
と
、
中
国
の
簡
体
字

の
B
と
に
、
同
じU
nicode

番
号
が
振
ら
れ
ま
し
た
。
ハ
ン
・

ユ
ニ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
実
害
は
な

い
ん
で
す
ね
、
誰
も
誤
解
は
し
な
い
。
こ
う
い
う
字
が
い
く

つ
か
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
実
は
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

現
在
、
F
の
番
号
の
所
に
、
も
う
一
度
同
じ
こ
の
字
の
片
方

が
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
辺
を
山
田
先
生
に
解
説
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

山
田
崇
仁
（
以
下
、
山
田
）：
は
い
、
今
、
村
上
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
ハ
ン
・

ユ
ニ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（「
漢
字
統
合
」）
の
問
題
で
す
ね
。
先
程
出
て
き
た
よ
う

に
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
文
字
表
の
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
の
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、

そ
こ
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
文
字
を
入
れ
よ
う
と
い
う
目
的
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
す
。
元
々
のU

nicode

の
理
念
と
し
て
一
文
字
あ
た
り
二
オ
ク
テ
ッ
ト
の
デ
ー

タ
を
割
い
て
、
そ
の
中
で
収
納
可
能
な
六
五
五
三
五
字
の
ス
ペ
ー
ス
に
世
界
中
の

文
字
を
全
部
突
っ
込
も
う
と
い
う
、
今
考
え
た
ら
相
当
に
無
茶
な
計
画
が
あ
っ
た

ん
で
す
ね
。
そ
の
た
め
、
字
形
の
よ
く
似
た
文
字
は
全
部
同
じ
コ
ー
ド
ポ
イ

ン
ト（

3
）に
入
れ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
た
と
え
ば
漢
字
の
「
一
」
に
つ
い
て
、
簡

体
字
・
繁
体
字
・
日
本
漢
字
・
韓
国
漢
字
で
そ
れ
ぞ
れ
違
う
コ
ー
ド
ポ
イ
ン
ト
を

与
え
る
の
は
効
率
が
悪
い
の
で
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ

と
同
じ
よ
う
な
ノ
リ
で
「
骨
」
な
ん
か
も
ち
ょ
っ
と
字
形
が
異
な
る
け
ど
、
え
い

や
と
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
、
日
本
と
中
国
大
陸
の
簡
体
字
と
の
間
だ
っ
た

ら
、
ど
ち
ら
も
片
一
方
し
か
使
わ
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
フ
ォ
ン
ト
を
変
え
て
利

用
す
れ
ば
見
た
目
が
変
わ
る
か
ら
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
態
度
な
わ
け
で
す
。実
際
、

実
務
的
な
面
で
見
た
ら
、こ
の
や
り
方
は
そ
れ
な
り
に
便
が
よ
い
。た
と
え
ば
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
検
索
す
る
と
き
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
実
際
に
処
理
さ
れ
る
の
は

コ
ー
ド
ポ
イ
ン
ト
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
同
じ
文
字
＝
コ
ー
ド
ポ
イ
ン
ト
で
検
索

し
た
と
き
に
、
日
本
で
も
簡
体
字
で
も
両
方
引
っ
か
か
っ
て
く
れ
た
ら
実
は
使
う

方
は
楽
な
ん
で
す
ね
。
あ
と
は
、
中
国
語
用
の
フ
ォ
ン
ト
に
変
え
る
、
日
本
語
用

A B

骨
（MS明朝）

骨
（SimSun）
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の
フ
ォ
ン
ト
に
変
え
る
、
そ
う
し
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
お
化
粧
み
た
い
に
変
わ
る
わ

け
で
す
か
ら
、
実
用
上
は
そ
ん
な
に
問
題
が
な
い
。

そ
れ
と
は
別
に
、も
と
も
と
の
ロ
ー
カ
ル
な
文
字
コ
ー
ド
で
あ
るJIS

漢
字
コ
ー

ド
とBIG5
やGB

コ
ー
ド
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
字
と
の
互
換
性
を
と
る
た
め

に
、JIS

の
新
字
体
・
旧
字
体
の
よ
う
に
元
の
文
字
コ
ー

ド
で
別
個
に
収
録
さ
れ
て
は
、U

nicode

で
も
バ
ラ
バ
ラ

に
入
っ
て
い
る
方
が
実
用
上
問
題
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
特
に
台
湾
と
日
本
の
漢
字
と
い
う
の
は
新
旧
字
体
と

い
う
の
が
結
構
両
方
入
っ
て
い
て
、
台
湾
の
方
だ
と
、
た

と
え
ば
よ
く
言
わ
れ
る
も
の
だ
と
、「
説
」
の
字
で
す
ね
。

日
本
語
だ
と
「
説
（U

+
8AAC;

）」
と
な
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
台
湾
系
だ
と
「
說
（U

+
8AAA;

）」
の
字
がCN
S

の
第
一
字
面
に
入
っ
て
い
て
、
第
十
四
字
面
に
入
っ
て
い

る
「
説
」
よ
り
も
優
先
順
位
が
高
い
。
日
本
系
の
字
体
と

台
湾
系
の
字
体
、
そ
れ
ぞ
れ
場
所
も
分
か
れ
て
い
る
か
ら

使
い
に
く
く
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
う
と
き
に
は
お
互
い

不
便
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

ず
っ
と
昔
か
ら
、
ど
ち
ら
が
良
い
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ
り
ま
す
。Unicode

で
は
、
で
き
る
だ
け
一
個
に
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が（

4
）、
先

程
村
上
先
生
か
ら
お
話
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
や
は
り
後
か
ら
ば
ら
し
て
入
れ
た
い

と
い
う
声
が
あ
が
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
比
較
的
早
い
例
だ
と
「
器
」
で
す
。
も

と
も
と
の
字
形
は
、
中
が
「
犬
」
の
「
器
」
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
字
形

で
は
「
大
」
に
な
っ
て
い
る
。
繁
体
字
系
で
は
「
犬
」
に
な
っ
て
い
た
の
で
「
漢

字
統
合
」
で
一
緒
に
し
て
い
た
の
で
す
が
（
繁
体
字
系
の

フ
ォ
ン
ト
に
変
更
す
る
と「
犬
」付
き
の
字
形
に
変
わ
る
）、

や
は
り
「
犬
」
と
「
大
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
た
い
と

い
う
声
が
出
て
き
た
。
と
い
う
の
でU

nicode

の
改
定
時

に
「
大
」
の
「
器
」
に
別
な
番
号
を
与
え
て
追
加
し
た
と

か
、
こ
う
い
う
の
が
後
付
け
で
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

こ
の
規
範
の
字
体
を
ど
う
す
る
か
決
め
る
と
い
う
の

は
、
実
は
民
間
で
は
結
構
難
し
い
ん
で
す
よ
ね
。
強
制
力

が
な
い
の
で
。

先
程
、
金
先
生
が
話
さ
れ
た
科
挙
の
話
と
い
う
の
は
、

あ
れ
は
ま
さ
に
皇
帝
の
権
力
で
こ
の
字
を
正
し
い
字
と
す

る
ん
だ
と
い
う
規
範
性
を
ど
ー
ん
と
決
め
ら
れ
ま
す
。
先

程
出
て
き
た
『
干
禄
字
書
』
は
、
ま
さ
に
科
挙
や
公
文
書

と
い
う
公
的
な
場
所
で
使
用
す
る
た
め
の
規
範
字
の
お
手

本
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
以
前
の
始
皇
帝

の
文
字
の
統
一
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
国
家
の
強
制
に

よ
っ
て
用
語
や
字
体
が
統
一
さ
れ
る
。
や
は
りU

nicode

と
い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
と
か
地
域
と
か
が
ど
ん
と
集

ま
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
規
格
の
改
正
は
話
し
合
い
で

決
め
て
、
最
後
は
投
票
で
決
め
る
と
い
う
過
程
を
と
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

U
nicode

は
枠
組
み
を
定
め
る
だ
け
で
、
こ
の
字
形
に
す
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
、
日
本
の
国
語
審
議
会
の
よ
う
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
国
家

に
よ
る
強
制
力
で
字
形
は
決
ま
っ
て
く
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。U

nicode

で
は
表

日本系 台湾系

説
番号：U+8AAC;
フォント：MS明朝

說
番号：U+8AAA;
フォント：MingLiu

中が「大」 中が「犬」 中が「大」

器
番号：U+5668;
フォント：MS明朝

器
番号：U+5668;
フォント：MingLiu

𠾖
番号：U+20F96;
フォント：MingLiU-ExtB



オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
漢
字
文
化
の
展
望
」
鼎
談

五
二

の
マ
ス
目
が
百
万
以
上
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
漢
字
や
そ
れ
以
外
の
文
字
も

こ
れ
か
ら
も
増
え
ま
す
。
で
、
そ
う
い
う
国
家
の
強
制
力
を
持
っ
て
い
な
い
文
字

に
つ
い
て
、
利
用
者
が
ど
れ
を
使
う
か
を
決
め
て
い
く
と
い
う
形
に
こ
れ
か
ら
も

な
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
回
答
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
。

村
上
：「
辶
」（
し
ん
に
ゅ
う
へ
ん
）
の
一
点
し
ん
に
ゅ
う
、
二
点
し
ん
に
ゅ
う
も

そ
う
で
す
ね
。

山
田
：
あ
れ
も
、
ま
さ
に
こ
う
い
う
動
き
の
中
か
ら
『
康こ

う

熙き

字じ

典て
ん

』（
5
）の
文
字
の

形
こ
そ
が
伝
統
的
な
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
変
え
よ
う
と
い
う
運
動
が
、
ち
ょ
う

ど
二
十
世
紀
の
末
く
ら
い
に
、
伝
統
的
な
字
形
の
方
を
尊
重
す
る
人
た
ち
が
声
を

あ
げ
て
ロ
ビ
ー
活
動
を
し
て
、
そ
う
い
う
の
が
割
と
世
論
の
支
持
を
受
け
て
い
ま

し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
、
日
本
の
場
合
は
国
語
審
議
会
と
い
う
と
こ
ろ
で
常

用
漢
字
以
外
に
世
の
中
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
文
字
の
字
形
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

て
い
た
の
で
、そ
れ
を
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
検
討
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

じ
ゃ
あ
古
い
デ
ザ
イ
ン
の
方
に
今
回
か
ら
寄
せ
て
い
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
結

論
に
至
っ
て
、JIS

漢
字
コ
ー
ド
の
字
形
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

字
形
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
の
は
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
手
書
き
の
時
代
、
皆
や

は
り
手
を
抜
き
た
が
る
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
先
程
曹
先
生
の
お
話
で
も
出
て
き
ま

し
た
が
、
僕
も
そ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
最
近
、
手
書
き
で
文
章
を
記
さ
な
い
、

ス
マ
ホ
で
入
力
す
る
（
キ
ー
ボ
ー
ド
・
フ
リ
ッ
ク
・
音
声
な
ど
）
と
か
い
う
形
に

な
っ
て
き
て
、
画
数
や
デ
ザ
イ
ン
が
多
少
複
雑
で
も
、
そ
れ
を
乗
り
切
っ
て
い
け

る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
提
供
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
実
際
の
表
示
は
フ
ォ
ン
ト
が
担

う
の
で
、
二
点
に
な
っ
て
い
て
も
そ
う
困
ら
な
い
と
い
う
の
も
大
き
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

金
：
画
数
で
漢
字
を
検
索
す
る
と
き
に
、
不
便
な
ん
で
す
よ
ね
。

山
田
：
今
、
難
し
い
漢
字
を
探
す
場
合
は
、
昔
に
戻
っ
て
手
書
き
な
ん
で
す
よ
。

手
書
き
検
索
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
、
若
い
子
は
。
ス
マ
ホ
で
。

金
：
私
は
い
つ
も
だ
い
た
い
画
数
で
、
漢
和
辞
典
、
た
と
え
ば
『
大
漢
和
辞
典
』

な
ど
を
検
索
し
て
い
ま
す
。
画
数
が
辞
書
に
よ
り
違
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。

山
田
：
そ
れ
は
あ
り
ま
す
ね
。
画
数
の
数
え
方
で
、
中
国
語
の
索
引
を
見
る
と
き

と
、
日
本
語
の
索
引
を
見
る
と
き
、
前
後
に
画
数
を
ち
ょ
っ
と
広
げ
て
み
た
り
と

か
、
あ
り
ま
す
よ
ね
。

村
上
：
私
は
画
数
で
引
く
と
き
に
は
も
う
面
倒
な
の
で
、
一
応
、
八
画
と
な
っ
た

ら
、
七
画
、
八
画
、
九
画
と
、
順
番
に
見
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
い
い
加
減

な
引
き
方
を
し
て
お
り
ま
す
が
。
だ
い
た
い
は
音
訓
索
引
で
、
特
に
訓
読
み
が
わ

か
る
場
合
は
該
当
す
る
字
が
少
な
い
の
で
、
訓
読
み
で
探
す
こ
と
が
多
い
で
す
け

れ
ど
も
、
訓
読
み
で
探
せ
な
い
字
を
探
す
と
き
の
方
が
多
い
わ
け
で
、
検
索
問
題

と
い
う
の
も
一
つ
の
テ
ー
マ
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
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山
田
：
検
索
は
永
遠
の
テ
ー
マ
で
す
ね
。
僕
は
『
大
漢
和
辞
典
』
は
検
索
が
面
倒

な
の
と
机
に
広
げ
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
の
と
で
、デ
ジ
タ
ル
版
を
買
い
ま
し
た
し
、

そ
れ
か
ら
先
程
出
て
き
たCH

ISE ID
S FIN

D

に
、
画
数
と
『
大
漢
和
辞
典
』

の
番
号
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
楽
を
し
た
り
と
か
、
色
々
手
抜
き
は
し
て

い
ま
す
。

金
：
私
は
四し

角か
く

号ご
う

碼ま
（
6
）と
い
う
の
を
結
構
使
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。

村
上
：
私
も
四
角
号
碼
は
使
っ
て
い
ま
す
。
あ
れ
ち
ょ
っ
と
失
敗
し
ま
し
て
ね
、

私
は
あ
れ
を
中
国
語
の
発
音
で
覚
え
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
頭
の
中
に
浮
か
ぶ

の
は
、
一
（
yī
：
イ
ー
）、
四
（
sì
：
ス
ー
）、
三
（sān

：
サ
ン
）、
二
（
èr
：
ア
ー
）

と
か
な
ん
で
す
ね
。
友
達
に
聞
か
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
頭
の
中
で
ま
た
日
本
語

に
翻
訳
し
な
い
と
い
け
な
い
。

金
：「
一
横
二
垂
三
点
捺
」（
と
い
う
覚
え
方
）
で
、
我
々
の
世
代
は
学
生
時
代
に

覚
え
て
、
使
っ
て
い
ま
し
た
。

村
上
：
四
角
号
碼
は
検
索
に
は
便
利
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、覚
え
に
く
い
と
言
っ

て
最
初
か
ら
諦
め
て
い
る
人
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
非
常
に
役
立
つ
と
、

私
個
人
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
ろ
そ
ろ
時
間
が
来
て
し
ま
い
ま
し
た
。
鼎
談
と
い
い
な
が
ら
、
お
互
い
あ
ま

り
質
問
が
出
な
か
っ
た
で
す
が
、
こ
れ
で
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
注
】

（
1
）『
史
籀
篇
』
…
…
中
国
の
字
書
。
周
の
宣
王
の
時
の
大
史
、
籀
（
史
籀
）
が
編
纂
し

た
と
い
う
が
、
春
秋
戦
国
時
代
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
篆
（
籀
文
）
で
書
か

れ
て
お
り
、
子
ど
も
に
文
字
を
教
え
る
た
め
に
作
ら
れ
、
四
字
一
句
で
、
九
千
字
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
晋
代
に
は
す
で
に
散
佚
し
、『
説
文
解
字
』
や
『
玉
篇
』
な
ど
に
そ
の

一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
玉
函
山
房
輯
佚
書
』
に
輯
本
が
あ
る
。

（
2
）『
干
禄
字
書
』…
…
中
国
の
字
書
。
初
唐
の
顔
元
孫
の
著
。
干
禄
と
は「
禄
を
干も
と

め
る
」

と
い
う
意
味
で
、
官
吏
登
用
試
験
の
受
験
者
の
た
め
に
作
ら
れ
た
実
用
的
字
体
字
書
。

約
八
百
字
を
四
声
に
よ
っ
て
分
類
し
、
字
ご
と
に
正
・
通
・
俗
の
三
体
を
あ
げ
る
。

（
3
）
文
字
を
文
字
コ
ー
ド
化
す
る
際
に
、「
文
字
集
合
」
と
「
符
号
化
」
と
い
う
二
つ
の

過
程
を
経
る
。
ま
ず
収
録
し
た
い
文
字
を
一
定
の
規
格
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
表
に
一

マ
ス
毎
に
一
文
字
を
配
置
す
る
（
表
に
配
置
さ
れ
た
文
字
の
集
ま
り
が
「
文
字
集
合
」）。

そ
し
て
次
に
、
表
の
各
マ
ス
に
付
け
ら
れ
た
番
号
の
数
値
を
（
一
定
の
ル
ー
ル
に
従
っ

て
）
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
行
為
が
「
符
号
化
」
で
あ
る
。「
コ
ー
ド
ポ
イ
ン
ト
」
は
、
こ

の
「
符
号
化
」
し
た
際
の
デ
ジ
タ
ル
数
値
の
こ
と
を
指
す
。

（
4
）U

nicode

で
は
ロ
ー
カ
ル
な
文
字
コ
ー
ド
と
の
互
換
性
を
保
つ
た
め
に
、
元
々
バ
ラ

バ
ラ
で
あ
っ
た
文
字
の
内
、「
漢
字
統
合
」
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
が
使
用
の
優
先

順
位
が
低
い
も
の
を
「
互
換
領
域
」
に
配
置
し
て
い
る
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
文
字
は
、

あ
く
ま
でJIS

漢
字
コ
ー
ド
と
の
コ
ン
バ
ー
ト
に
問
題
が
な
い
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い

る
部
分
で
あ
り
、
こ
の
領
域
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
字
を
新
規
文
書
に
用
い
る
こ
と
は

望
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
る
。

（
5
）『
康
熙
字
典
』
…
…
中
国
の
清
代
の
字
書
。
十
二
集
四
十
二
巻
。
康
熙
帝
の
勅
命
に

よ
り
、張
玉
書
・
陳
廷
敬
ら
が
編
纂
し
た
。
一
七
一
六
年
刊
。『
説
文
解
字
』『
玉
篇
』『
字

彙
』『
正
字
通
』
な
ど
の
歴
代
の
字
書
を
集
大
成
し
た
も
の
で
、
四
万
七
千
余
の
漢
字

を
楷
書
の
部
首
画
数
順
に
配
列
し
、
字
音
・
字
義
・
用
例
を
示
す
。
以
後
の
字
書
の
規

範
と
な
る
と
と
も
に
、
漢
和
辞
典
に
お
け
る
漢
字
配
列
の
規
準
と
な
っ
た
。

（
6
）
四
角
号
碼
…
…
漢
字
の
検
索
方
式
の
一
つ
。
漢
字
の
四
隅
を
、
形
状
に
よ
っ
て
0
か

ら
9
ま
で
番
号
を
付
与
し
、
さ
ら
に
同
一
番
号
と
な
る
漢
字
を
区
別
す
る
た
め
に
「
附

角
」
番
号
を
付
与
し
、
最
大
五
桁
の
数
値
で
漢
字
を
配
列
す
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
商

務
印
書
館
の
王
雲
五
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
、高
夢
旦
が「
附
角
」を
追
加
し
て
完
成
し
た
。

四
角
号
碼
の
覚
え
方
に
つ
い
て
は
、中
国
文
学
者
の
胡
適（
一
八
九
一
〜
一
九
六
二
）が
、

「
一
横
二
垂
三
点
捺　

点
下
帯
横
変
零
頭　

叉
四
插
五
方
塊
六　

七
角
八
八
小
是
九
」

と
い
う
歌
を
作
っ
た
。
以
前
は
中
国
の
索
引
、
辞
書
な
ど
で
多
用
さ
れ
て
い
た
が
、
現

在
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
。



オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
漢
字
文
化
の
展
望
」
鼎
談

五
四

【
附
記
】

本
稿
は
、
鼎
談
当
日
の
全
内
容
を
文
字
起
こ
し
し
、
登
壇
者
・
司
会
者
に
よ
る

確
認
・
修
訂
を
経
て
、
定
稿
と
し
た
も
の
で
す
。

鼎
談
記
録
・
編
集
：
草
野
友
子


