
で
き
る
文
字
と
し
て
「
再
・
冊
」
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、「
冂
」
が
部
分
と
し
て
使
わ
れ
る
「
雨
・
南
・
向
・
両
」
な
ど
は
、

そ
の
形
が
横
広
に
な
る
の
で
「
口
・
田
」
な
ど
と
同
様
、
左
右
の
縦
部
は

下
に
す
ぼ
む
形
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
視
覚
重
量
（
見

た
目
の
重
さ
）
が
上
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
よ
り
ス
マ
ー
ト
な
形
に
し

よ
う
と
い
う
工
夫
が
働
い
て
い
る
の
で
す
。

な
お
、「
内
・
肉
」
の
「
冂
」
形
は
ち
ょ
っ
と
や
っ
か
い
で
す
。「
冂
」

の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
ほ
ぼ
正
方
形
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
の
場
合
は
、
垂

直
か
「
南
」
な
ど
の
角
度
よ
り
少
な
め
に
す
ぼ
め
る
形
に
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

こ
の
形
は
「
山
・
出
・
画
・
歯
」
な
ど
の
字
例
に
見
ら
れ
ま
す
。
い
ず

れ
も
最
後
に
書
か
れ
る
形
で
、
中
に
入
る
部
分
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
る

よ
う
に
組
み
立
て
ま
す
。
ま
た
、
横
広
に
な
る
の
で
、
左
右
の
縦
画
部
は

や
や
下
に
す
ぼ
む
形
に
し
ま
す
。
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た
だ
、「
出
」
の
下
の
「
凵
」
に
関
し
て
は
、
下
に
す
ぼ
む
形
が
よ
い
の

か
、
そ
れ
と
も
そ
の
逆
の
方
向
に
し
た
方
が
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
上
に
ま
っ
た
く
同
じ
「
山
」
形
が
あ
る
の
で
、
下
の
「
凵
」
を

同
形
に
す
る
と
中
央
部
が
ふ
く
ら
み
ス
マ
ー
ト
さ
が
損
な
わ
れ
ま
す
。
そ

こ
で
、
下
の
「
凵
」
の
縦
部
を
内
側
に
倒
し
て
全
体
を
引
き
締
め
る
工
夫

が
生
じ
ま
す
。

微
妙
な
部
分
で
は
あ
り
ま
す
が
、
筆
順
や
筆
路
と
い
う
観
点
（
書
き
や

す
さ
）
や
字
形
の
ま
と
ま
り
と
い
う
観
点
か
ら
後
者
の
方
が
い
い
で
し
ょ

う
。
行
書
に
な
る
と
後
者
の
形
に
な
り
ま
す
。
や
や
曖
昧
性
を
残
し
た
部

分
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
に
「
ど
ち
ら
の
書
き
方
が
書
き
や
す
い
か
な
、

ど
ち
ら
が
か
っ
こ
い
い
か
な
。」
な
ど
と
問
い
か
け
て
、
字
形
に
対
す
る
感

覚
を
高
め
る
こ
と
に
利
用
で
き
る
字
例
と
も
言
え
ま
す
。

小
学
校
学
習
漢
字
で
は
、「
匚
」を
持
つ
漢
字
は「
区
・
医
」の
二
字
で
す
。

こ
の
二
字
は
、
筆
順
の
誤
り
が
多
い
の
で
気
を
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「『
区
』は
一
書
い
て
メ
、『
医
』は
一
書
い
て
矢
」な
ど
と
唱
え
さ
せ
て
覚
え

る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。
組
み
立
て
方
は
内
部
の「
メ
・
矢
」を
全
体

の
中
心
よ
り
や
や
右
に
位
置
さ
せ
る
こ
と
で
収
ま
り
が
よ
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
下
の
横
画
の
右
端
は
上
の
横
画
よ
り
長
く
な
り
ま
す
。
内
部
の

「
メ
・
矢
」を
し
っ
か
り
受
け
止
め
て
安
定
を
図
る
た
め
で
す
。

今
回
も
内
外
の
組
み
立
て
方
を
取
り
上
げ
ま
す
。

三
方
を
囲
む
構
え
に
は
前
回
取
り
上
げ
た
「
門
（
も
ん
が
ま
え
）」
の
ほ

か
に
、「
冂
（
ど
う
が
ま
え
・
け
い
が
ま
え
）」「
凵
（
う
け
ば
こ
・
か
ん
に

ょ
う
）」「
匚
（
は
こ
が
ま
え
）
・
匸
（
か
く
し
が
ま
え
）」
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
部
首
に
よ
る
漢
字
は
少
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
三
方
を

囲
む
形
や
そ
れ
を
要
素
と
し
て
持
つ
字
例
を
取
り
上
げ
ま
す
。

「
門
」
の
中
央
部
を
単
純
に
し
た
形
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
円
・
同
」

な
ど
の
組
み
立
て
方
は
「
門
」
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

次
の
よ
う
に
内
部
の
部
分
が
外
に
出
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
れ
が
応
用

○

○

△

行
書
例

中
学
校
で
学
習
す
る「
凹
凸
」
も
三
方
を
囲
む
形
で
、
部
首
は

い
ず
れ
も
「
凵
（
う
け
ば
こ
）」
で
す
。
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

筆
順
は
？ 凹

凸
も
三
方
を
囲
む
漢
字

（
五
画
）

（
五
画
）

○○

〈
コ
ラ
ム
〉

細
か
い
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
先
人
が
い
か
に
工
夫
を
凝
ら

し
て
字
形
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
と
思
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
苦
労
や
工
夫
を
伝
え
る
こ
と
が
子
ど
も
た
ち
の
文
字

感
覚
を
養
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
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