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◉
暗く
ら

闇や
み

の
中
か
す
か
な
音
立
て
る

　
「
音
楽
」
の
「
楽
」
は
柄え

の
あ
る
手て

鈴す
ず

で
あ
る
こ
と
を
前ぜ

ん

項こ
う

［
楽
］
で
説
明
し
ま
し
た
。
舞ぶ

楽が
く

の
際
、
巫み

こ女

さ
ん
が
こ
れ
を
ふ
っ
て
神
を
楽
し
ま
せ
た
の
が
「
楽
」
で
す
。
な
ら
ば
「
音
楽
」
の
「
音
」
は
ど
ん
な
字
で

し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
を
紹

し
ょ
う

介か
い

し
ま
し
ょ
う
。

　

で
も
「
音
」
の
字
の
紹
介
の
前
に
「
言
」
の
説
明
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
「
言
」
と
「
音
」
の
古
代

文
字
を
見
て
く
だ
さ
い
。
非
常
に
よ
く
似
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
、
以
下
の
こ
と
を
読
ん
で

く
だ
さ
い
。

　

こ
の
「
言
」
は
神
様
へ
の
祈い

の

り
の
言
葉
で
あ
る
祝の

り
と詞

を
入
れ
る
器
「
口
」（
サ
イ
）
の
上
に
、
入
れ
墨ず

み

用
の

針は
り

「
辛し

ん

」
を
置
い
て
、
も
し
自
分
の
言
葉
に
偽い

つ
わり

が
あ
れ
ば
入
れ
墨
の
刑け

い

を
受
け
る
こ
と
を
神
に
誓ち

か

い
祈
る
言

葉
を
意
味
し
ま
す
【
→
［
章
］】。
古
代
文
字
の
「

」（
サ
イ
）
の
上
に
あ
る
部
分
が
、「
辛
」（
針
）
で
す
。

　

そ
の
祈
り
に
神
様
が
反
応
し
て
、
答
え
ま
す
。
神
様
の
答
え
は
ど
ん
な
形
で
く
る
か
と
い
う
と
、
夜
、
静
か

な
時
間
に
器
「
口
」（
サ
イ
）
の
中
で
か
す
か
な
音
を
立
て
る
の
で
す
。
そ
の
神
の
答
え
の
音
が
「
口
」
の
中

に
あ
る
横
線
の
「
－
」
で
す
。
そ
れ
が
「
音
」
と
い
う
字
で
す
。

　

古
代
文
字
の
ほ
う
が
よ
く
わ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
言
」
の
「

」（
サ
イ
）
の
部
分
に
「
－
」
を
加

え
た
字
が
「
音
」
な
の
で
す
。
つ
ま
り
「
音
」
と
は
神
様
の
お
告
げ
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
「
音
」
の
字
形
を
ふ
く
む
字
に
「
闇や

み

」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
門
」
の
字
形
は
神か

み
だ
な棚

の
両
開
き
の
扉

と
び
ら

の
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
神
様
へ
の
祈
り
の
祝
詞
を
入
れ
る
器
「
口
」（
サ
イ
）
を
置
き
、
そ
の
上
に
誓
い
の

針
「
辛
」
を
置
い
て
、
祈
り
、
問
う
と
神
が
夜
に
か
す
か
な
音
で
答
え
る
の
で
す
。「
問
」
と
い
う
字
は
神
棚

（「
門
」）
の
前
に
「
口
」（
サ
イ
）
を
置
い
て
神
の
意
思
を
「
と
う
」
漢
字
で
す
。

　

そ
の
時
は
夜
で
、
暗
闇
の
中
で
神
様
の
意
思
は
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
表
す
字
が
「
闇
」
で
、
そ
の
時
間

は
暗
い
の
で
「
や
み
、
く
ら
い
」
の
意
味
と
な
り
ま
し
た
。「
暗
」
に
も
「
音
」
の
字
形
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
も
と
も
と
「
闇
」
と
同
じ
字
で
し
た
。
本
来
は
神
の
現
れ
る
「
闇
」
を
表
す
字
が
、
明
暗
の
対
比
な
ど
を

い
う
字
に
使
わ
れ
出
し
て
「
日
」
を
加
え
た
「
暗
」
の
字
が
で
き
た
の
で
す
。

神
様
の
お
告
げ

音 

オ
ン
・
イ
ン

訓 

お
と
・
ね

音

｢音｣とは神様の｢音ない｣（音を立てること）､
神様の｢おとずれ｣（訪れ）のこと

古代文字

言

暗

闇

音

【つながる漢字】

言・音（音）・暗（暗）・門・闇（ ）・
問

旧字旧字

音

旧字

旧字

暗
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