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漢
点
字
の
散
歩

（
六
十
三
）

岡
田

健
嗣

カ
ナ
文
字
は
仮
名
文
字

（

）
14

こ
れ
ま
で
靴
の
上
か
ら
霜
焼
け
を
掻
く
よ
う
な
手
つ
き
で

「
万
葉
集
」
の
表
記
を
考
え
て
来
ま
し
た
。
と
申
す
の
も
私

は
、
こ
の
日
本
に
視
覚
障
害
者
と
し
て
生
を
受
け
て
、
そ
の
結

果
と
し
て
二
十
九
歳
に
至
る
ま
で
、
わ
が
国
の
表
記
法
で
あ
る

「
漢
字
仮
名
交
じ
り
」
法
か
ら
阻
害
を
受
け
て
来
ま
し
た
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
残
念
な
が
ら
わ
が
国
の
文
学
の
伝
統
で
あ
る
和

歌
や
物
語
に
、
ま
た
わ
が
国
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

き
た
中
国
の
文
学
や
思
想
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
う
い
う
情
況
を
打
開
し
て
く
れ
た
の
が
、
私
が
漢
点
字

を
習
得
し
た
こ
と
と
、
漢
点
字
訳
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
あ

る
本
会
の
活
動
を
始
め
た
こ
と
で
し
た
。
本
会
は
一
九
九
六
年

に
発
足
し
ま
し
た
が
、
漢
点
字
訳
書
を
作
る
と
い
う
目
的
を
掲

げ
た
活
動
を
し
て
い
る
人
も
団
体
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の

で
、
私
自
身
手
探
り
の
状
態
で
活
動
を
始
め
た
の
で
し
た
。

そ
し
て
二
〇
二
一
年
に
は
、
そ
の
成
果
で
あ
る
『
萬
葉
集
釋

注
』
（
伊
藤
博
著
、
集
英
社
）
の
漢
点
字
訳
を
完
成
し
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
私
に
と
っ
て
、
初
め
て
古
典
へ
の
手
が
か
り

を
得
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
稿
を
起
こ
そ
う
と
思
い
立
っ
た
の

も
、
「
万
葉
集
」
を
私
な
り
に
読
ん
で
み
よ
う
と
思
い
、
少
々

乱
暴
で
は
あ
り
ま
す
が
、
試
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
し
た
。

「
万
葉
集
」
は
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
歌
々
の
作
者
の
お
名

前
を
年
代
順
に
見
て
参
り
ま
す
と
、
仁
徳
天
皇
の
時
代
で
あ
る

四
世
紀
前
半
か
ら
七
五
九
年
ま
で
の
、
約
三
五
〇
年
の
間
に
作

ら
れ
た
御
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
仁
徳
天
皇
の
皇
后
で

あ
る
磐
姫
皇
后
（
い
は
の
ひ
め
の
お
ほ
き
さ
き
）
、
雄
略
天

皇
、
聖
徳
太
子
の
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
御
歌
を
初
め
、
舒
明
天

皇
や
悲
劇
の
皇
子
と
言
わ
れ
る
有
間
皇
子
の
御
歌
、
そ
の
他
に

も
古
い
時
代
の
方
々
の
お
作
り
に
な
ら
れ
た
と
さ
れ
る
御
歌
が

収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
御
歌
の
形
式
や
表
記
を
具
に
見
て

お
り
ま
す
と
、
果
た
し
て
こ
の
御
歌
が
磐
姫
皇
后
作
の
御
歌
で
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あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
雄
略
天
皇
が
手
づ
か
ら
の
御
歌
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
疑
問
が
沸
々
と
湧
い
て
参
り
ま
す
。
磐
姫
皇
后
の

御
歌
は
、
如
何
に
も
韻
律
の
整
っ
た
、
短
歌
の
形
式
に
則
っ
た

万
葉
歌
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
御
歌
で
す
。
ま
た
、
雄
略
天
皇

の
御
歌
は
、
宮
中
の
儀
礼
で
、
声
に
出
し
て
唱
え
ら
れ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
求
婚
歌
で
、
そ
の
後
に
紹
介
さ
れ
る
万
葉
集
の
長
歌

や
短
歌
の
形
式
と
は
、
一
線
を
画
し
た
形
式
を
呈
し
て
い
ま

す
。
こ
の
雄
略
天
皇
の
御
歌
、
そ
れ
に
続
く
舒
明
天
皇
の
御
歌

は
、
そ
の
後
の
長
歌
・
短
歌
・
旋
頭
歌
な
ど
と
は
異
な
る
形
式

の
御
歌
と
申
し
て
よ
い
御
歌
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
角
度
を
変
え
て
申
せ
ば
、
「
万
葉
集
」
の
第
三

番
の
御
歌
以
後
の
御
歌
は
、
共
通
す
る
形
式
、
共
通
す
る
韻

律
、
共
通
す
る
文
字
遣
い
の
元
に
作
ら
れ
た
御
歌
だ
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い

と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
「
万
葉
集
」
を
表
記
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文

字
は
〈
漢
字
〉
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
「
万
葉
歌
」
を
「
和
歌
」
と
捉
え
ま
す
と
、

ど
う
し
て
も
私
た
ち
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
漢
字
仮
名
交
じ
り

の
表
記
の
歌
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
し
か
し
「
万
葉
集
」
の
歌

は
、
本
来
漢
字
だ
け
で
表
さ
れ
た
歌
で
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

読
む
か
が
、
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
過
去
が
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
は
既
に
そ
れ
を
読
み
慣
わ
さ
れ
た
読
み
方
で
読
ん

で
お
り
ま
す
が
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
、
「
万
葉
集
」
の
本
来

の
読
み
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
含
み
を
、
「
万

葉
集
」
に
向
か
う
と
き
は
、
心
得
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
私
た
ち
現
代
の
日
本
人
が
〈
漢
字
〉
を
思
う
と
き
、

そ
の
読
み
に
は
「
音
読
」
と
「
訓
読
」
が
あ
る
と
、
当
然
の
よ

う
に
考
え
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
を
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
も

と
も
と
の
〈
漢
字
〉
の
読
み
は
、
中
国
の
音
だ
け
だ
っ
た
の

で
、
「
音
読
」
と
か
「
訓
読
」
と
か
の
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
音
読
」
や
「
訓
読
」
と
い
う
読
み
は
、
飽
く
ま
で
日
本
だ
け

の
読
み
だ
と
い
う
こ
と
を
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
こ
の
「
万
葉
集
」
で
は
、
〈
漢
字
〉
を
「
音
読
」

し
、
ま
た
「
訓
読
」
し
て
歌
に
し
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
仮
名
文
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字
が
現
れ
る
前
に
、
「
訓
読
」
が
、
十
分
に
成
立
し
て
い
た
と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
誠
に
大

き
な
謎
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
誠
に
拙
い
試
み
で
は
あ
り
ま
す
が
、
「
万
葉
集
」
に

使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
の
読
み
を
、
一
つ
一
つ
現
在
の
読
み
と

し
て
、
取
り
出
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

「
万
葉
集
」
で
も
、
最
も
古
い
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
柿

本
人
麻
呂
の
略
体
歌
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
二
四
七

大
穴
道

少
御
神

作

妹
勢
能
山

見
吉

（
一
文
字
づ
つ
、
音
読
と
訓
読
を
書
き
出
し
ま
す
。
）

「
大
」
ダ
イ
・
お
お
き
い

「
穴
」
ケ
ツ
・
あ
な

「
道
」

ド
ウ
・
み
ち

「
少
」
シ
ョ
ウ
・
す
く
な
い
・
す
こ
し

「
御
」
ゴ
・
お
ん
・
み

「
神
」
シ
ン
・
か
み

「
作
」
サ
ク

・
つ
く
る

「
妹
」
マ
イ
・
い
も
う
と

「
勢
」
セ
イ
・
い
き

お
い

「
能
」
ノ
ウ
・
よ
い
・
あ
た
う

「
山
」
サ
ン
・
や
ま

「
見
」
ケ
ン
・
み
る

「
吉
」
キ
チ
・
よ
い

大
汝

少
御
神
の

作
ら
し
し

妹
背
の
山
を

見
ら
く
し

よ
し
も

「
大
穴
道
」
、
「
お
ほ
な
む
ち
」
は
大
国
主
命
、
こ
こ
で
は

現
代
の
訓
読
で
「
お
お
・
あ
な
・
み
ち
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ

て
い
ま
す
。
記
・
紀
で
は
「
大
己
貴
」
と
表
記
さ
れ
ま
す
が
、

「
大
穴
道
」
、
読
み
下
し
で
は
「
大
汝
」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
「
少
御
神
」
、
「
す
く
な
み
か
み
」
は
現
代
の
訓
読
も
同

様
で
す
。
「
作
」
、
「
つ
く
ら
し
し
」
、
訓
読
の
「
つ
く
る
」

で
、
送
り
仮
名
と
助
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
妹
勢
能

山
」
、
「
い
も
」
は
訓
読
、
「
セ
」
は
音
読
、
「
ノ
」
は
音

読
、
「
や
ま
」
は
訓
読
、
読
み
下
し
で
は
、
「
勢
」
で
は
な
く

「
背
」
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
助
詞
「
の
」
に
、

「
能
」
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
助
詞
の
「
を
」
が
省

略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
見
吉
」
、
「
み
ら
く
し
よ
し
も
」
、

「
見
」
の
訓
読
「
み
」
、
「
吉
」
の
訓
読
「
よ
し
」
、
送
り
仮

名
「
ら
く
し
」
と
助
詞
「
も
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊

こ
こ
で
は
助
詞
は
「
妹
勢
能
山
（
い
も
せ
の
や
ま
）
」

の
「
能
」
だ
け
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、
他
は
全
て
省
略
さ
れ
て
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い
ま
す
。
ま
た
、
「
大
穴
道
」
と
「
少
御
神
」
、
そ
し
て
「
妹

勢
能
山
」
は
固
有
名
詞
で
、
訓
仮
名
と
音
仮
名
で
表
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
強
く
漢
字
の
意
味
に
引
か
れ
て
い
ま
す
し
、
そ
の

意
味
で
も
訓
読
か
ら
訓
仮
名
へ
の
移
行
期
を
思
わ
せ
ま
す
。

一
二
四
八

吾
妹
子

見
偲

奥
藻

花
開
在

我
告
与

「
吾
」
ゴ
・
わ
れ

「
妹
」
マ
イ
・
い
も
う
と

「
子
」
シ

・
こ

「
見
」
ケ
ン
・
み
る

「
偲
」
シ
・
サ
イ
・
し
の
ぶ

「
奥
」
オ
ウ
・
お
く

「
藻
」
ソ
ウ
・
も

「
花
」
カ
・
は
な

「
開
」
カ
イ
・
あ
く
・
ひ
ら
く

「
在
」
ザ
イ
・
あ
る

「
我
」
ガ
・
わ
れ

「
告
」
コ
ク
・
つ
げ
る
・
の
る

「
与
」

ヨ
・
あ
た
え
る

我
妹
子
と

見
つ
つ
偲
は
む

沖
つ
藻
の

花
咲
き
た
ら
ば

我
れ
に
告
げ
こ
そ

「
吾
妹
子
」
、
「
わ
ぎ
も
こ
」
は
、
愛
し
い
女
性
を
呼
ぶ
語

で
す
。
都
に
残
し
て
来
た
妻
を
指
す
も
の
か
、
助
詞
の
「
と
」

は
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
見
偲
」
、
「
み
つ
つ
し
の
は

む
」
、
（
沖
の
藻
の
花
の
咲
く
の
を
）
見
な
が
ら
偲
ぼ
う
、

「
見
」
と
「
偲
」
の
二
字
で
表
さ
れ
て
い
て
、
送
り
仮
名
が
省

略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
奥
藻
」
、
「
お
き
つ
も
の
」
は
沖
の

藻
、
「
花
開
在
」
、
「
は
な
さ
き
た
ら
ば
」
は
、
花
が
咲
い
た

ら
、
「
我
告
与
」
、
「
わ
れ
に
つ
げ
こ
そ
」
、
私
に
教
え
て
欲

し
い
、
送
り
仮
名
・
助
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
与
」
を

「
こ
そ
」
と
、
恐
ら
く
助
動
詞
と
読
ま
せ
て
い
ま
す
。

＊

一
人
称
の
代
名
詞
で
「
わ
れ
」
と
訓
読
す
る
文
字
と
し

て
、
「
吾
」
と
「
我
」
の
二
つ
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
代
語
で
も
こ
の
二
文
字
の
使
用
さ
れ
方
は
異
な
っ
て
い

ま
す
が
、
古
い
時
代
で
も
、
現
代
と
は
違
っ
た
意
味
で
、
異
な

っ
た
使
用
の
さ
れ
方
を
さ
れ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
読
み
下
し
分

で
は
、
ど
ち
ら
も
「
我
」
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
奥
」
の
字
が
「
沖
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
二
四
九

君
為

浮
沼
池

菱
採

我
染
袖

沾
在
哉
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「
君
」
ク
ン
・
き
み

「
為
」
イ
・
た
め
・
な
す

「
浮
」

フ
・
う
く

「
沼
」
シ
ョ
ウ
・
ぬ
ま

「
池
」
チ
・
い
け

「
菱
」
リ
ョ
ウ
・
ひ
し

「
採
」
サ
イ
・
と
る

「
我
」
ガ
・

わ
れ

「
染
」
セ
ン
・
そ
め
る

「
袖
」
シ
ュ
ウ
・
そ
で

「
沾
」
セ
ン
・
う
る
お
う

「
在
」
ザ
イ
・
あ
る

「
哉
」
サ

イ
・
か
な
・
や

君
が
た
め

浮
沼
の
池
の

菱
摘
む
と

我
が
染
め
し
袖

濡
れ
に
け
る
か
も

「
君
為
」
、
「
き
み
が
た
め
」
、

女
性
の
立
場
の
う
た
で

す
。
あ
な
た
の
た
め
に
、
助
詞
「
が
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま

す
。
「
浮
沼
池
」
、
「
う
き
ぬ
の
い
け
の
」
、

菱
の
池
の
名

称
で
す
。
助
詞
「
の
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
菱
採
」
、

「
ひ
し
つ
む
と
」
、
菱
の
実
を
摘
も
う
と
し
て
、
読
み
下
し
で

は
「
採
」
で
は
な
く
「
摘
」
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
送
り
仮

名
・
助
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
我
染
袖
」
、
「
わ
が

そ
め
し
そ
で
」
、
私
が
染
め
た
着
物
の
袖
が
、
送
り
仮
名
・
助

詞
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
沾
在
哉
」
、
「
ぬ
れ
に
け
る
か

も
」
、
ぬ
れ
て
し
ま
っ
た
、
読
み
下
し
で
は
、
「
沾
」
で
は
な

く
「
濡
」
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、
「
在
哉
」
を
「
け
る
か
も
」

と
助
動
詞
と
し
て
読
ん
で
い
ま
す
。

一
二
五
〇

妹
為

菅
實
採

行
吾

山
路
惑

此
日
暮

「
妹
」
マ
イ
・
い
も
う
と

「
為
」
イ
・
た
め
・
な
す

「
菅
」
カ
ン
・
す
が
・
す
げ

「
實
」
ジ
ツ
・
み

「
採
」
サ

イ
・
と
る

「
行
」
コ
ウ
・
ギ
ョ
ウ
・
ゆ
く
・
お
こ
な
う

「
吾
」
ゴ
・
わ
れ

「
山
」
サ
ン
・
や
ま

「
路
」
ロ
・
み
ち

・
じ

「
惑
」
ワ
ク
・
ま
ど
う

「
此
」
シ
・
こ
れ
・
こ
の

「
日
」
ジ
ツ
・
ニ
チ
・
ひ

「
暮
」
ボ
・
く
れ
る
・
く
ら
す

妹
が
た
め

菅
の
実
摘
み
に

行
き
し
我
れ

山
道
に
惑
ひ

こ
の
日
暮
し
つ

「
妹
為
」
、
「
い
も
が
た
め
」
、
愛
す
る
女
性
（
妻
）
の
た

め
に
、
助
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
菅
實
採
」
、
「
す
が

の
み
つ
み
に
」
、
菅
の
実
を
摘
も
う
と
、
読
み
下
し
で
は

「
採
」
で
は
な
く
、
「
摘
」
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
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送
り
仮
名
と
助
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
行
吾
」
、
「
ゆ

き
し
わ
れ
」
、
送
り
仮
名
と
助
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
山
路
惑
」
、
「
や
ま
ぢ
に
ま
と
ひ
」
、
読
み
下
し
で
は
、

「
路
」
で
は
な
く
「
道
」
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、
送
り
仮
名
が

省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
此
日
暮
」
、
「
こ
の
ひ
く
ら
し

つ
」
、
道
に
迷
っ
て
夜
通
し
山
の
中
を
彷
徨
っ
た
。
送
り
仮
名

が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊

一
二
四
九
番
と
一
二
五
〇
番
の
歌
は
、
前
者
は
女
性
が

男
性
の
た
め
に
菱
の
実
を
摘
も
う
と
し
、
後
者
は
男
性
が
女
性

の
た
め
に
菅
の
実
を
摘
も
う
と
す
る
、
前
者
は
池
で
、
後
者
は

山
で
、
と
い
う
よ
う
に
、
歌
と
歌
と
が
対
応
し
た
配
置
に
な
っ

て
い
ま
す
。
前
者
の
女
性
が
後
者
の
妻
、
後
者
の
男
性
が
前
者

の
夫
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
歌
の
配
置
は
、
相
互
に
互
い
を
思
い
や
っ
て
い
る
と
い
う

形
状
を
な
し
て
い
ま
す
。

以
上
の
歌
は
「
人
麻
呂
歌
集
」
か
ら
取
ら
れ
た
と
さ
れ
る
、

柿
本
人
麻
呂
の
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
歌
で

す
。
あ
る
い
は
人
麻
呂
が
集
め
た
歌
を
、
人
麻
呂
が
書
き
写
し

て
保
管
し
て
い
た
歌
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
歌
に

人
麻
呂
が
補
筆
し
て
、
新
た
な
形
の
歌
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
何
れ
に
せ
よ
、
柿
本
人
麻
呂
の
最
初
期
の
作
品
と

考
え
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

私
の
拙
い
試
み
と
し
て
、
歌
の
漢
字
に
音
読
・
訓
読
の
読
み

を
当
て
て
み
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
な

い
も
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
し
、
多
分
そ
の
通
り
な
の
で

し
ょ
う
が
、
私
に
と
っ
て
そ
の
結
果
は
、
極
め
て
意
外
な
も
の

で
し
た
。

私
の
予
想
で
は
、
こ
れ
ま
で
読
ん
で
来
た
万
葉
集
の
歌
々
に

は
、
現
在
の
訓
読
と
は
か
な
り
相
違
し
た
読
み
が
与
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
四

首
の
歌
も
、
同
様
に
か
な
り
異
な
っ
た
訓
読
が
な
さ
れ
て
い
る

も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
思
っ

て
お
り
ま
し
た
の
も
、
そ
れ
ら
の
歌
の
読
み
に
、
読
み
下
し
も

含
め
て
、
非
常
に
苦
労
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
経
験
が
関
与
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
四
首

の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
が
、
偶
々
現
在
の
訓
読
と
同
様

に
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
は

申
し
て
も
、
わ
が
国
の
文
字
の
表
記
の
最
初
期
の
「
万
葉
集
」
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に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
の
読
み
が
、
千
数
百
年
を
経
た
後
の

現
代
の
文
字
と
、
同
じ
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
は
、
驚
き
を
持
っ
て
見
ら
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ

ん
。し

か
し
こ
こ
に
、
面
白
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
固

有
名
で
あ
る
「
大
穴
道
」
は
「
お
ほ
あ
な
む
ち
」
→
「
お
ほ
な

む
ち
」
、
「
少
御
神
」
は
「
す
く
な
み
か
み
」
、
「
妹
勢
能

山
」
は
「
い
も
せ
の
や
ま
」
、
「
浮
沼
池
」
は
「
う
き
ぬ
の
い

け
」
、
そ
し
て
固
有
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
吾
妹
子
」
は

「
わ
ぎ
も
こ
」
と
、
訓
仮
名
（
勢
と
能
は
音
仮
名
で
す
が
）
が

当
て
ら
れ
て
い
て
、
一
つ
の
韻
律
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
韻
律
は
、
こ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
の

日
本
語
と
、
現
代
の
日
本
語
と
を
結
ぶ
架
け
橋
に
な
る
も
の
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
固
有
名
に
訓
仮
名
が
当
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
訓
仮
名
が
訓
読
の
成
立
な
し
に
は
叶
わ

な
い
も
の
と
し
て
み
れ
ば
、
訓
読
と
訓
仮
名
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
す
る
こ
と
で
、
万
葉
の
世
が
明
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
何
か
そ
う
い
う
筋
道
が
描
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
来

る
の
で
し
た
。

何
れ
に
せ
よ
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
文

字
表
記
の
最
初
期
に
位
置
す
る
こ
の
「
万
葉
集
」
は
、
既
に
音

読
・
訓
読
ば
か
り
で
な
く
、
係
り
結
び
や
枕
詞
な
ど
、
極
め
て

高
度
な
言
語
表
現
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
言
い
換

え
れ
ば
、
わ
が
国
の
先
人
は
、
ま
だ
文
字
表
記
を
実
現
す
る
以

前
に
、
こ
の
よ
う
な
高
度
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
手
に
し
て
い
た

の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

何
も
文
献
の
な
い
こ
ろ
に
、
い
き
な
り
「
万
葉
集
」
の
よ
う

な
高
度
な
文
学
作
品
群
が
生
ま
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
実

際
に
起
こ
り
ま
し
た
。
実
際
そ
れ
以
前
に
は
、
文
献
と
言
え
る

文
献
は
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
「
万
葉
集
」
の
記
事
か
ら
言
え

る
こ
と
は
、
「
人
麻
呂
歌
集
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
作
ら
れ
て

い
た
ら
し
い
こ
と
は
知
ら
れ
ま
す
。
人
麻
呂
の
作
っ
た
歌
、
人

麻
呂
が
集
め
た
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
た
集
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
「
万
葉
集
」
の
大
き
な
柱
と
し
て
、

そ
の
要
所
要
所
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

『
書
紀
』
に
は
、
そ
れ
以
前
の
文
書
の
所
在
が
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

以
上
、
『
萬
葉
集
』
の
世
界
を
視
覚
障
害
者
に
も
知
っ
て
い

た
だ
い
て
、
言
語
生
活
の
厚
み
を
養
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願

っ
て
止
み
ま
せ
ん
。
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参考資料

字式について （一）
岡田 健嗣

漢点字の創案者である川上泰一先生は、漢点字は点字であるから、

点の組み合わせで漢字の形を表さなければいけない。しかし点字は、

点の位置や数に制限があるので、点字で漢字の形を表すことはできな

の意味と数を広げて来た。漢字はその意味で、形も大きな要素であっ

て、その理解は重要である。そこで、漢字の形を視覚障害者にも分か

るように表す方法を考案した。それが「字式」である、とおっしゃっ

て、文字の構成要素（部首や画）の位置を表すのに、数式の符号を使

って表す方法を提示されました。これを「字式」と呼びます。

とは言いましても、川上先生の考案された「字式」とは、極めて基

本的な方法で、左右の関係を「＋」で、上下の関係を「／」で表すも

のでした。

例： 村 木偏＋寸 守 ウ冠／寸

本会では文字に関する書籍の漢点字訳を試みて参りましたので、文

字の形を表すことが求められました。そこでこの川上先生の「字式」

を大幅に拡張して、漢字の構成要素（部首や画）の位置関係を「＋」

と「／」だけでなく、その符号を増やして使用しました。以下にご紹

介します。

①＋ 「＋」は、部首が横に並んだ場合の、左右の関係を表しま

す。

例： 村 木偏＋寸 詞 言偏＋司 信 人偏＋言

②／ 「／」は、部首が縦に並んだ場合の、上下の関係を表しま

す。

例： 守 ウ冠／寸 答 竹冠／合 奇 大／可

③＼ 「＼」は、漢字のパーツとパーツを重ねることを表します。

例： 十 一＼｜ 中 口＼｜ 申 日＼｜

春 三＼人／日
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④・ 「・」は、パーツが縦に並んでいるとき、くっついている

関係を表します。くっついているのが横線であれば、一本の

横線になります。

例： 正 一・止 亜 一・“口＼∥”・一 竒 立・可

＊ “ ”は括弧です。

⑤＞ 「＞」は、左側の構えの中に右側の部首を入れるか、ある

いは左側の部首の右下に右側の部首を入れるかを表します。

例： 国 囗構え＞玉 間 門構え＞日 街 行構え＞圭

圧 厂＞土 店 广＞占

⑥＜ 「＜」は、左側の部首を、右側の部首の左下に入れること

を表します。

例： 気 メ＜气構え 式 工＜弋 司 “一／口”＜上かど

⑦÷ 「÷」は、文字を上下に分けて、その間に部首を入れるこ

とを表します。

例： 哀 衣÷口 褒 衣÷保 裏 衣÷里

⑧@+ 「@+」は、伸ばした脚の上に部首を載せることを表します。

例： 道 しんにょう@+首 冠 ワ冠／“元@+寸”

魅 鬼@+未

⑨‐ 「‐（ハイフン）」は、左右の部首や画をくっつけること

を表します。

例： 戊 垂れ‐戈 識 言偏＋音‐戈

以上の九つの符号を使って、部首や画の配置を示しています。

次号から、字形をどのように表しているかを、具体例を挙げてご説

明します。
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
一
二
〇
）

山
内

薫

読
む
こ
と
に
障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の

読
み
聞
か
せ
・
本
の
紹
介
十
三
の
方
法
（
二
）

さ
て
、
『
特
別
支
援
学
校
で
の
読
み
聞
か
せ－

都
立
多
摩
図

書
館
の
実
践
か
ら
』
の
「
特
別
支
援
学
校
で
の
読
み
聞
か
せ

六
つ
の
方
法
」
に
倣
っ
て
、
私
の
経
験
か
ら
ど
ん
な
方
法
が
考

え
ら
れ
る
か
を
検
討
し
て
み
た
。
前
回
ご
紹
介
し
た
静
岡
県
内

の
特
別
支
援
学
校
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
も
参
考
に
し
な
が
ら
考
え

た
の
が
以
下
の
一
三
の
方
法
で
あ
る
。
都
立
多
摩
図
書
館
の
最

初
の
六
つ
の
方
法
は
そ
の
ま
ま
残
し
、
新
た
に
七
つ
を
付
け
加

え
た
。
ま
た
該
当
す
る
具
体
的
な
絵
本
を
何
冊
か
挙
げ
た
。

一
、
寄
り
添
っ
て
読
む

重
度
の
方
に
は
、
絵
本
の
文
章
ど
お
り
に
読
む
の
で
は
な

く
、
そ
の
方
の
気
持
ち
に
寄
り
添
っ
て
語
り
か
け
る
。
お
寿
司

の
絵
本
で
あ
れ
ば
、
「
お
い
し
そ
う
だ
ね
」
「
ど
の
お
寿
司
が

好
き
」
、
動
物
の
絵
本
で
あ
れ
ば
「
犬
は
好
き
？
」
「
も
う
じ

き
子
犬
が
産
ま
れ
る
ね
」
な
ど
、
一
対
一
で
語
り
か
け
な
が
ら

読
ん
で
い
く
。

・
『
ど
ん
な
お
べ
ん
と
う
？
』
（
絵

い
わ
き

あ
や
こ
、

文

麦
田

あ
つ
こ
、
小
学
館

二
〇
二
二
）

・
『
お
す
し
や
さ
ん
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
！
生
き
も
の
が
食
べ

も
の
に
な
る
ま
で
』
（
文
：
お
か
だ
だ
い
す
け
、
写
真
：
遠
藤

宏
、
岩
崎
書
店

二
〇
二
一
）

・
『
こ
い
ぬ
が
う
ま
れ
る
よ
』
ジ
ョ
ア
ン
ナ
・
コ
ー
ル
文
、

ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
ウ
ェ
ク
ス
ラ
ー
写
真
、
つ
ぼ
い
い
く
み

訳

福
音
館
書
店

一
九
八
二
）

・
『
パ
ン
ダ
』
（
岩
合
光
昭
写
真

新
潮
社

二
〇
〇
七
）

・
『
ご
は
ん
』
（
平
野
恵
理
子
作

福
音
館
書
店

二
〇
一

五
）

二
、
一
部
分
を
読
む

本
の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
全
部
読
ま
な
く
て
も
よ
い
。

聞
き
手
の
興
味
を
持
つ
部
分
だ
け
を
読
む
こ
と
か
ら
始
め
る
。

た
と
え
ば
、
電
車
の
絵
本
で
あ
れ
ば
、
一
番
好
き
な
新
幹
線
の

場
面
だ
け
を
、
仕
事
の
絵
本
で
あ
れ
ば
、
大
き
く
な
っ
た
ら
な

り
た
い
職
業
、
例
え
ば
花
屋
さ
ん
の
場
面
だ
け
を
じ
っ
く
り
と

楽
し
む
。
興
味
が
広
が
る
に
つ
れ
、
楽
し
め
る
ペ
ー
ジ
が
増
え
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て
い
く
だ
ろ
う
。
こ
の
手
法
は
、
図
鑑
や
知
識
の
本
で
特
に
効

果
が
あ
る
。

・
『
め
く
っ
て
学
べ
る
し
ご
と
図
鑑
』
（
学
研
プ
ラ
ス

二

〇
二
〇
）

・
『
た
だ
い
ま
お
仕
事
中
』
（
お
ち
よ
し
こ
文

秋
山
と
も

子
絵

福
音
館
書
店

一
九
九
九
）

・
『
の
ぞ
い
て
み
よ
う
！
厨
房
図
鑑
』
（
科
学
編
集
室
編

学
研
プ
ラ
ス

二

〇
一
二
）

・
『
大
き
な
運

転
席
図
鑑

き
ょ

う
か
ら
ぼ
く
は
運

転
手
』
（
元
浦
年

康
写
真
、
学
研
プ

ラ
ス

二
〇
一
〇
）

三
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
読
む

文
章
ど
お
り
に
読
ま
れ
る
と
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
り
、
最

後
ま
で
聞
く
こ
と
が
難
し
い
場
合
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
か
い

つ
ま
ん
で
話
し
た
り
、
言
葉
を
や
さ
し
く
言
い
か
え
た
り
し
て

読
む
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
本
筋
に
沿
っ
て
、
本
の
持
ち
味
を
損
な 大きな運転席図鑑

わ
な
い
よ
う
に
伝
え
た
い
。
読
み
手
は
、
ど
の
よ
う
に
読
む
か

事
前
に
リ
ラ
イ
ト
な
ど
原
稿
化
し
て
準
備
し
て
お
く
。
ま
た
、

読
ん
で
い
る
と
き
の
聞
き
手
の
様
子
に
応
じ
て
原
稿
を
カ
ッ
ト

し
た
り
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
二
度
読
み
す
る
な
ど
臨
機
応

変
に
対
応
す
る
と
よ
い
。

例
え
ば
『
注
文
の
多
い
料
理
店
（
名
作
文
学
紙
芝
居
）
』

（
宮
沢
賢
治
原
作

諸
橋
精
光
脚
本
・
絵

鈴
木
出
版

二
〇

一
九
）
の
場
合
、
そ
の
ま
ま
読
む
と
一
五
分
ほ
ど
か
か
る
が
、

作
中
の
扉
に
書
か
れ
た
文
字
を
中
心
に
他
の
部
分
は
か
な
り
省

略
し
て
読
み
進
め
る
と
五
分
以
下
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
読
ん
だ
こ
と
を
体
験
す
る

実
物
を
添
え
た
り
、
読
ん
だ
こ
と
を
体
験
し
て
み
る
と
、
本

へ
の
興
味
が
深
ま
る
。
ド
ン
グ
リ
の
絵
本
な
ら
、
実
物
の
ド
ン

グ
リ
で
子
ど
も
の
興
味
を
ひ
い
て
か
ら
視
線
を
本
の
方
へ
誘
っ

て
み
る
。
実
際
に
ド
ン
グ
リ
拾
い
を
し
て
み
る
の
も
よ
い
だ
ろ

う
。『

干
し
た
か
ら
』
（
森
枝
卓
士

写
真
・
文

フ
レ
ー
ベ
ル

館

二
〇
一
六
）
は
様
々
な
乾
燥
食
品
を
紹
介
し
た
写
真
絵
本

だ
が
、
ダ
イ
コ
ン
と
切
り
干
し
ダ
イ
コ
ン
な
ど
、
元
の
食
品
と

乾
燥
食
品
の
実
物
を
見
て
も
ら
っ
た
り
、
か
つ
お
節
は
元
は
ど
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ん
な
生
き
物
だ
っ
た
か
、
な
ど
現
物
を
見
て
想
像
し
て
も
ら
え

る
と
良
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
同
じ
作
者
の
『
食
べ
も
の
記
』

（
森
枝
卓
士

福
音
館
書
店

二
〇
〇
一
）
に
は
、
乾
燥
食
品

だ
け
で
な
く
世
界
の
様
々
な
保
存
食
も
写
真
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
の
で
、
興
味
を
持
っ
た
子
ど
も
に
は
併
せ
て
紹
介
す
る
と
よ

い
。・

『
び
っ
く
り
ま
つ
ぼ
っ
く
り
』

多
田
多
恵
子
作

堀
川

理
万
子
絵

福
音
館
書
店

二
〇
一
〇

・
『
ど
ん
ぐ
り
こ
ろ
こ
ろ
』

片
野
隆
司
写
真

ひ
さ
か
た

チ
ャ
イ
ル
ド

二
〇
〇
七

・
『
く
だ
も
の
な
ん
だ
』

き
う
ち
か
つ
作
絵

福
音
館
書

店

二
〇
〇
七

五
、
ク
イ
ズ
を
し
な
が
ら
読
む

読
む
前
な
ど
に
ク
イ
ズ
を
入
れ
て
、
聞
き
手
と
応
答
し
て
か

ら
読
む
と
集
中
し
て
も
ら
え
る
。
ク
イ
ズ
が
好
き
な
子
ど
も
も

多
く
、
ク
イ
ズ
形
式
の
絵
本
は
人
気
が
あ
る
。
例
え
ば
「
十
二

支
の
絵
本
」
を
読
む
前
に
み
ん
な
の
干
支
を
聞
い
た
り
、
来
年

の
干
支
を
答
え
て
も
ら
っ
て
か
ら
読
む
こ
と
も
導
入
に
な
る
。

・
『
ど
っ
と
こ
ど
う
ぶ
つ
え
ん
』
（
中
村
至
男
作

福
音
館

書
店

二
〇
一
四
年
）
で
は
、
ド
ッ
ト
で
描
か
れ
た
様
々
な
動

物
を
当
て
て
も
ら
う
。

・
『
い
る
い
る
だ
あ
れ
』
（
岩
合
日
出
子
文

岩
合
光
昭
写

真

福
音
館
書
店

二
〇
〇
七
年
）
は
動
物
の
シ
ル
エ
ッ
ト
か

ら
動
物
名
を
当
て
て
も
ら
う
。

・
『
や
さ
い
の
お
な
か
』
（
き
う
ち
か
つ

さ
く
・
え

福

音
館
書
店

一
九
九
七
年
）
は
野
菜
の
断
面
か
ら
野
菜
の
名
前

を
当
て
て
も
ら
う
。

・
『
ま
ど
の
む
こ
う
の
く
だ
も
の
な
あ
に
？
』
（
荒
井
真
紀

さ
く

福
音
館
書
店

二
〇
一
九
）

・
『
お
め
ん
で
す
』
（
い
し
か
わ
こ
う
じ

偕
成
社

二
〇

一
三
）

・
『
Ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｋ

Ａ
Ｇ
Ａ
Ｉ
Ｎ
！
』
（
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ａ

Ｈ
Ｏ
Ｂ

Ａ
Ｎ

Ｍ
Ａ
Ｃ
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｎ

一
九
七
一
）

六
．
繰
り
返
し
て
読
む

機
会
が
あ
れ
ば
同
じ
本
を
繰
り
返
し
読
む
と
、
そ
の
時
に
応

じ
て
い
ろ
い
ろ
な
楽
し
み
方
を
し
て
も
ら
え
る
。
小
さ
い
頃
楽

し
ん
だ
絵
本
を
大
き
く
な
っ
て
か
ら
、
ま
た
読
む
の
も
実
り
が

あ
る
だ
ろ
う
。

・
『
お
お
き
な
か
ぶ
』
（
Ａ
・
ト
ル
ス
ト
イ

再
話
、
内
田

莉
莎
子

訳
、
佐
藤
忠
良
画

福
音
館
書
店

一
九
六
六
）
の
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な
か
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
う
ん
と
こ
し
ょ

ど
っ
こ
い
し
ょ
」

な
ど
の
よ
う
に
絵
本
の
中
に
く
り
返
し
現
れ
る
言
葉
を
一
緒
に

唱
和
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
本
読
み
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と

も
で
き
る
。

・
『
三
び
き
の
や
ぎ
の
が
ら
が
ら
ど
ん
』
（
マ
ー
シ
ャ･

ブ

ラ
ウ
ン
え

せ
た
て
い
じ
や
く

福
音
館
書
店

一
九
七
九
）

・
『
か
ば
く
ん
』
（
岸
田
衿
子
さ
く

中
谷
千
代
子
え

福

音
館
書
店

一
九
六
六
）

・
『
だ
る
ま
さ
ん
が
』
『
だ
る
ま
さ
ん
の
』
『
だ
る
ま
さ
ん

と
』
（
か
が
く
い
ひ
ろ
し

ブ
ロ
ン
ズ
社

二
〇
〇
八
）

七
、
こ
と
ば
を
楽
し
む

子
ど
も
は
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
楽
し
い
音
や
こ
と
ば
に
反
応
す

る
。
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
こ
と
ば
に
体
を
ゆ
す
っ
た
り
、
声
を
あ
げ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

「
も
こ
も
こ
も
こ
」
と
い
う
人
が
た
ま
に
い
る
が
、
正
し
く

は
「
も
こ

も
こ
も
こ
」
と
一
つ
目
と
二
つ
目
の
も
こ
の
間
は

一
拍
空
け
る
の
が
正
し
く
「
も
こ
も
こ
も
こ
」
は
誤
読
と
い
っ

て
も
い
い
。
『
こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
』
を
歌
に
し
た
経
験
が
あ
っ
て

反
応
は
良
か
っ
た
が
、
「
も
こ

も
こ
も
こ
」
は
歌
に
は
で
き

な
い
。

三
宮
麻
由
子
の
絵
本
『
お
い
し
い
お
と
』
や
『
で
ん
し
ゃ
は

う
た
う
』
に
出
て
く
る
音
は
読
み
の
脚
本
と
い
っ
て
も
良
い
。

「
ど
だ
っ
と
お
ー
ん

ど
だ
っ
と
と
ー
ん

ど
だ
っ
と
と
ー
ん

た
た
っ

つ
つ
っ
つ
つ

た
た
っ

つ
つ
っ
つ
つ

ど
ど
ん

た
た
っ

つ
つ
っ
つ
つ

た
た
っ

つ
つ
っ
つ
つ

ど
ど

ん
」
を
ど
ん
な
風
に
読
む
か
読
み
手
の
表
現
力
や
想
像
力
が
問

わ
れ
る
。
ま
た
聞
き
手
と
一
緒
に
唱
和
し
て
楽
し
む
の
も
良
い

だ
ろ
う
。

・
『
こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
』
（
元
永
定
正
さ
く

福
音
館
書
店

一
九
八
四
）

・
『
も
こ

も
こ
も
こ
』
（
た
に
か
わ
し
ゅ
ん
た
ろ
う

さ

く

も
と
な
が
さ
だ
ま
さ

え

文
研
出
版

一
九
七
七
）

・
『
お
い
し
い
お
と
』
（
三
宮
麻
由
子
ぶ
ん

ふ
く
し
ま
あ

き
え

え

福
音
館
書
店

二
〇
〇
八
）

・
『
で
ん
し
ゃ
は
う
た
う
』
（
三
宮
麻
由
子
ぶ
ん

み
ね
お

み
つ

え

福
音
館
書
店

二
〇
〇
四
）

・
『
カ
ニ

ツ
ン
ツ
ン
』
（
金
関
寿
夫
ぶ
ん

元
永
定
正
え

福
音
館
書
店

二
〇
〇
一
）

・
『
コ
ッ
ケ
モ
ー
モ
ー
！
』
（
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ド
・
ダ
ラ
ス
＝

コ
ン
テ
文

ア
リ
ソ
ン･

バ
ー
ト
レ
ッ
ト
絵

た
な
か
あ
き
こ
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訳

徳
間
書
店

二
〇
〇
一
）

八
、
紙
芝
居
を
有
効
活

用
す
る

紙
芝
居
は
舞
台
が
あ

る
こ
と
で
絵
本
な
ど
と

は
違
っ
た
臨
場
感
が
あ

り
、
注
意
を
引
き
や
す

い
。
紙
芝
居
を
演
じ
る

と
き
に
は
読
み
手
の
顔

を
隠
さ
ず
に
み
ん
な
に

見
え
る
よ
う
に
し
て
読

む
。
た
だ
し
『
「
紙
芝

居
」
の
舞
台
は
、
演
者

と
子
ど
も
た
ち
の
間
に

ど
う
し
て
も
距
離
感
が

生
じ
る
、
そ
れ
を
嫌
が

る
子
ど
も
た
ち
も
い

て
、
舞
台
は
子
ど
も
た

ち
の
様
子
次
第
で
使
っ

て
い
ま
す
。
』
（
『
お

は
な
し
会
が
は
じ
ま
る
よ－

特
別
支
援
学
校
（
肢
体
不
自
由

校
）
で
の
図
書
館
活
動
』

お
は
な
し
の
会
う
さ
ぎ
編
集
発
行

二
〇
一
七
）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

・
『
お
お
き
く
お
お
き
く
お
お
き
く
な
あ
れ
』
（
ま
つ
い
の

り
こ
作･

絵

童
心
社

一
九
八
三
）

・
『
ぞ
う
さ
ん
き
か
ん
し
ゃ
ぽ
っ
ぽ
っ
ぽ
っ
』
（
と
よ
た
か

ず
ひ
こ

童
心
社

二
〇
一
七
）

・
『
い
も
む
し

こ
ろ
こ
ろ
』
（
長
野
ヒ
デ
子
脚
本
・
絵

童
心
社

二
〇
一
七
）

・
『
お
に
ぎ
り
お
に
ぎ
り
』
（
長
野
ヒ
デ
子
脚
本
・
絵

童

心
社

二
〇
〇
八
）

九
，
歌
や
音
楽
を
取
り
入
れ
る
（
「
お
お
き
な
か
ぶ
」
「
ぐ
り

と
ぐ
ら
」
の
楽
譜
参
照
）

絵
本
や
紙
芝
居
な
ど
を
読
む
場
合
、
歌
や
音
楽
を
入
れ
る
と

と
て
も
効
果
的
で
あ
る
。
歌
な
ど
が
出
て
く
る
作
品
は
勿
論
、

ど
ん
な
絵
本
で
も
、
言
葉
に
ち
ょ
っ
と
し
た
節
を
つ
け
る
な
ど

音
楽
に
乗
せ
る
こ
と
で
、
聞
き
手
を
引
き
込
む
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
絵
本
を
読
む
前
に
関
連
し
た
歌
を
歌
う
な
ど
も
効

果
が
あ
る
。
替
え
歌
の
絵
本
『
ね
ば
ら
ね
ば
ら
な
っ
と
う
』

（
林
木
林
作

た
か
お
ゆ
う
こ
絵

ひ
か
り
の
く
に

二
〇
一
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九
）
は
「
静
か
な
湖
畔
」
の
替
え
歌
絵
本
で
、
カ
ッ
コ
ー
と
い

う
部
分
を
ナ
ッ
ト
ー
に
変
え
る
の
だ
が
、
皆
さ
ん
に
「
ナ
ッ
ト

ー
、
ナ
ッ
ト
ー
、
ナ
ッ
ト
ナ
ッ
ト
ナ
ッ
ト
ー
」
と
唱
和
し
て
も

ら
い
な
が
ら
進
め

て
い
く
と
盛
り
上

が
る
。

・
『
ぐ
り
と
ぐ

ら
』
（
中
川
李
枝

子
文

大
村
百
合

子
絵

福
音
館
書

店
）
の
中
に
は
何

回
か
歌
が
出
て
く

る
が
、
自
分
な
り

に
工
夫
し
て
歌
に

す
る
と
よ
い
。
な

お
『
ぼ
く
ら
の
な

ま
え
は
ぐ
り
と
ぐ

ら－

絵
本
「
ぐ
り

と
ぐ
ら
」
の
す
べ

て
』
（
福
音
館
書

店
母
の
友
編
集
部
編

福
音
館
書
店

二
〇
〇
一
）
に
は
読
者

が
作
っ
た
こ
の
歌
の
一
一
六
の
楽
譜
が
採
録
さ
れ
て
い
る
）

・
『
お
お
き
な
か
ぶ
』
（
Ａ
・
ト
ル
ス
ト
イ

再
話
、
内
田
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莉
莎
子

訳
、
佐
藤
忠
良
画

福
音
館
書
店

一
九
六
六
）
の

初
め
の
部
分
「
あ
ま
い
あ
ま
い

か
ぶ
に
な
れ

お
お
き
な
お

お
き
な

か
ぶ
に
な
れ
」
と
い
う
お
爺
さ
ん
の
は
じ
め
の
言
葉

を
歌
に
す
る
と
お
話
し
の
導
入
と
な
る
。

一
〇
、
絵
だ
け
の
ペ
ー
ジ
に
文
章
を
加
え
る

絵
本
の
中
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
絵
だ
け
で
表
現
し
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
ぱ
っ
と
絵
を
見
た
だ
け
で
は
理
解
が
難
し

い
よ
う
な
場
合
に
は
、
文
章
起
こ
し
し
て
言
葉
を
補
っ
て
読
む

工
夫
を
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
横
浜
市
立
盲
特
別
支
援
学
校

の
例
を
紹
介
す
る
。
二
〇
〇
九
年
の
読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル

の
課
題
図
書
に
な
っ
た
『
お
こ
だ
で
ま
せ
ん
よ
う
に
』
（
く
す

の
き
し
げ
の
り
・
作
、
石
井
聖
岳
・
絵

小
学
館

二
〇
〇

八
）
の
例
。
八
ペ
ー
ジ
で

は
「
ぼ
く
は
が
っ
こ
う
で

も
よ
く
お
こ
ら
れ
る
。
」

と
い
う
文
章
に
カ
マ
キ
リ

を
女
の
子
に
見
せ
て
い
る

場
面
が
あ
る
。
こ
の
画
面

に
さ
ら
に
下
記
の
よ
う
な

文
章
を
起
こ
し
て
加
え
て

おこだてませんように

い
る
。
「
ぼ
く
は
が
っ
こ
う
に
い
く
と
ち
ゅ
う
／
お
っ
き
い
カ

マ
キ
リ
を
と
っ
た
。
／
と
も
ち
ゃ
ん
よ
ろ
こ
ぶ
と
お
も
う
た
ん

や
。
／
と
も
ち
ゃ
ん
に
あ
げ
よ
う
と
し
た
ら
／
と
も
ち
ゃ
ん
な

い
て
し
も
た
。
／
／
せ
ん
せ
い
に
ま
た
お
こ
ら
れ
た
。
」
。
ま

た
次
の
九
ペ
ー
ジ
も
給
食
当

番
の
白
い
服
と
ほ
っ
か
む
り

と
マ
ス
ク
を
付
け
た
僕
が
給

食
の
器
に
山
盛
り
の
ス
パ
ゲ

テ
ィ
ー
を
つ
い
で
し
ま
い
、

慌
て
て
先
生
が
止
め
よ
う
と

し
て
い
る
絵
だ
け
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
き
ゅ

う
し
ょ
く
と
う
ば
ん
の
と
き

ス
パ
ゲ
テ
ィ
ー
を

や
ま
も
り

つ
い
で
し
ま
っ
て

ま
た
せ
ん
せ
い
に
お
こ
ら
れ
た
」
と
文
章

を
加
え
る
と
、
給
食
の
時
の
様
子
で
一
人
分
の
お
皿
に
必
要
以

上
に
ス
パ
ゲ
テ
ィ
ー
を
つ
い
で
し
ま
っ
た
場
面
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

一
一
、
ゆ
っ
く
り
読
む

絵
本
な
ど
を
読
む
場
合
、
普
通
よ
り
も
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を

か
け
て
読
む
と
よ
い
。
聞
き
手
表
情
な
ど
を
見
な
が
ら
、
楽
し おこだてませんように
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ん
で
下
さ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
が
ら
読
む
。
ま
た

文
章
に
あ
る
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
丁
寧
に
話
し
、
キ
ー
と
な
る

言
葉
は
ゆ
っ
く
り
際
立
た
せ
て
読
む
と
、
聞
き
手
の
理
解
が
増

す
。『

お
お
き
な
か
ぶ
』
や
『
三
び
き
の
や
ぎ
の
が
ら
が
ら
ど

ん
』
の
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ
を
元
に
展
開
し
て
い

く
絵
本
も
あ
る
が
、
絵
本
は
［
絵
］
本
で
あ
り
、
本
来
一
ペ
ー

ジ
一
ペ
ー
ジ
の
絵
を
ゆ
っ
く
り
見
て
楽
し
む
も
の
で
あ
る
。
と

も
す
る
と
文
字
を
読
む
こ
と
が
主
に
な
り
が
ち
だ
が
、
時
間
を

か
け
て
絵
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
工
夫
も
必
要
だ
ろ
う
。

一
二
、
絵
と
文
章
の
関
係
を
よ
く
見
極
め
る

『
ど
ろ
ん
こ
ハ
リ
ー
』
（
ジ
ー
ン
・
ジ
オ
ン
文

マ
ー
ガ
レ

ッ
ト
・
ブ
ロ
イ
・
グ
レ
ア
ム
絵

わ
た
な
べ
し
げ
お
訳

福
音

館
書
店

一
九
六
四
）
の
本
文
は
五
ペ
ー
ジ
目
に
印
刷
さ
れ
て

い
る
が
、
「
ハ
リ
ー
は
、
く
ろ
い
ぶ
ち
の
あ
る

し
ろ
い
い
ぬ

で
す
」
は
表
紙
を
見
せ
な
が
ら
左
側
の
犬
を
指
さ
し
て
読
み
、

次
の
「
な
ん
で
も

す
き
だ
け
ど
、
お
ふ
ろ
に
は
い
る
こ
と
だ

け
は
、
だ
い
き
ら
い
で
し
た
。
」
と
標
題
紙
の
ペ
ー
ジ
を
見
せ

な
が
ら
読
む
。
さ
っ
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
、
次
の
見
開
き
ペ

ー
ジ
で
「
あ
る
ひ
、
お
ふ
ろ
に

お
ゆ
を
い
れ
る
お
と
が

き

こ
え
て
く
る
と
、
ぶ
ら
し
を
く
わ
え
て

に
げ
だ
し
て
」
と
言

い
、
本
文
の
あ
る
五
ペ
ー
ジ
の
階
段
を
駆
け
下
り
る
ハ
リ
ー
を

見
せ
て
，
次
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
「
う
ら
に
わ
に

う
め
ま
し

た
」
と
読
む
と
絵－

と
文
章
の
つ
じ
つ
ま
が
合
う
。
こ
の
本
は

絵
を
ゆ
っ
く
り
丹
念
に
時
間
を
か
け
て
み
て
も
ら
う
。
（
『
心

に
緑
の
種
を
ま
く－

絵
本
の
楽
し
み
』

渡
辺
茂
男
著

新
潮

社

一
九
九
七

一
八
六
～
一
九
〇
ペ
ー
ジ
参
照
）

『
ロ
バ
の
シ
ル
ベ
ス
タ
ー
と
ま
ほ
う
の
こ
い
し
』
（
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ス
タ
イ
グ
作

せ
た
て
い
じ
訳

評
論
社

二
〇
〇

六
）
の
シ
ル
ベ
ス
タ
ー
が
石
か
ら
ロ
バ
に
戻
る
場
面
の
文
章
は

「
ほ
ん
と
の
ぼ
く
に
も
ど
り
た
い
！
」
と
願
う
と
こ
ろ
ま
で
、

前
の
ペ
ー
ジ
で
読
ん
だ
方
が
よ
い
。

『
ぐ
り
と
ぐ
ら
』
（
お
お
む
ら
ゆ
り
こ

え

な
か
が
わ
り

え
こ

文

福
音
館
書
店

一
九
六
七
）
の
二
三
ペ
ー
ジ
の
二

行
目
ま
で
は
前
の
ペ
ー
ジ
を
見
せ
て
読
む
。

『
は
ち
う
え
は
ぼ
く
に
ま
か
せ
て
』
（
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ブ

ロ
イ
・
グ
レ
ア
ム
え

ジ
ー
ン
・
ジ
オ
ン
さ
く

も
り
ひ
さ
し

や
く

ペ
ン
ギ
ン
社

一
九
八
一
）
の
冒
頭
に
「
あ
る
日
、

ト
ミ
ー
は
お
か
あ
さ
ん
に
言
い
ま
し
た
。
」
と
補
っ
て
も
良

い
。
（
『
よ
み
き
か
せ
の
き
ほ
ん－

保
育
園
・
幼
稚
園
・
学
校
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で
の
実
践
ガ
イ
ド
』

東
京
こ
ど
も
図
書
館

二
〇
一
八

参

照
。
ま
た
こ
の
冊
子
の
巻
末
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
絵
本
を
探
す

た
め
の
件
名
索
引
も
参
考
に
な
る
）

一
三
、
む
ず
か
し
い
言
葉
を
や
さ
し
い
言
葉
に
な
お
す

絵
本
や
物
語
の
中
に
む
ず
か
し
い
表
現
や
分
か
り
に
く
い
言

葉
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
前
出
の
『
ど
ろ
ん
こ
ハ
リ
ー
』

二
七
ペ
ー
ジ
に
は
「
に
か
い
へ
む
か
っ
て

い
ち
も
く
さ
ん
」

と
い
う
文
章
が
出
て
く
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
部
分

を
「
に
か
い
に
む
か
っ
て

お
お
い
そ
ぎ
」
と
言
い
換
え
る
と

よ
い
。
ま
た
、
一
六
ペ
ー
ジ
の
「
も
っ
と
い
っ
ぱ
い
あ
そ
び
た

か
っ
た
け
ど
、
う
ち
の
ひ
と
た
ち
に
、
ほ
ん
と
う
に
い
え
で
し

た
と
お
も
わ
れ
た
ら
た
い
へ
ん
で
す
」
と
い
う
部
分
で
は
、
そ

の
ペ
ー
ジ
に
描
か
れ
て
い
な
い
「
う
ち
の
ひ
と
た
ち
」
の
考
え

が
間
接
話
法
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
主
語

を
補
い
「
ハ
リ
ー
は
、
も
っ
と
遊
び
た
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
、

家
に
帰
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
」
と
、
思
い
切
っ
て
単
純
化
す

る
。
（
『
特
別
支
援
学
校
で
の
読
み
聞
か
せ
』
よ
り
）

ま
た
、
ろ
う
学
校
で
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
も

あ
る
。
「
『
に
わ
か
に
水
か
さ
が
増
す
』
と
い
う
文
を
読
ん

で
、
『
庭
／
蟹
／
水
／
傘
／
増
え
る
』
と
い
う
手
話
で
表
し
、

『
蟹
が
な
ぜ
出
て
く
る
の
？
』
と
尋
ね
る
と
『
蟹
は
水
が
好
き

だ
か
ら
』
な
ど
と
答
え
た
例
の
よ
う
に
、
間
違
っ
て
解
釈
す
る

例
が
多
い
の
で
、
『
に
わ
か
に
』
の
下
に
『
急
に
』
、
『
水
か

さ
』
の
下
に
『
水
の
量
』
な
ど
と
補
足
説
明
が
あ
る
図
書
も
必

要
だ
ろ
う
。
（
脇
中
起
余
子
「
聴
覚
障
害
特
別
支
援
学
校
（
ろ

う
学
校
）
と
学
校
図
書
館
」
，
野
口
武
悟
編
著
『
一
人
ひ
と
り

の
読
書
を
支
え
る
学
校
図
書
館－

特
別
支
援
教
育
か
ら
見
え
て

く
る
ニ
ー
ズ
と
サ
ポ
ー
ト
』
読
書
工
房

二
〇
一
〇
）
」

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
「
き
ゅ
う
に
水
の
量
が
ふ
え
て
」
と

や
さ
し
い
言
葉
に
替
え
る
と
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

以
上
は
ろ
う
特
別
支
援
学
校
で
の
実
践
の
中
か
ら
得
ら
れ
た

方
法
だ
が
、
重
度
の
障
害
児
の
場
合
に
も
応
用
で
き
る
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、
本
来
の
読
み
聞
か
せ
は
、
あ
く
ま
で
も
原
本
の

表
現
を
尊
重
し
て
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
従
っ
て
「
い
ち
も
く
さ
ん
」
と
い
う
表
現
を
残
し
て

「
に
か
い
に
む
か
っ
て

い
ち
も
く
さ
ん

お
お
い
そ
ぎ
」
と

重
ね
て
言
葉
を
補
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
「
五
羽
の
子
ガ
ラ
ス
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
「
カ
ラ

ス
の
子
ど
も
が
五
羽
」
と
い
う
よ
う
に
言
い
換
え
る
だ
け
で
分

か
り
や
す
く
な
る
。
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漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

貪

泉

呉
隠
之

た

ん

せ

ん

ご

い

ん

し

ヘ
ラ
ク

ノ

ヲ

古

人

云
二

此

水
一

タ
ビ

レ
バ

フ
ト

ヲ

一

歃

懐
二

千

金
一

ミ
ニ

メ
バ

ヲ
シ
テ

マ

試

使
二

夷

齊

飲
一

ニ

ニ

ル

ヘ

ヲ

終

當
レ

不
レ

易
レ

心

シ

古
人
此
の
水
を
云
え
ら
く
、

一
た
び

歃

れ
ば

す
す

千

金

を

懐

う
、

と

。

お
も

試
み
に
夷
齊
を
し
て

い

せ

い

飲
ま
し
め
ば
、

終

に

當

に
心
を
易
え
ざ
る
べ
し
。

つ
い

ま
さ

か

参
考
図
書

『
古
文
真
宝
』(

前
集)

上

新
釈
漢
文
大
系

(

明
治
書
院)

他

欲
ば
り
の
泉

こ
の
水
を
ひ
と
た
び
飲
め
ば
千
金
を
願
う
欲
が

生
ず
る
と
い
う
が
、
た
め
し
に
伯
夷
と
叔
斉
に

飲
ま
せ
て
み
れ
ば
、
二
人
の
節
操
が
か
わ
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
。

夷
齊
＝
伯
夷
と
叔

斉
の
兄
弟
。
高
潔
な
人
物

い
せ
い

は
く
い

し
ゅ
く
せ
い

の
た
と
え
。

当
時(

４
世
紀)

東
晋
の
領
土
で
あ
っ
た
広
州
で
は

賄
賂
政
治
が
ま
か
り
と
お
っ
て
い
た
。
東
晋
の
朝
廷

わ
い
ろ

は
そ
の
悪
習
を
改
め
る
よ
う
、
呉
隠
之
を
知
事
と
し

ご

い

ん

し

て
送
り
込
ん
だ
。

広
州
の
手
前
十
里
の
石
門
と
い
う
と
こ
ろ
に

「
貪
泉
」
と
い
う
湧
水
が
あ
り
、
こ
の
水
を
飲
む
と

欲
望
に
と
り
つ
か
れ
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
。

（
貪
欲
に
な
る
の
は
悪
名
を
持
つ
泉
の
水
の
せ
い
で

は
な
い
と
）
呉
隠
之
が
こ
の
水
を
飲
ん
で
詠
ん
だ
詩
。

広
州
の
知
事
に
着
任
後
も
呉
隠
之
の
清
廉
潔
白
な

心
と
行
い
は
か
わ
ら
ず
、
名
を
あ
げ
た
と
い
う
。

『
晋
書
』
巻
九
十
、
良
吏
列
伝
に
記
載
が
あ
る
。

（
新
釈
漢
文
大
系
「
貪
泉
」
の
【
題
意
】
他
参
照
）
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貪 泉 ｀たんせん 呉 隠 之 ｀ ごいんし

古 人 云 ヘラク 此 ノ 水 ヲ

一 タ ビ 歃 レ バ 懐 フト 千 金

ヲ

試 ミニ 使 メ バ 夷 齊 ヲシテ 飲

マ

終 ニ｀ シ 當 ニ 不 ル 易 ヘ

心 ヲ

『古文真宝』 中国の詩文集。前後二十巻。
こぶんしんぽう

前集十巻には漢から宋代までの詩を、後集十巻には戦国
時代末から宋代までの文を収録する。編者は宋末～元初
の黄堅（こうけん）とされるが未詳。
室町時代に伝来して五山の学僧に愛読され、江戸時代に
は漢詩文の学習の必読書とされるまでになった。

『尸子』（周の尸佼の書）に「孔子盗泉
し し しこう

(山東省泗水にあった)を過ぎて、渇けり。
而も飲まず。其の名を悪（にく）むなり｡」
とある。(孔子が)悪徳の名の泉の水を飲ま
なかったのは、その不義をにくむ心のはげ
しかったためである。呉隠之の詩は、この
孔子の話を反してよんだものであろうが、
しかも伯夷・叔齊の名を借りて暗に自分の
心を述べている。
（新釈漢文大系「貪泉」の【余説】より）

呉隠之(？～414年)
東晋の政治家
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ご
報
告
と
御
案
内

本
会
で
は
毎
年
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
、
漢
点
字
書
を
納

入
し
て
お
り
ま
す
。
一
昨
年
度
ま
で
は
一
〇
年
を
掛
け
て
、

『
萬
葉
集
釋
注
』
（
伊
藤
博
著
、
集
英
社
文
庫
）
を
、
漢
点
字

訳
し
て
納
め
ま
し
た
。
昨
年
度
は
、
『
古
事
記
』
（
次
田
真
幸

著
、
講
談
社
学
術
文
庫
）
の
上
巻
と
中
巻
を
納
め
ま
し
た
。

今
年
度
は
『
古
事
記
』
の
下
巻
と
、
『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』

（
堀
切
実
・
田
中
善
・
佐
藤
勝
明
編
、
明
治
書
院
）
の
冒
頭
の

部
分
を
、
漢
点
字
訳
し
て
納
入
す
る
予
定
で
す
。

こ
こ
に
そ
の
「
序
」
を
、
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

序第
二
次
大
戦
後
の
芭
蕉
研
究
は
大
き
く
変
化
し
た
。
芭
蕉
の

作
品
の
中
で
最
も
親
し
ま
れ
て
き
た
発
句
（
俳
句
）
に
つ
い
て

も
、
そ
こ
に
「
詩
」
を
読
む
こ
と
と
共
に
、
「
俳
諧
」
を
読
み

取
る
こ
と
が
加
わ
り
、
新
し
い
解
釈
・
鑑
賞
が
展
開
さ
れ
て
き

た
。
例
え
ば
「
古
池
や
」
の
句
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
を
日

常
詩
と
し
て
見
る
白
石
悌
三
の
説
、
『
袋
草
子
』
の
故
事
の
パ

ロ
デ
ィ
と
見
る
深
沢
眞
二
の
説
、
切
字
「
や
」
の
後
の
空
白
を

重
視
し
て
蛙
は
実
際
に
は
池
に
飛
び
込
ん
で
い
な
か
っ
た
と
見

る
長
谷
川
櫂
の
説
な
ど
、
様
々
の
説
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。

芭
蕉
発
句
の
注
釈
は
、
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
を
は
じ
め
、
い

く
つ
か
の
古
典
文
学
全
集
類
中
の
芭
蕉
句
集
や
単
独
著
者
に
よ

る
芭
蕉
注
釈
書
な
ど
に
お
い
て
、
全
句
評
釈
が
試
み
ら
れ
て
き

た
ほ
か
、
各
種
の
講
座
・
辞
典
類
で
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
、

さ
ら
に
研
究
者
や
俳
人
の
著
作
や
論
文
・
評
論
の
中
で
も
、
そ

の
一
句
一
句
に
つ
い
て
独
自
な
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
そ
う
し
た
戦
後
約
七
〇
年
間
に
登
場
し
て
き
た
諸

説
の
要
旨
を
整
理
し
、
可
能
な
限
り
本
文
を
引
用
す
る
こ
と
に

務
め
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
解
釈
の
方
向
性
を
探
ろ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
江
戸
期
以
降
、
一
九
六
〇

年
頃
ま
で
を
扱
っ
た
、
岩
田
九
郎
の
『
諸
注
評
釈

芭
蕉
俳
句
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大
成
』
（
明
治
書
院
、
一
九
六
七
）
が
あ
る
。
こ
の
『
大
成
』

の
果
た
し
た
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書

は
こ
れ
を
発
展
的
に
継
承
し
、
戦
後
、
新
し
い
芭
蕉
句
研
究
の

出
発
点
と
な
っ
た
山
本
健
吉
の
『
芭
蕉
―
そ
の
鑑
賞
と
批
評
』

（
新
潮
社
、
一
九
五
五
～
五
六
）
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
の

諸
注
集
成
と
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。

研
究
者
は
い
う
に
及
ば
ず
、
一
般
読
者
、
俳
句
愛
好
者
に
と

っ
て
も
座
右
の
書
と
し
て
き
わ
め
て
便
利
で
あ
り
、
か
つ
有
益

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
確
信
す
る
。

二
〇
一
四
年
秋

編
者

（
以
下
、
凡
例
か
ら
、
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
）

掲
出
句
（
底
本
）

【
考
】

成
立
年
次
、
季
語
、
前
書
な
ど
。
季
語
は
「
春
」

「
夏
」
「
秋
」
「
冬
」
の
四
季
で
分
類
し
た
。
ま
た
、
底
本
以

外
の
前
書
も
適
宜
こ
こ
で
紹
介
し
た
。

【
解
】

句
の
解
釈
と
語
釈
。

【
諸
注
】

各
文
献
を
、
イ

全
句
評
注
釈
書
類
、
ロ

講

座
・
辞
典
類
、
ハ

研
究
書
・
評
釈
書
・
学
術
論
文
・
評
論
な

ど
に
分
類
し
、
で
き
る
限
り
本
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
要

旨
を
年
代
順
に
紹
介
し
た
。
主
要
文
献
の
詳
細
は
次
項
お
よ
び

後
掲
の
「
引
用
書
目
解
題
」
を
参
照
の
こ
と
。
引
用
に
あ
た
っ

て
は
、
文
献
の
取
捨
選
択
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
扱
い
は
努
め
て

公
平
に
な
る
よ
う
留
意
し
、
客
観
的
で
丁
寧
な
記
述
に
留
意
し

た
。【

形
】

句
形
の
異
同
、
初
案
、
改
案
、
成
案
。
な
お
、
芭

蕉
と
同
時
代
の
も
の
を
中
心
に
検
討
し
た
た
め
、
「
底
本
に
の

み
所
収
」
と
し
た
場
合
も
、
時
代
を
下
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る

可
能
性
も
あ
る
。

【
評
】

一
句
の
問
題
点
と
今
後
の
展
望
。
執
筆
者
に
よ
る

全
体
の
総
括
。



- 23 -

Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： okada_tr_eib@ybb.ne.jp

横浜漢点字羽化の会 ＵＲＬ：http://www.ukanokai-web.jp/

《表紙絵 岡 稲子》 次回の発行は2024年１月15日です。
※本誌(活字版･DAISY版･ディスク版)の無断転載は固くお断りします。

（有）横浜トランスファ福祉サービス
障害者自立支援法の下、障害者にガイドヘルパーを派遣して、外出を

支援しています。対象は、横浜市在住・在宅の、視覚・肢体・知的重度

障害者。

常時募集・ガイドヘルパー：資格・ホームヘルパー２級以上、および

視覚・肢体障害者移動介護研修修了。

業務概要：上記障害者の外出支援。詳細は担当・柳田まで。

研修者募集： 弊社では、ガイドヘルパー（視覚障害者）の資格取得

研修を実施致します。詳細はホームページで。

ＵＲＬ： ｗｗｗ．ｙｔｒａｎｓ．ｎｅｔ

〒231-0063横浜市中区花咲町1-46-1

GSプラザ桜木町1105

電話: 045-263-0306

FAX: 045-263-0316

今
号
で
山
内
様
の
「
障
害
の
あ

る
子
ど
も
へ
の
読
み
聞
か
せ
方

法
」
を
目
に
し
て
、
子
ど
も
に
寄
り
添
い
、
障
害
の
程

度
に
応
じ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
興
味
を
持
た
せ

る
に
は
、
理
解
し
や
す
く
す
る
方
法
は
何
か
な
ど
を
考

え
、
読
み
方
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か

り
ま
し
た
。
興
味
を
覚
え
ま
し
た
。

私
も
拡
大
写
本
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
ま
す
。

目
に
障
害
の
あ
る
小
・
中
学
生
の
子
ど
も
さ
ん
に
教
科

書
の
拡
大
写
本
を
手
書
き
や
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
提
供

し
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
障
害
の
程
度
に
あ
わ
せ
、

文
字
、
図
等
を
大
き
く
し
た
り
、
太
い
線
に
変
え
た
り
、

見
や
す
い
色
に
変
え
た
り
、
白
黒
反
転
し
た
り
等
、
一

冊
の
教
科
書
で
拡
大
で
は
２
０
分
冊
以
上
に
も
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

先
日
近
く
の
図
書
館
に
行
っ
た
と
き
、
「
み
る
、
さ

わ
る
、
き
く
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
目
に
し
ま
し
た
。

読
書
の
季
節
で
も
あ
り
、
読
書
方
法
に
も
い
ろ
い
ろ
な

か
た
ち
「
図
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
が
あ
る
の
で
す
ね
。

宮
澤
義
文

編

集

後

記


