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－ １ －

 
川
上
泰
一
先
生
に
出
会
っ
て

（
第
八
回
）

東
大
阪
市

東
野

ト
シ
ヱ

x

昭
和
６
０
年
代
・
平
成p

福
祉
器
機
展
で
、
川
上
先
生
御
夫
妻
に
数
回
お
会
い

し
ま
し
た
。

昭
和
６
０
年
に
、
ワ
ー
プ
ロ
セ
ミ
ナ
ー
が
大
阪
市
の

『
盲
人
情
報
文
化
セ
ン
タ
ー
』
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
川
上
先
生
は
漢
点
字
に
つ
い
て
御
講
演

な
さ
い
ま
し
た
。

村
尾
氏
に
Ｐ
Ｃ
６
６
０
１
シ
リ
ー
ズ
を
使
用
し
て
作

成
し
て
い
た
だ
い
た
『
音
声
カ
ナ
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
』

を
展
示
会
に
出
展
し
、
川
上
先
生
に
も
見
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
の
ソ
フ
ト
の
開
発
の
モ
ニ
タ
ー
は
私
で
す

の
で
、
漢
点
字
に
も
対
応
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
話

し
て
作
成
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。
私
は
初
め
て

パ
ソ
コ
ン
を
手
に
し
た
と
き
、
（
川
上
先
生
が
お
っ
し

ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
っ
て
こ
れ
な
の

だ
）
と
思
い
ま
し
た
。

同
じ
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
て
漢
点
字
が
入
力
で
き
る

チ
ノ
ワ
ー
ド
６
６
と
い
う
も
の
に
出
会
い
ま
し
た
。
こ

の
パ
ソ
コ
ン
で
は
辞
書
を
引
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
し
仮
名
漢
字
変
換
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

漢
点
字
を
入
力
す
る
の
に
川
上
先
生
が
作
成
し
て
下
さ

っ
た
『
漢
訳
国
語
辞
典
』
や
『
漢
和
字
典
』
の
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
数
行
書
く
の
に
本
が
何
冊
も
並
び
机

の
上
は
本
で
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。

ム
ラ
オ
電
子
製
チ
ノ
ワ
ー
ド
６
６
用
キ
ー
ボ
ー
ド
の

外
形
は
私
が
提
案
し
ま
し
た
。
特
に
キ
ー
の
位
置
で

す
。
カ
ニ
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
は
ほ
ぼ
縦
に
並
ん
で
い
ま

す
が
、
少
し
角
度
を
緩
や
か
に
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら

長
時
間
使
用
し
て
い
て
も
疲
労
は
少
な
い
で
す
。
そ
の

後
開
発
さ
れ
た
ぽ
つ
ぽ
つ
君
も
同
じ
ケ
ー
ス
を
使
っ
て

い
ま
す
。
中
身
は
全
く
違
い
ま
す
。
ぽ
つ
ぽ
つ
君
に
は

超
小
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
内
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
別
の
展
示
会
で
、
Ｂ
Ｒ
Ｐ
Ｃ
を
み
せ
て
い
た

だ
き
、
私
が
『
東
野
』
と
書
い
て
他
の
所
に
い
た
の
で

す
が
、
リ
ツ
エ
奥
様
が
見
つ
け
て
下
さ
り
、
「
名
前
が

書
い
て
あ
る
か
ら
会
場
に
い
る
は
ず
だ
と
思
っ
て
捜
し

た
ぜ
」
と
お
っ
し
ゃ
り
、
久
し
振
り
に
川
上
先
生
御
夫

妻
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
、
お
話
し
も
で
き
て
と

て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。



－ ２ －

ち
な
み
に
『
声
の
漢
点
字
情
報
』
通
称
『
声
漢
』
と

呼
ん
で
い
ま
す
が
、
漢
点
字
の
普
及
発
展
に
貢
献
し
て

い
る
テ
ー
プ
雑
誌
だ
と
思
い
ま
す
。
毎
号
、
神
戸
市
の

畠
田
武
彦
先
生
の
漢
点
字
に
つ
い
て
の
講
議
が
連
載
さ

れ
て
い
ま
す
し
、
大
分
盲
の
森
迫
博
幸
先
生
の
カ
ラ
オ

ケ
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
以
前
に
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ

お
も
し
ろ
漢
字
ミ
ニ
字
典
』
柴
田
道
広
・
長
崎
武
昭
・

山
岸
嵩
著
を
連
載
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
本
を
漢

点
字
交
じ
り
文
で
読
む
こ
と
が
で
き
、
ほ
ん
と
う
に
よ

か
っ
た
で
す
。
漢
点
字
が
一
連
性
文
字
で
保
持
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

『
新
星
通
信
』
の
巻
頭
言
で
『
読
み
書
き
そ
ろ
ば

ん
』
と
題
し
て
、
数
回
書
か
れ
て
い
た
こ
と
御
記
憶
の

方
も
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
「
漢
点

字
を
読
ん
で
書
い
て
覚
え
て
、
そ
れ
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
で
す
。
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
の
そ
ろ
ば
ん
に
当
る

の
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
す
。
」
と
よ
く
川
上
先
生
は

書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

私
は
け
っ
こ
う
そ
ろ
ば
ん
は
好
き
で
、
Ａ
ク
ラ
ス
の

メ
ダ
ル
を
い
た
だ
き
ま
し
た
し
、
珠
算
競
技
会
に
も
学

校
代
表
で
数
回
出
場
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
ろ
ば
ん
に
当
る
の
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、
確
か

そ
の
後
、
展
示
会
な
ど
に
行
く
と
『
東
野
ト
シ
エ
』

と
名
前
を
書
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
会
場
は
大
阪
だ
っ
た
の

で
す
が
広
島
の
お
友
達
か
ら
、
「
昨
日

の
展
示
会
に
行
っ
て
た
ん
だ
ね
、
私
は

行
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
行
っ
た
人
が
名

前
が
あ
っ
た
っ
て
言
っ
て
い
た
よ
。
」

と
い
う
メ
ー
ル
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

『
声
の
漢
点
字
情
報
』
と
い
う
テ
ー
プ
雑
誌
が
発
行

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
川
上
先
生
が
、
『
新
星
通

信
』
の
巻
頭
言
（
川
上
先
生
が
お
書
き
に
な
ら
れ
た
も

の
）
を
朗
読
し
て
下
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ほ
ん
と

う
に
久
し
振
り
で
川
上
先
生
の
お
声
を
聞
く
こ
と
が
で

き
て
懐
か
し
か
っ
た
で
す
。
だ
け
ど
、
川
上
先
生
に
は

朗
読
で
は
な
く
、
漢
点
字
の
講
議
を
し
て
い
た
だ
い
て

は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
テ
ー
プ
雑
誌
の
編
集
長

の
米
原
清
司
先
生
に
、
「
川
上
先
生
に
は
、
漢
点
字
の

な
り
た
ち
、
例
え
ば
、
漢
字
を
こ
の
よ
う
に
分
解
し

て
、
こ
の
部
首
を
捨
て
て
こ
の
部
首
を
残
し
て
、
一
連

性
を
保
持
し
た
な
ど
の
講
議
を
連
載
し
て
い
た
だ
い
て

は
。
」
と
お
願
い
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
・
・
・
。

今
で
も
私
は
そ
の
よ
う
な
講
議
を
連
載
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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に
、
世
間
で
は
以
前
の
よ
う
に
、
そ
ろ
ば
ん
を
習
い
に

通
っ
て
い
る
人
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
し
、
計
算
は
そ

ろ
ば
ん
よ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
方
が
早
く
て
正
確
で

す
が
、
私
た
ち
は
、
文
字
を
入
力
す
る
た
め
に
パ
ソ
コ

ン
を
使
用
す
る
の
だ
か
ら
・
・
・
。

な
る
ほ
ど
、
パ
ソ
コ
ン
を
始
め
る
と
パ
ソ
コ
ン
に
時

間
を
と
ら
れ
て
、
漢
点
字
の
学
習
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
川
上
先
生
は
盛

ん
に
「
漢
点
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お

ら
れ
た
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
パ
ソ
コ
ン
と
出
会
っ
た
の
は
昭
和
５
９
年
で
、

漢
点
字
を
習
い
始
め
て
十
数
年
過
ぎ
て
か
ら
で
し
た
。

だ
か
ら
パ
ソ
コ
ン
を
先
に
使
わ
れ
て
漢
点
字
を
習
い

始
め
ら
れ
た
方
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
方
が
違
う
点
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

パ
ソ
コ
ン
で
文
字
が
書
け
る
か
ら
、
も
う
漢
点
字
を

わ
ざ
わ
ざ
習
わ
な
く
て
も
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
漢
点
字
と

パ
ソ
コ
ン
は
別
々
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
パ

ソ
コ
ン
を
使
用
し
な
い
と
し
て
も
、
漢
字
の
知
識
は
必

要
で
す
し
、
漢
点
字
は
学
習
さ
れ
た
方
が
い
い
と
思
い

ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
が
な
い
大
昔
か
ら
漢
字
は
あ
り
ま
し
た

し
、
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
晴
眼
者

は
ち
ゃ
ん
と
漢
字
を
学
習
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
何
と
い

っ
て
も
創
め
に
言
葉
あ
り
で
、
何
を
す
る
に
も
文
字
が

必
要
で
す
。
川
上
先
生
は
漢
字
の
知
識
を
得
る
に
は
漢

点
字
で
読
書
す
る
こ
と
だ
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。

漢
字
の
知
識
が
な
く
て
も
漢
字
が
書
け
る
と
お
っ
し

ゃ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
不

可
能
で
す
。
そ
れ
は
中
途
失
明
の
方
で
、
漢
字
の
知
識

は
既
に
お
あ
り
な
の
で
す
。
仮
名
漢
字
変
換
で
入
力
す

る
に
し
て
も
漢
字
の
知
識
は
必
要
で
す
。
漢
点
字
も
そ

れ
と
同
じ
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
を
使
う
と
き
漢
字
の
知
識

が
あ
れ
ば
便
利
で
す
。

ま
た
、
漢
点
字
は
従
来
の
点
字
よ
り
も
読
む
の
に
時

間
が
掛
か
る
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
そ
れ
は
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
仮
名
漢
字
変

換
で
一
字
一
字
音
声
で
確
認
す
る
方
が
時
間
が
掛
か
り

ま
す
し
、
後
日
、
音
声
で
聞
い
て
確
認
す
る
の
も
大
変

で
す
。

漢
点
字
で
読
書
し
て
漢
点
字
を
覚
え
て
、
パ
ソ
コ
ン

に
は
漢
点
字
直
接
入
力
す
る
の
が
ベ
ス
ト
で
す
。
漢
点

字
直
接
入
力
で
き
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
と
も
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に
環
境
を
整
え
て
、
購
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

誤
字
を
書
い
て
し
ま
う
の
な
ら
、
仮
名
だ
け
で
書
い

た
方
が
い
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。そ

う
い
う
こ
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
邦

文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
は
盲
人

は
使
え
な
く
て
、
仮
名
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
使
用
し
て

い
た
時
代
は
、
仮
名
だ
け
で
文
章
を
書
い
て
い
て
も
し

か
た
な
か
っ
た
で
す
が
、
今
日
の
よ
う
に
、
パ
ソ
コ
ン

が
身
近
に
な
り
漢
字
交
じ
り
文
を
書
け
る
盲
人
も
出
て

来
る
と
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

私
は
、
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
ほ
ん

と
う
に
漢
点
字
を
学
習
し
て
い
て
よ
か
っ
た
と
心
か
ら

思
い
ま
す
。
川
上
先
生
が
漢
点
字
を
創
案
し
て
下
さ
っ

て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
、

漢
点
字
で
入
力
し
た
り
漢
点
字
で
出
力
さ
せ
た
り
で
き

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
雑
文
も
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
、
漢
点
字
直
接

入
力
し
、
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
漢
点
字
を
表
示
さ
せ

て
確
認
し
、
辞
書
を
引
い
た
り
も
し
て
書
い
て
い
ま

す
。
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
ら
こ
ん
な
長
文

は
私
に
は
書
け
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ひ
ど
い
難
聴
の
方
が
来
院
さ
れ
る
と
、
パ
ソ
コ
ン
を

た
ち
あ
げ
て
会
話
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
（
つ
づ
く
）

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
二
三
）

山
内

薫
（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

緑
図
書
館
は
Ｊ
Ｒ
総
武
線
両
国
と
錦
糸
町
の
間
の
高

架
線
路
沿
い
に
あ
る
。
丁
度
一
年
前
の
六
月
一
五
日
未

明
、
緑
図
書
館
の
す
ぐ
横
の
高
架
下
に
住
ん
で
い
た

「
お
じ
さ
ん
」
が
、
三
人
の
若
者
に
襲
わ
れ
て
亡
く
な

っ
た
。
そ
の
場
所
に
二
〇
年
以
上
も
住
ん
で
い
た
「
お

じ
さ
ん
」
と
は
、
よ
く
話
し
も
し
た
し
、
毎
日
図
書
館

に
や
っ
て
き
て
、
新
聞
な
ど
を
読
ん
で
い
た
姿
が
今
で

も
目
に
浮
か
ぶ
。
事
件
か
ら
二
ヶ
月
後
に
一
八
歳
か
ら

二
〇
歳
ま
で
の
三
人
の
少
年
が
捕
ま
っ
た
。
供
述
に
よ

る
と
「
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
い
た
の
で
、
格
闘
技
の

練
習
台
に
し
た
か
っ
た
。
」
と
い
う
。
事
件
の
直
後
、

ま
た
し
て
も
「
一
七
歳
」
と
い
う
言
葉
が
飛
び
交
っ

た
。酒

鬼
薔
薇
聖
斗
、
佐
賀
県
の
バ
ス
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事

件
、
電
車
や
駅
で
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
撲
殺
等
々
、
中

学
生
か
ら
二
十
歳
前
後
の
少
年
に
よ
る
殺
人
事
件
は
後

を
絶
た
な
い
。

こ
の
連
載
の
一
八
回
（
『
う
か
』
二
一
号
）
で
、
識

字
に
関
連
し
て
、
『
本
が
死
ぬ
と
こ
ろ
暴
力
が
生
ま
れ
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る－

電
子
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
人
間
性
の
崩
壊
』

（
バ
リ
ー
・
サ
ン
ダ
ー
ス
著
、
杉
本
卓
訳
、
新
曜
社
、

一
九
九
八
）
と
い
う
本
を
紹
介
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で

も
こ
の
年
代
の
少
年
の
銃
乱
射
事
件
な
ど
が
多
発
し
て

お
り
、
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

「
今
日
、
ア
メ
リ
カ
の
読
み
書
き
の
レ
ベ
ル
は
急
速

に
低
下
し
て
い
る
。
（
中
略
）
若
者
の
九
〇
％
は
簡
単

な
文
章
で
あ
れ
ば
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

の
大
多
数
は
小
学
生
レ
ベ
ル
以
上
の
テ
キ
ス
ト
の
理
解

が
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
。
教
師
た
ち
が
異
口
同
音
に

語
る
徴
候
は
、
聞
く
力
の
低
下
、
事
実
や
考
え
を
ま
と

ま
り
を
持
っ
て
順
序
立
て
て
捉
え
る
能
力
の
低
下
、
言

葉
の
代
わ
り
に
身
振
り
を
使
っ
て
伝
え
る
傾
向
、
埋
め

合
わ
せ
の
言
葉
を
使
っ
て
文
を
冗
長
に
す
る
傾
向

（
「
あ
の
ー
、
え
ー
と
・
・
・
み
た
い
に
」
）
、
話
し

言
葉
か
ら
書
き
言
葉
へ
の
切
り
替
え
の
難
し
さ
等
で
あ

る
。
言
葉
の
音
を
聞
き
分
け
、
音
の
流
れ
も
捉
え
る
能

力
で
あ
る
「
音
韻
感
応
力
」
は
左
脳
が
関
わ
る
能
力
で

あ
り
、
初
期
の
経
験
が
脳
の
こ
の
領
域
の
発
達
の
あ
り

方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
の
音
韻
感
応
力
を
育

む
に
は
幼
い
時
期
の
親
か
ら
の
語
り
か
け
が
欠
か
せ
な

い
条
件
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
間
接
的
な
言
語
情
報

は
言
語
獲
得
に
と
っ
て
貧
弱
な
条
件
に
し
か
な
ら
な
い

と
い
う
。

テ
レ
ビ
や
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
な
ど
の
映
像
は
当
然
右
脳

を
刺
激
す
る
た
め
に
、
最
近
の
子
ど
も
た
ち
が
「
右
脳

化
」
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
「
本
来
左
半
球

で
処
理
す
べ
き
学
習
課
題
を
右
脳
に
関
連
す
る
能
力
で

把
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
。
」
、
「
読
み
、
綴

り
、
正
確
な
計
算
、
論
理
的
な
書
字
表
現
、
分
析
的
な

判
断
と
い
う
伝
統
的
な
学
校
の
学
習
課
題
は
左
半
球
に

ほ
と
ん
ど
依
存
し
て
い
る
。
」
、
「
し
か
し
そ
れ
は
右

半
球
の
援
助
な
し
に
は
達
成
で
き
な
い
。
」
「
重
要
な

問
題
は
子
ど
も
が
右
脳
化
し
て
い
る
か
否
か
で
は
な

く
、
環
境
が
両
半
球
を
相
補
的
に
使
わ
せ
る
体
制
を
持

っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
」
と
い
う
。

例
え
ば
、
先
天
的
に
耳
の
聞
こ
え
な
い
ろ
う
の
子
ど

も
の
場
合
に
は
聴
覚
的
刺
激
が
入
っ
て
こ
な
い
た
め
に

視
覚
系
が
過
剰
に
発
達
し
、
通
常
聴
覚
的
刺
激
を
処
理

す
る
脳
の
領
域
ま
で
広
が
る
が
、
こ
れ
は
人
の
脳
の
大

き
な
可
塑
性
の
証
明
で
あ
り
、
生
後
四
年
間
と
い
っ
た

限
ら
れ
た
時
期
だ
け
に
生
じ
る
と
研
究
者
が
発
言
し
て

い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
「
初
期
の
言
語
体
験
や
感
覚
体
験
が

脳
の
発
達
を
劇
的
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ

の
入
力
が
発
達
の
あ
る
時
期
に
の
み
こ
の
変
化
を
作
り
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出
す
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
実
に
い
え
る

時
代
が
や
っ
て
く
る
。
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。

日
本
で
も
「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
い
う
け
れ
ど

も
、
最
近
の
脳
研
究
の
知
見
は
こ
の
警
句
を
ま
す
ま
す

現
実
味
の
あ
る
も
の
に
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

先
の
サ
ン
ダ
ー
ス
も
「
口
承
世
界
の
十
分
な
経
験
を

し
な
い
な
ら
ば
、
生
き
生
き
と
し
た
活
力
の
あ
る
識
字

の
世
界
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
「
口

承
世
界
で
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
こ
と
ば
の
発
達
が
準
備
さ

れ
る
。
」
こ
の
過
程
は
、
単
に
言
葉
か
け
が
不
足
し
て

い
る
と
い
う
貧
し
さ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
だ
け
で
は
な

く
、
電
子
的
な
言
葉
の
洪
水
に
よ
る
過
剰
で
あ
る
こ
と

も
問
題
な
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

社
会
学
者
の
宮
台
真
司
も
最
近
の
著
作
（
『
自
由
な

新
世
紀
・
不
自
由
な
あ
な
た
』

メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト

リ
ー

二
〇
〇
〇
年
）
の
中
で
、
様
々
な
少
年
事
件
に

言
及
し
な
が
ら
、
「
キ
レ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
広
範
な
離

脱
が
生
じ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

宮
台
は
、
乳
幼
児
に
携
わ
る
専
門
家
の
間
で
話
題
に

な
っ
て
い
る
サ
イ
レ
ン
ト
ベ
イ
ビ
ー
に
つ
い
て
、
赤
ん

坊
が
泣
い
て
も
、
母
親
な
ど
の
周
囲
の
大
人
が
適
切
な

反
応
を
示
さ
な
い
こ
と
が
原
因
で
、
赤
ん
坊
に
は
当
初

「
怒
り
」
の
感
情
が
生
じ
、
や
が
て
「
諦
め
」
に
移
行

し
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
達
成
」
が
あ

り
え
な
い
こ
と
を
刷
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
米
国

の
研
究
を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
親
た
ち
が
幼
児
期
に
『
ス
ポ
ッ
ク

博
士
の
育
児
書
』
に
始
ま
る
自
立
育
児
で
育
て
ら
れ
、

言
葉
か
け
や
あ
や
し
が
不
十
分
だ
っ
た
可

能
性
、
親
が
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
多
用
し
て
ス

キ
ン
シ
ッ
プ
が
欠
如
し
が
ち
で
あ
る
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
行
為
障
害

の
も
っ
と
も
重
度
の
も
の
に
、
乳
幼
児
期

に
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
や
言
葉
か
け
が
極
端
に

不
足
し
て
生
じ
る
『
愛
着
性
行
為
障
害
』
が
あ
り
ま
す

が
、
多
く
は
、
脳
の
磁
気
ス
キ
ャ
ン
を
す
る
と
倫
理
的

判
断
を
つ
か
さ
ど
る
前
頭
葉
と
、
情
緒
機
能
を
つ
か
さ

ど
る
左
側
頭
部
に
脳
の
発
達
異
常
が
見
ら
れ
る
こ
と
が

知
ら
れ
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
識
字
の
問
題
、
文
字
が
読
め
て
も
理
解
が

困
難
で
あ
る
と
い
う
機
能
的
非
識
字
の
問
題
は
、
脳
の

発
達
過
程
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
し
か
も
乳
幼
児

期
の
そ
れ
が
大
き
な
影
響
を
一
生
に
わ
た
っ
て
及
ぼ
す

こ
と
が
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
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し
て
い
る
。

サ
ン
ダ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
罪
悪
感
、
良

心
、
そ
し
て
自
己
な
ど
は
活
字
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る

も
の
」
で
あ
り
「
識
字
が
促
進
し
て
く
れ
る
批
判
的
・

反
省
的
思
考
を
持
た
な
い
た
め
、
何
事
も
濾
過
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
と
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
も
こ
う
し
た

少
年
犯
罪
は
増
え
こ
そ
す
れ
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。

図
書
館
は
本
を
読
む
人
を
単
に
待
ち
歓
迎
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
本
を
読
む
人
を
育
て
る
こ
と
に
真
剣
に
取

り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

特
に
四
歳
頃
ま
で
の
幼
い
子
ど
も
た
ち
に
い
か
に
働

き
か
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
焦
眉
の
急
で
あ
る
よ

う
に
思
う
。

今
回
は
『
滅
び
ゆ
く
思
考
力－

子
ど
も
た
ち
の
脳
が

変
わ
る
』
（
ジ
ェ
ー
ン
・
ハ
ー
リ
ー
著

西
村
辨
作
、

新
美
明
夫
訳

大
修
館
書
店

一
九
九
二
）
を
ベ
ー
ス

に
し
て
書
き
ま
し
た
。
是
非
一
読
を
お
勧
め
し
ま
す
。

¨

ご
報
告
と
ご
案
内¨

１
．
漢
文
の
表
記
に
つ
い
て

①
本
誌
２
４
、
２
５
号
と
、
漢
点
字
に
よ
っ
て
漢
文

の
訓
読
文
が
如
何
に
表
記
で
き
る
か
を
考
え
ま
し

た
。
そ
の
実
際
の
試
み
と
し
て
、
本
号
よ
り
漢
文

の
ペ
ー
ジ
を
設
け
ま
し
た
。
ご
意
見
ご
感
想
な
ど

お
寄
せ
下
さ
い
。

②
漢
文
の
表
記
法
の
目
処
は
立
ち
ま
し
た
が
、
漢
文

を
ど
う
読
む
か
、
漢
文
の
読
解
力
を
高
め
た
い
と

い
う
お
声
が
届
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
漢
文

の
極
初
歩
的
な
通
信
の
講
座
を
計
画
し
て
お
り
ま

す
。
漢
点
字
の
資
料
と
、
テ
ー
プ
に
よ
る
解
説
で

行
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
お
申
し
出
下
さ
い
。

２
．
草
野
仁
著
、
『
生
き
て
る
か
ら
こ
そ
』
（
小
学

館
）
の
漢
点
字
訳
が
完
成
し
ま
し
た
。
全
３
巻
。
四

五
〇
〇
円
で
す
。

３
．
『
聊
斎
志
異

下
巻
』
（
平
凡
社
）
が
完
成

し
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
納
入
し
ま
し
た
。
全
一

八
巻
で
す
。
ご
利
用
下
さ
い
。



－ ８ －

＊
前
、
二
タ
イ
ト
ル
の
後
書
き
を
本
号
に
転
載
致
し

ま
し
た
の
で
、
ご
一
読
下
さ
い
。

４
．
広
島
・
岩
国
・
宮
島
の
観
光
ガ
イ
ド
が
漢
点
字

訳
さ
れ
ま
し
た
。
六
〇
枚
、
ご
希
望
の
方
は
お
申
し

出
下
さ
い
。

５
．
前
号
で
記
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
秋
を
目
標

に
、
漢
点
字
の
電
子
デ
ー
タ
の
資
料
の
配
布
の
試
験

を
行
い
ま
す
。
そ
こ
で
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
て
お
り

ま
す
。
お
願
い
で
き
る
方
は
、
お
申
し
出
下
さ
い
。

６
．
Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ
（
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
用
）
が
、
Ｊ

Ｔ
Ｒ
製
の
点
字
プ
リ
ン
タ
、
Ｅ
Ｓ
Ａ
七
二
一
に
対
応

し
ま
し
た
。
両
面
印
刷
、
ペ
ー
ジ
行
を
含
め
て
片
面

一
四
行
で
す
。

価
格
は
一
万
円
で
す
。

プ
リ
ン
タ
で
は
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
、
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
‐

Ｄ
、
バ
ー
サ
ポ
イ
ン
ト
、
ピ
ン
ス
プ
レ
イ
で
は
ブ
レ

イ
ル
ノ
ー
ト
四
〇
Ａ
、
四
六
Ｃ
、
Ｄ
、
ブ
レ
イ
ル
メ

モ
Ｂ
Ｍ
一
六
に
、
対
応
し
た
機
種
が
一
つ
加
わ
り
ま

し
た
。

７
．
Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
（
漢
字
熟
語
読
み
方
電
子
辞

典
）
に
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ
ー
ド
の
デ
ー
タ
が
追
加
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
二
〇

万
四
千
五
百
レ
コ
ー
ド
登
録
。
価

格
は
六
〇
〇
〇
円

で
す
。

今
後
は
漢
字
の
意
味
の
説
明
を
充
実
す
る
予
定
で

す
。ま

た
、
Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｗ
（
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ

用
）
の
開
発
も
進
ん
で
お
り
ま
す
。

ご
期
待
下
さ
い
。

８
．
漢
点
字
学
習
者
を
引
き
続
き
募
集
し
て
お
り
ま

す
。
ご
希
望
の
方
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
紹
介
下

さ
い
。

以
上
、
お
申
し
込
み
等
は
お
手
紙
、
お
電
話
、

あ
る
い
は
Ｅ
‐
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ
に
て
お
申
し
出
下
さ

い
。

t
a
k
e
s
h
i
-
o
k
a
d
a
@
h
2
.
d
i
o
n
.
n
e
.
j
p
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漢
文
の
ペ
ー
ジ

偶
成

朱
熹

ク

イ

シ

リ

少

年

易

老

学

難

成

レ

レ

ノ

カ
ラ

ン
ズ

一

寸

光

陰

不

可

軽

レ

レ

ダ

メ

ノ

未

覚

池

塘

春

草

夢

レ

ノ

ニ

階

前

梧

葉

已

秋

声

〈
少
年
老
い
易
く

学
成
り
難
し
／
一
寸
の
光
陰

軽

ん
ず
べ
か
ら
ず
／
未
だ
覚
め
ず

池
塘
春
草
の
夢
／
階

ち

と

う

前
の
梧
葉

已
に
秋
声
〉

ご

よ

う

す
で

若
者
は
年
を
と
り
易
く
、
学
問
は
成
就
し
が
た
い
。
だ
か

ら
、
少
し
も
時
間
を
無
駄
に
し
て
は
い
け
な
い
。
池
の
つ
つ

み
の
春
の
若
草
の
夢
が
ま
だ
覚
め
な
い
う
ち
に
、
階
段
の
前

の
桐
の
葉
に
は
も
う
秋
風
が
吹
い
て
い
る
。

（
朱
熹
は
南
宋
の
詩
人
。
）
（
『
漢
詩
日
記
』
石
川
忠
久

（
大
修
館
書
店
）

よ
り
）

楽
遊
原

李
商
隠

ヒ
テ

ニ

ハ

向

晩

意

不

適

レ

レ

ツ
テ

ヲ

ル

ニ

駆

車

登

古

原

レ

ニ

一

ク

リ

シ

夕

陽

無

限

好

レ

ダ

レ

シ

ニ

只

是

近

黄

昏

ニ

一

〈
晩
に
向
い
て
意

適
わ
ず
／
車
を
駆
っ
て
古
原
に
登
る

く
れ

こ
こ
ろ
か
な

こ

げ

ん

／
夕
陽
限
り
無
く
好
し
／
只
だ
是
れ
黄
昏
に
近
し
〉

せ
き
よ
う

こ
う
こ
ん

日
暮
れ
近
く
、
な
ん
と
な
く
気
持
ち
が
く
さ
く
さ
す
る
の

で
、
車
を
駆
っ
て
楽
遊
原
に
登
っ
て
み
た
。
す
る
と
、
夕
陽

の
す
ば
ら
し
い
こ
と
、
た
と
え
よ
う
も
な
い
。
だ
が
、
そ
れ

も
一
瞬
の
こ
と
、
す
ぐ
に
た
そ
が
れ
が
迫
っ
て
き
た
。

（
李
商
隠
は
晩
唐
の
詩
人
。
）
（
『
漢
詩
の
心
』
よ
り
、

守
屋
洋
（
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
）
）
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点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
一
〇
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

☆

☆

☆

〈
一
〉
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
九
回
に
渡
っ
て
、
点
字
の
触
読
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
。

触
覚
を
通
し
て
文
字
を
読
む
こ
と
が
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
今
少
し
明
る
み
に
出
せ

な
い
も
の
か
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
の
文
字
が〈
点
字
〉
で
あ
る
こ
と
は
異
論

の
な
い
と
こ
ろ
と
言
わ
れ
て
参
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に

は
、〈
点
字
〉
の
触
読
で
読
書
す
る
こ
と
が
次
第
に
減
っ
て
来
て
い
る

の
も
否
め
な
い
事
実
で
す
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
一
般
的

な
読
書
と
そ
の
現
状
、
ま
た
点
字
の
触
読
の
一
般
と
そ
の
現
状
、
そ

し
て
日
本
語
点
字
の
特
殊
性
と
そ
の
現
状
を
分
析
し
て
、
日
本
の

視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
の
読
書
の
在
り
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を

探
っ
て
行
き
た
い
と
考
え
て
筆
を
執
っ
た
の
で
し
た
。

ま
た
、
本
会
の
活
動
と
本
誌
の
発
行
に
よ
っ
て
、
で
き
得
れ
ば
視

覚
障
害
者
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
の
拡
大
に
結
び
付
い

て
、
社
会
に
提
示
さ
れ
、
真
の
社
会
参
加
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を

強
く
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
一
方
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
に

応
じ
ら
れ
る
社
会
の
実
現
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
社
会

は
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
の
バ
リ
ア
が
解
消
し
た
社
会
と
言
え
ま

し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
想
像
し
ま
す
と
、
読
書
を
含
め
た
社
会
生
活

が
、
視
覚
を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
阻
害
さ
れ
な
い
も
の
で
あ

っ
て
、
し
か
も
視
覚
障
害
者
も
、
そ
の
故
を
以
て
社
会
人
と
し
て
の

責
任
を
免
れ
な
い
社
会
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
社
会
が
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
生
き
易

い
も
の
で
あ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
一
つ
だ
け
言
え
る
こ
と

は
、
自
身
の
責
任
の
発
揮
に
よ
っ
て
の
み
権
利
を
行
使
で
き
る
社
会

で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
は
現
在
の
社
会
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

本
誌
前
々
・
前
（
二
四
・
二
五
）
号
で
は
、
本
稿
を
中
断
し
て
、

『
漢
点
字
に
よ
る
漢
文
訓
読
文
表
記
の
試
み
』
と
題
し
て
報
告
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
故
川
上
泰
一
先
生
が
、
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
文
字

表
現
を
、〈
点
字
〉
の
世
界
に
実
現
し
た
い
と
い
う
お
考
え
か
ら
漢

点
字
の
考
案
に
漕
ぎ
着
け
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
記
紀
・
万
葉

か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
、
我
が
国
で
編
ま
れ
た
あ
ら
ゆ
る
文
書

を
、〈
点
字
〉
で
表
現
し
、
触
読
し
得
る
も
の
を
目
指
し
た
も
の
で

す
。
こ
の
こ
と
で
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
開
か
ず
の
門
で
あ
っ
た

国
語
の
世
界
に
、
薄
い
光
で
も
差
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て
、
日
本

の
点
字
の
新
た
な
体
系
の
成
立
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と

を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

川
上
先
生
も
、
こ
の
漢
点
字
で
、
漢
文
の
訓
読
文
の
表
記
を
試
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み
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
私
た
ち
は
そ
の
全
容
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
ず
に
現
在
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
拙
稿

を
提
出
し
た
次
第
で
す
。
諸
兄
姉
の
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

☆

☆

☆

〈
二
〉
前
稿
（「
読
み
づ
ら
さ
」
９
）
か
ら
既
に
六
カ
月
を
過
ご

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
簡
単
に
前
項
を
振
り
返
っ
て
み
ま

す
。日

本
語
の
点
字
の
成
立
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
に
、
日
本
の
近

代
化
と
か
な
文
字
運
動
が
あ
り
ま
す
。

明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
、「
日
本
語
点
字
」
が
制
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
、
石
川
倉
次
先
生
が
考
案
さ
れ
た
も
の
が
採
用

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の「
日
本
語
点
字
」
の
ル
ー
ツ
で
す
。

こ
の
日
本
語
の
点
字
は
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
１
８
２
９
年
に
発
表

し
た
、
六
点
式
の
点
字
を
基
本
形
と
し
て
、
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
表
の

一
行
目
に
あ
る
六
つ
の
点
の
内
の
、
上
四
つ
の
点
で
構
成
さ
れ
て
い

る
十
個
の
点
字
符
号
の
、
ま
た
そ
の
中
の
左
上
の
三
つ
の
点
〈

〉

で
構
成
さ
れ
て
い
る
五
つ
の
符
号
を
、
五
十
音
の
ア
行
の
五
つ
の
母

音
に
充
て
た
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
カ
行
以
下
は
、
子
音
と
し
て
右

下
の
三
つ
の
点
〈

〉
を
付
加
し
て
表
し
て
、
五
十
音
の
清
音
を

六
つ
の
点
〈

〉
に
収
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
し
た
。
詳
細
は

「
石
川
倉
次
の
日
本
語
点
字
表
」
を
ご
覧
下
さ
い
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
点
字
の
成
り
立
ち
は
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の

六
点
式
の
点
字
体
系
と
、
日
本
語
を
西
欧
の
文
字
で
あ
る
、
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
で
表
記
し
よ
う
と
し
た
ロ
ー
マ
字
体
系
に
依
存
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
点
字
の
使
用
者
や
指
導
者

が
、「
日
本
語
の
表
現
は
、
音
節
表
現
で
割
り
切
れ
る
」
と
い
う
考
え

方
を
採
る
よ
う
に
な
っ
て
、
現
在
も
、
漢
点
字
使
用
に
否
定
的
な
点

字
の
使
用
者
や
点
字
図
書
館
、
あ
る
い
は
盲
学
校
な
ど
点
字
を
指
導

す
る
機
関
で
は
、「
点
字
の
表
記
は
、
音
節
に
よ
る
分
節
表
記
が
最
も

優
れ
て
い
て
、
し
か
も
日
本
語
を
表
現
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
」
と
公

言
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

☆

☆

☆

〈
三
〉
日
本
語
点
字
に
と
っ
て
、
最
も
大
き
な
拠
り
所
で
あ
っ
た

の
は〈
か
な
文
字
運
動
〉
で
し
た
。

日
本
の
点
字
も
、
明
治
政
府
の
近
代
化
政
策
の
余
波
の
一
つ
と
し

て
成
立
し
た
も
の
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
申
し
ま
す
の

は
、
明
治
政
府
は
、
我
が
国
を
欧
米
に
並
ぶ
近
代
国
家
と
し
て
、
国

際
社
会
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
欧
米
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
導
入
し

て
、
欧
米
と
同
様
の
国
家
運
営
を
行
っ
て
い
る
姿
を
示
し
て
、
ま
た
、

欧
米
に
倣
う
こ
と
で
富
国
を
は
か
り
、
一
流
国
家
に
仲
間
入
り
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
政
策
の
一
つ
が
、
教
育
制
度
の
整
備
で
し
た
。
そ
の
よ

う
に
し
て
視
覚
障
害
者
に
対
す
る
教
育
の
制
度
も
、
辛
う
じ
て
そ
の

端
に
加
え
ら
れ
た
の
で
し
た
。
我
が
国
の
視
覚
障
害
者
へ
の
教
育
は
こ

の
時
に
始
ま
っ
た
の
で
す
が
、
ま
ず
必
要
だ
っ
た
の
が
『
文
字
』
で
し
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た
。触

読
用
の
文
字
と
し
て
欧
米
で
急
速
に
普
及
し
て
い
た
の
が
、
ル

イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の〈
点
字
〉
で
し
た
。
そ
れ
を
基
に
幾
通
り
か
の
日
本

語
の
点
字
が
考
案
さ
れ
た
の
で
す
が
、
現
在
の
筑
波
大
学
附
属
盲

学
校
の
前
身
で
、
あ
る
東
京
盲
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
お
ら
れ
た

石
川
倉
次
先
生
の
体
系
が
日
本
語
の
点
字
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の

で
し
た
。

石
川
先
生
は
、
視
覚
障
害
者
（
当
時
は
盲
人
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
）
に
は『
漢
字
』
は
難
し
く
、
教
え
る
の
は
無
理
と
判
断
さ
れ

て
、
点
字
の
体
系
に
は『
漢
字
』
を
一
切
取
り
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
お
考
え
の
基
底
に
は〈
か
な
文
字
運
動
〉
の
考
え
方
が

強
く
働
い
て
い
ま
し
た
。

五

点
字
の
成
立
と
そ
の
周
辺
（
承
前
）

カ
ナ
文
字
運
動

《
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
六
月
、
住
友
銀
行
の
幹
部
だ
っ
た
山

下
芳
太
郎
は
（
略
）
国
字
改
良
論
を
発
表
し
た
。
日
本
語
の
表
記

を
左
横
書
き
の
カ
タ
カ
ナ
に
統
一
し
、
漢
字
を
廃
す
べ
し
と
い
う
も

の
で
、
活
字
の
試
案
も
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
》
（
紀
田
順
一
郎
著
、

「
日
本
語
大
博
物
館
」
、
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
）

明
治
政
府
に
と
っ
て
の
急
務
は
、
国
家
の
近
代
化
で
し
た
。
と
り

わ
け
国
民
の
教
育
に
力
が
注
が
れ
ま
し
た
。
民
意
の
向
上
な
し
に

は
富
国
強
兵
は
な
い
こ
と
に
、
早
く
か
ら
気
付
い
て
い
た
か
ら
で

す
。
維
新
直
後
の
日
本
の
非
識
字
率
は
四
割
に
達
し
て
い
て
、
義

務
教
育
制
度
の
施
行
後
も
、
初
級
学
校
四
年
間
の
就
学
率
は
、

向
上
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
、
大
多
数
の
国
民
は
農
民
で
、
厳

し
い
貧
困
に
喘
い
で
い
た
か
ら
で
す
。
皮
肉
に
も
、
富
国
を
目
指

し
な
が
ら
も
、
貧
困
に
よ
っ
て
そ
の
貧
困
の
克
服
が
困
難
に
直
面

し
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
国
語
を
「
カ
ナ
文
字
」
で
表
記
し
よ
う
、
漢
字

は
使
わ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
、
と
い
う
主
張
が
聞
か
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が〈
カ
ナ
文
字
運
動
〉
で
す
。

当
初
の
主
な
担
い
手
は
、
郵
政
の
父
、
前
島
密
、
最
初
の
国
語

辞
典
『
大
言
海
』
の
編
纂
者
の
大
槻
文
彦
博
士
で
し
た
。

へ
ん
さ
ん
し
ゃ

前
島
は
、
全
国
に
郵
便
の
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
を
建
設
し
て
、
何

時
で
も
何
処
へ
で
も
、
定
額
の
料
金
で
郵
便
物
を
届
け
る
と
い

う
、
普
通
郵
便
制
度
を
国
家
事
業
と
し
て
確
立
し
ま
し
た
。
が

そ
の
際
、
何
時
で
も
何
処
へ
で
も
、
に
加
え
て「
誰
で
も
」
も
あ
っ
た

の
で
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
郵
便
物
に
は
、
手
紙
と
そ
れ
を
宛

て
た
宛
名
が
必
要
で
す
。
そ
れ
ら
を
書
く
に
は
、
文
字
を
知
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
誰
で
も
が
郵
便
を
利
用
し
て
手
紙
を
遣

り
取
り
す
る
に
は
、
文
字
の
普
及
が
不
可
欠
で
す
。
そ
し
て
文
字

を
習
得
す
る
に
は
、
学
習
が
必
要
で
す
。
当
時
の
国
民
に
は
そ
の

学
習
が
困
難
だ
っ
た
の
で
す
。

前
島
は
、
国
語
の
表
記
に
漢
字
を
使
わ
な
い
こ
と
で
、
国
民
の
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学
習
を
よ
り
易
し
い
も
の
に
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

一
方
大
槻
博
士
は
、
辞
典
の
編
纂
と
い
う
大
事
業
に
取
り
組
ん

で
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
国
語
辞
典
を
使
う
は
ず
の
国
民

の
民
意
の
低
さ
に
、
と
て
も
使
い
こ
な
せ
る
と
は
思
わ
れ
な
く
な
り

ま
し
た
。
博
士
も
、
カ
ナ
文
字
の
採
用
が
、
国
語
の
習
得
に
易
し
い

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
初
期
の
カ
ナ
文
字
運
動
は
始
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
こ
に
掲
げ
た
山
下
芳
太
郎
は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活

躍
し
た
企
業
家
で
す
。
山
下
は
明
治
の
カ
ナ
文
字
運
動
を
受
け

て
、
そ
こ
に
企
業
家
と
し
て
の
思
想
を
投
入
し
ま
し
た
。

山
下
に
と
っ
て〈
文
字
〉
と
は
、
ま
ず
通
商
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
手
段
で
し
た
。
欧
米
の
企
業
家
が
、
通
商
の
交
渉
を
行
う
際
、

極
め
て
迅
速
に
覚
え
書
き
を
作
り
、
契
約
書
を
作
製
し
、
ま
た
自

在
に
そ
の
内
容
を
変
更
し
て
い
る
の
に
目
を
見
張
り
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
日
本
の
商
取
引
の
慣
行
で
は
、
と
て
も
欧
米
の
商
人
を
相
手

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
し
た
。

そ
こ
で
山
下
は
、
ま
ず
書
類
の
作
成
に
か
か
る
時
間
を
短
縮
す

る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。「
簡
便
に
日
本
語
を
書
く
に
は
、
や
は
り

カ
ナ
に
限
る
」
と
し
て
、
カ
ナ
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
製
作
し
て
普
及

を
図
っ
た
の
で
し
た
。

（
続
く
）

表 六

石川倉次の日本語点字の構造

あ い う え お か き く け こ

（Ｋ ）

さ し す せ そ た ち つ て と

（Ｓ ） （Ｔ ）

な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ

（Ｎ ） （Ｈ ）

ま み む め も ら り る れ ろ

（Ｍ ） （Ｒ ）
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漢
点
字
訳
書
の
ご
紹
介

『
聊
斎
志
異

下
巻
』
（
蒲
松
齢
著
、
平
凡
社
、
一
九
七
一

年
）
と
、『
生
き
て
る
か
ら
こ
そ
』
（
草
野
仁
著
、
小
学
館
、
一
九

九
九
年
）
の
漢
点
字
訳
が
完
成
し
ま
し
た
。
両
書
の
後
書
き
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

［『
聊
斎
志
異
』
常
石

茂
、
訳
者
］

あ
と
が
き

魯
迅
は
そ
の『
中
国
小
説
史
略
』
で『
聊
斎
志
異
』
の
特
色
を

ろ

じ

ん

と
ら
え
、「
描
写
は
詳
し
く
、
語
り
口
は
井
然
と
し
て
お
り
、
伝

せ
い
ぜ
ん

奇
小
説
の
方
法
に
拠
っ
て
怪
を
志
し
、
変
幻
の
状
た
る
や
目
前

よ

し
る

に
在
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
か
と
お
も
う
と
ま
た
、
が
ら
っ
と
調

子
を
変
え
て
、
怪
と
は
別
に
、
奇
人
の
異
行
を
叙
し
、
幻
域
か

ら
出
て
た
ち
ま
ち
人
間
界
に
と
び
移
る
。
ま
ま
些
細
な
伝
聞
を

さ

さ

い

述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
多
く
は
簡
潔
で
あ
る
。
お
か
げ
で
読

者
は
耳
目
を
一
新
さ
れ
る
の
だ
」
と
い
っ
て
い
る
。
一
口
に
い
え

ば
、
こ
こ
に
は
近
代
小
説
に
つ
な
が
る
リ
ア
リ
ズ
ム
が
み
ら
れ

る
、
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど

あ
た
っ
て
い
る
か
は
、
本
大
系
中
の『
六
朝
・
唐
・
宋
小
説
選
』
や

『
剪
燈
新
話
・
同
余
話
他
』
等
の
諸
篇
と
読
み
比
べ
ら
れ
れ
ば
、

お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

で
は
、『
聊
斎
志
異
』
は
新
中
国
で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら

れ
た
か
、
そ
の
一
例
を
北
京
大
学
中
文
系
文
学
専
門
化
一
九

五
五
級
の
集
体
編
著
『
中
国
文
学
史
』
（
人
民
文
学
出
版
社

一
九
五
九
年
刊
）
で
見
て
み
る
と
、
本
書
が「
花
妖
・
狐
魅
の
故

事
を
通
じ
て
、
清
初
の
社
会
の
真
実
の
面
貌
を
生
き
生
き
と
読

者
の
面
前
に
さ
ら
し
て
み
せ
た
」
点
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
狐
・
鬼
・
精
霊
と
人
間
と
の
恋
愛
故
事
」
を
通
じ

て
、「
心
か
ら
な
る
純
潔
な
自
由
恋
愛
を
謳
歌
し
、
反
封
建
反

礼
教
の
闘
争
精
神
を
賛
美
し
て
い
る
」
の
を
筆
頭
に
、「
貪
官
や

土
豪
劣
紳
の
暴
露
」
を
通
じ
て
、「
封
建
政
治
制
度
を
あ
ば
き

出
し
、
鞭
う
っ
て
い
る
」
こ
と
や
、「
科
挙
試
の
弊
害
の
一
端
を
暴

露
し
た
り
、
知
識
分
子
た
ち
の
精
神
状
態
を
分
析
し
た
り
し

て
、
科
挙
制
度
の
腐
朽
を
批
判
し
て
い
る
」
こ
と
、
さ
ら
に
は
、

広
汎
な
社
会
・
人
心
の
暗
黒
面
を
つ
き
つ
け
て
、
世
俗
を
痛
憤

し
、
社
会
の
滓
を
剔
抉
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
善
良

か
す

て
っ
け
つ

な
人
間
、
迫
害
さ
れ
て
い
る
人
間
、
才
を
懐
い
て
不
遇
な
人

間
、
怨
み
を
の
ん
で
死
ん
だ
鬼
魂
、
恋
愛
が
成
就
し
な
か
っ
た
青

年
男
女
ら
に
、
深
甚
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
蒲
松
齢
の
強
烈
な
人
道
主
義
的
精
神
の
発
露
で
あ
る
こ
と
、

等
を
特
に
指
摘
し
て
い
る
。
が
、
同
時
に
、
排
満
興
漢
の
民
族
意

識
が
微
弱
な
こ
と
や
、
儒
家
思
想
に
深
く
む
し
ば
ま
れ
て
い

て
、
無
味
乾
燥
な
封
建
的
説
教
を
弄
し
た
り
、
終
生
功
名
利
禄

の
念
を
捨
て
切
れ
ず
、
科
挙
に
合
格
し
て
官
途
に
つ
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
切
の
矛
盾
が
解
決
す
る
か
の
よ
う
に
描
い
た
り
す
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る
、
そ
う
い
う
落
伍
的
な
半
面
を
擁
し
て
い
る
こ
と
も
論
じ
て
い

る
。そ

れ
は
そ
う
と
し
て
、
で
は
、『
聊
斎
志
異
』
を
綿
々
と
書
き

つ
づ
け
た
蒲
松
齢
の
心
に
は
ど
う
い
う
地
下
室
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。増

田
渉
氏
は「
下
第
の
秀
才
」
に
そ
れ
を
求
め
て
い
る
（
中
国

古
典
文
学
全
集
版
『
聊
斎
志
異
』
の「
訳
者
の
あ
と
が
き
」
）
。

「
何
度
う
け
て
も
官
吏
試
験
に
パ
ス
で
き
な
か
っ
た
『
下
第
の
秀

才
』
で
あ
っ
た
彼
は
、
身
を
不
遇
の
境
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
不
遇
を
社
会
的
な
も
の
と
し
て
把
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し

て
、
ほ
か
の
社
会
的
弱
者
の
圧
迫
さ
れ
る
現
実
を
直
視
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
圧
迫
さ
れ
る
者
へ
の
同
情
を
触
発
さ
れ
、
圧
迫

す
る
側
へ
の
憤
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
孤
憤
（
上
巻
所
収

「
聊
斎
自
誌
」
中
の
語
。
解
説
参
照
）
と
い
っ
て
も
、
彼
の
は
そ
の

よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
さ
ら
に
ふ
み
出
し
て
は
ゆ
か
な
い
で
、
狐
や

幽
鬼
の
世
界
と
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
下
第

の
秀
才
の
生
き
方
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
哀
し
い
」
と
あ
る
。

ま
た
、
目
加
田
誠
氏
も
、「
自
ら
こ
の
書
を
『
孤
憤
』
の
書
だ

と
い
っ
て
い
る
が
、
官
権
に
対
す
る
反
感
、
社
会
の
矛
盾
へ
の
憤

り
と
い
っ
て
も
、
（
中
略
）
実
は
自
分
が
そ
の
官
僚
機
構
に
入
り

込
め
ぬ
不
平
不
満
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
に
出
世
の

望
み
を
ほ
と
ん
ど
失
い
つ
つ
、
な
お
科
挙
を
あ
き
ら
め
ず
、
し
か

も
そ
の
不
平
不
満
が
内
に
鬱
屈
し
て
、
そ
の
は
け
口
を
、
こ
う

し
た
幽
冥
の
世
界
に
向
け
て
い
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
」
（
大
阪
市

立
大
学
中
国
文
学
研
究
室
編
『
中
国
の
八
大
小
説
ー
中
国
近

世
小
説
の
世
界
』
所
収
「
『
聊
斎
志
異
』
の
文
学
」
平
凡
社
刊
）
と

説
い
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
と
か
く
苦
痛
で
し
か
な
い
翻
訳
の
仕
事
の

な
か
で
、
本
書
の
訳
出
は
な
か
な
か
に
楽
し
か
っ
た
。
こ
こ
に
登

場
す
る
も
の
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
無
心
だ

か
ら
で
あ
る
。
碁
に
無
心
の
一
石
と
い
う
評
語
が
あ
り
、
野
球

に
無
心
の
一
投
と
い
う
評
語
が
あ
る
、
そ
の
無
心
で
あ
る
。

芭
蕉
が
富
士
川
の
ほ
と
り
で
見
か
け
、「
汝
が
性
の
つ
た
な
さ

ば
し
ょ
う

さ
が

を
な
け
」
と
い
い
す
て
た
、「
三
つ
許

な
る
捨
子
」
の
泣
き
か
た

ば
か
り

す

て

ご

（『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
）
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
蕩
児
は
蕩
児
な
り
に
、
悍

妻
は
悍
妻
な
り

じ
ゃ
じ
ゃ
う
ま

に
、
幽
鬼
は
幽
鬼
な
り
に
、
妖
異
は
妖
異
な
り
に
、
自
身
で
は

ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
つ
た
な
い
性
の
ま
ま
に
運
命
の
軌
跡
を

描
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
お
そ
ろ
ら
く
、
蒲
松
齢
の
心
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
本
書
の
美
し
さ
が
生
じ
、
訳
出
し
て
楽
し

か
っ
た
安
ら
ぎ
が
あ
っ
た
の
だ
。

底
本
を
輯
校
し
た
張

友

鶴
は
、
そ
の「
後
記
」
で
、
４
９
３
と

ち
ょ
う
ゆ
う
か
く

４
９
４
と
の
二
篇
は
青
柯
亭
本
に
し
か
な
く
、
作
者
手
稿
本
に

も
鋳
雲
斎
抄
本
に
も
な
い
の
で
、
便
宜
上
巻
末
に
配
し
た
こ

と
、
４
９
５
か
ら
５
０
０
ま
で
の
六
篇
は『
聊
斎
志
異
遺
稿
』
に
し

か
な
く
、
５
０
１
か
ら
５
０
３
ま
で
の
三
篇
は『
黄
炎
煕
抄
本
』
に

こ

う

え

ん

き
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し
か
な
く
て
、
多
分
に
後
人
の
偽
作
の
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
ひ

と
ま
ず
付
録
と
し
た
こ
と
、
を
こ
と
わ
っ
て
い
る
。

底
本
で
は
、「
３
０
５

夢
の
狼
（
夢
狼
）
」
の
異
史
氏
の
評
語

の
う
し
ろ
に
、
本
文
よ
り
一
字
下
げ
の
体
裁
で
李
匡
九
の
話
を

付
載
し
て
い
る
が
、
本
訳
書
で
は
、「
（
４
９
９
）

恐
る
べ
き
属

吏
（
夢
狼

付
則
二
）
」
の
個
処
に
併
載
し
た
。

病
体
の
わ
た
し
に
協
力
し
て
く
れ
た
古
瀬
敦
君
は
、
一
九
四

七
年
東
大
中
国
文
学
科
卒
、
現
在
、
都
立
北
高
校
に
教
鞭
を

執
る
同
学
の
士
で
、
先
年
『
春
秋
左
氏
伝
物
語
』
（
河
出
書
房
）

を
共
著
し
た
仲
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
稲
田
孝
氏
は
本
大
系
の

『
儒
林
外
史
』
の
訳
者
で
、
読
者
各
位
に
は
す
で
に
ご
承
知
の
と

こ
ろ
。
用
務
多
端
の
折
に
も
拘
ら
ず
、
貴
重
な
時
間
と
労
力
を

割
か
れ
た
ご
芳
志
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。

な
お
、
底
本
が
入
手
す
る
ま
で
、
底
本
お
よ
び
貴
重
な
諸
資

料
を
借
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
武
蔵
大
学
教
授
神
田
秀
夫
氏
の

ご
高
配
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

一
九
七
一
年
二
月

常
石

茂

識

［『
生
き
て
る
か
ら
こ
そ
』
草
野

仁
、
著
者
］

あ
と
が
き
に
か
え
て

Ｎ
Ｈ
Ｋ
入
局
か
ら
数
え
て
三
十
余
年
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
し

て
、
そ
し
て
キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
か
た
が

た
と
接
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
本
著
で
は
、
そ
の
な
か
で

も
と
り
わ
け
印
象
深
か
っ
た
出
会
い
を
選
り
す
ぐ
っ
て
ご
紹

介
し
て
き
ま
し
た
。

ひ
と
く
ち
に
出
会
い
と
い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ

り
、
番
組
で
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
か
た
も
い
れ
ば
、
偶

然
お
会
い
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
か
た
も
い
ま
す
。
ぼ
く
に

と
っ
て
そ
れ
ら
す
べ
て
が
貴
重
な
縁
で
、
運
命
の
神
様
が
い
る

な
ら
感
謝
し
た
い
思
い
で
す
。

そ
こ
で
、
こ
の「
あ
と
が
き
に
か
え
て
」
で
は
、
文
字
ど
お

り
、
ぼ
く
が
最
初
に
出
会
っ
た
人
、
す
な
わ
ち
両
親
に
つ
い

て
、
ま
ず
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

父
（
草
野
萬
三
郎
）
は
、
今
年
九
十
三
歳
。
母
（
不
二
子
）

は
八
十
九
歳
。
ふ
た
り
と
も
か
く
し
ゃ
く
と
し
て
元
気
で
す
。

父
は
、
長
崎
県
・
島
原
で
古
く
か
ら
続
く
庄
屋
の
家
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
祖
父
の
代
に
経
済
的
に
苦
し
く
な

り
、
父
の
幼
少
時
代
は
赤
貧
洗
う
が
ご
と
く
の
状
態
で
し

た
。
向
学
心
に
燃
え
る
父
は
小
学
校
時
代
か
ら
近
所
の
お
金

持
ち
の
家
の
庭
掃
除
を
し
た
り
し
て
お
金
を
貯
め
、
奨
学
金

の
助
け
も
借
り
て
独
力
で
中
学
、
高
校
、
大
学
と
進
み
、
卒

業
後
は
数
学
者
と
し
て
教
鞭
を
執
る
道
を
選
び
ま
す
。

母
も
島
原
の
出
身
で
、
音
楽
の
教
師
。
師
範
学
校
を
出
、

小
学
校
の
教
師
四
年
め
で
父
と
結
婚
し
、
家
庭
に
は
い
り
ま

す
。そ

し
て
長
男
、
次
男
、
姉
、
末
っ
子
の
ぼ
く
が
生
ま
れ
ま
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す
。
父
と
母
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
恋
愛
結
婚
で
し
た
が
、
数
学

者
で
真
面
目
一
徹
、
テ
レ
屋
で
九
州
男
児
そ
の
も
の
の
父
が
、
か
け

っ
こ
が
得
意
で
明
る
く
細
身
の
母
を
ど
う
や
っ
て
口
説
い
た
の
か
不

思
議
で
す
。
こ
れ
だ
け
は
、
母
も
笑
う
ば
か
り
で
ぼ
く
に
教
え
て
く

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
家
は
父
の
仕
事
の
関
係
（
新
京
工
業
大
学
教
授
に
赴
任
）
で

満
州
（
現
・
中
国
東
北
部
）
へ
。
そ
し
て
終
戦
。
父
が
ロ
シ
ア
軍
に
よ
っ

て
シ
ベ
リ
ア
に
抑

留
さ
れ
た
ま
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
一
九
四
六
年
九

よ
く
り
ゅ
う

月
、
島
原
に
引
き
揚
げ
ま
す
。
当
時
の
ぼ
く
は
二
歳
で
し
た
。
父
が

帰
国
し
た
の
は
一
九
四
九
年
の
六
月
。
ま
も
な
く
父
は
長
崎
大
学

教
授
と
し
て
働
き
、
母
も
七
年
間
、
中
学
の
音
楽
教
師
を
務
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
い
ま
で
も
ぼ
く
の
耳
に
こ
び
り
つ
い
て
い
る
の

は
父
の「
勉
強
し
ろ
！
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
何
百
回
、
何
千
回
と

い
わ
れ
続
け
ま
し
た
。

と
に
か
く
小
中
学
生
時
代
の
ぼ
く
は
遊
ぶ
こ
と
が
大
好
き
で
し

た
。
学
校
が
終
わ
る
と
、
周
り
が
真
っ
暗
に
な
る
ま
で
遊
ん
で
帰
り

ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
も
大
好
き
で
し
た
。
特
に
短
距
離
で
は
県
で
も
ナ

ン
バ
ー１

の
記
録
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
父
は「
ス
ポ
ー
ツ
は
や

め
ろ
」
の
一
点
張
り
。
高
校
で
は
、
ひ
そ
か
に
陸
上
部
に
は
い
っ
た
ぼ

く
で
す
が
、
バ
レ
て
し
ま
い
、
父
が
勝
手
に
退
部
届
を
出
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
本
来
な
ら
大
反
発
し
て
グ
レ
て
し
ま
う
状
況
で
す
。
ぼ

く
が「
コ
ン
チ
キ
シ
ョ
ー
！
」
と
思
い
、
悔
し
涙
を
流
し
な
が
ら
も
、

そ
こ
ま
で
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
母
の
励
ま
し
の
言
葉
と
父
と
の

会
話
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

「
お
父
さ
ん
も
あ
な
た
に
期
待
し
て
い
る
の
。
あ
な
た
は
や
れ
ば

で
き
る
人
な
の
よ
」「
学
校
の
成
績
な
ん
て
、
い
ま
の
あ
な
た
の

本
当
の
評
価
じ
ゃ
な
い
わ
。
あ
な
た
は
絶
対
、
能
力
の
あ
る
子

供
な
ん
だ
か
ら
」

そ
ん
な
母
の
励
ま
し
の
言
葉
は
、
ぼ
く
の
自
信
に
つ
な
が
り

ま
し
た
。
そ
し
て
父
と
の
対
話
…
。

「
お
れ
が
〝
勉
強
し
ろ
〟
〝
ス
ポ
ー
ツ
は
や
め
ろ
〟
と
い

う
の
に
は
理
由
が
あ
る
」

父
は
砲
丸
投
げ
の
選
手
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
全
国
大
会

で
優
勝
し
て
い
ま
す
。
剣
道
も
有
段
者
で
、
ま
さ
に
文
武
両

道
の
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
し
か
し
、
い
ま
は
反
省
し
て
い
る
。
人
間
、『
二
兎
追
う
も

の
は
一
兎
も
得
ず
』
の
た
と
え
ど
お
り
、
両
立
は
無
理
だ
。
学

者
と
し
て
い
ま
考
え
る
と
、
お
れ
は
〝
学
生
時
代
、
も
っ
と
勉

強
す
る
べ
き
だ
っ
た
〟
と
痛
切
に
後
悔
し
て
い
る
。
お
ま
え
に

必
要
な
の
は
勉
強
す
る
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
の

人
生
は
あ
ま
り
に
も
短
い
、
そ
の
後
の
人
生
の
ほ
う
が
、
は
る

か
に
長
い
か
ら
だ
…
」

懇
々
と
諭
す
よ
う
に
語
り
か
け
る
父
。
ぼ
く
自
身
、10

0

パ

ー
セ
ン
ト
納
得
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

「
こ
の
人
は
、
ぼ
く
の
こ
と
を
す
ご
く
思
っ
て
い
て
く
れ
る
、

考
え
て
い
て
く
れ
る
」
と
い
う
父
の
愛
情
を
強
く
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

小
学
六
年
の
と
き
、
点
数
の
悪
い
答
案
用
紙
を
隠
し
て
い

る
の
が
見
つ
か
り
、「
不
正
な
こ
と
を
す
る
奴
は
だ
め
だ
」
と
、
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て
喧
嘩
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
人
は
み
な
利
点
、
よ
さ
を
持

っ
て
い
ま
す
。
人
と
会
っ
た
ら
、
そ
こ
を
徹
底
的
に
見
る
習
慣

を
身
に
つ
け
な
さ
い
。
〝
こ
の
人
に
は
こ
ん
な
い
い
と
こ
ろ
が

あ
る
〟
、
そ
れ
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
の
人
に
対

し
て
腹
を
立
て
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
」

と
、
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
た
母
。

い
ま
、
ぼ
く
は
両
親
の
慧
眼
に
深
く
納
得
し
、
感
謝
し
て
い

け
い
が
ん

ま
す
。
父
と
母
の
存
在
と
助
言
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
い
ま
の

ぼ
く
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

「
子
供
を
本
気
で
守
っ
て
く
れ
る
の
は
家
族
な
ん
だ
ぞ
」

こ
の
父
の
言
葉
を
深
く
か
み
し
め
て
い
る
ぼ
く
。
い
つ
ま
で

も
元
気
で
長
生
き
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
し
め
く
く
り
に
、
も
う
ひ
と
つ
、
出
会
い
を
ご
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。

ぼ
く
の
事
務
所
の
書
斎
に
、
一
枚
の
切
り
絵
が
飾
ら
れ
て

い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
太
め
の
ぼ
く
の
背
広
姿
を
モ
チ
ー
フ
に
し

た
、
芸
術
セ
ン
ス
あ
ふ
れ
る
作
品
で
す
。
こ
の
切
り
絵
を
ぼ
く

に
贈
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
山
口
県
萩
市
在
住
の
上
田
豊

春
さ
ん
（
三
十
歳
）
。
全
国
の
三
越
百
貨
店
で
個
展
を
開
催

す
る
な
ど
、
新
進
気
鋭
の
切
り
絵
作
家
で
す
。

彼
と
の
出
会
い
は
、
テ
レ
ビ
。
上
田
さ
ん
は
幼
い
こ
ろ
か
ら

自
閉
症
で
し
た
。
お
母
さ
ん
は
、
将
来
を
す
ご
く
心
配
し
て

い
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
養
護
学
校
の
美
術
の
時
間
、
彼

は
切
り
絵
で
抜
群
の
才
能
を
発
揮
し
ま
す
。

父
か
ら
坊
ち
ゃ
ん
刈
り
の
頭
を
丸
坊
主
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
涙
が
出
ま
し
た
。

で
も
、
父
を
恨
む
よ
り
は「
ぼ
く
が
悪
い
ん
だ
」
と
い
う
反
省

の
気
持
ち
の
ほ
う
が
強
く
あ
り
ま
し
た
。

「
今
日
一
日
、
学
校
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
べ
て
話
せ
」

父
に
い
わ
れ
、
先
生
に
注
意
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
包
み
隠
さ

ず
話
す
と
、「
そ
れ
は
お
ま
え
が
悪
い
」「
う
ー
ん
、
そ
の
ケ
ー
ス

は
先
生
が
悪
い
。
お
ま
え
は
間
違
っ
て
い
な
い
」

的
確
な
評
価
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
る
父
。
そ
の
日
課
の

対
話
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ぼ
く
は
不
承
不
承
な
が
ら
も
父
の

方
針
に
し
た
が
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

大
学
時
代
も
「
部
活
と
ア
ル
バ
イ
ト
は
す
る
な
。
勉
強
だ
け
し

ろ
」
と
い
う
父
の
要
求
ど
お
り
に
過
ご
し
ま
し
た
。

「
う
る
せ
え
な
あ
。
な
ん
で
そ
こ
ま
で
干
渉
す
る
ん
だ
よ
」
と

思
う
こ
と
は
何
回
も
あ
り
ま
し
た
。

で
も
、
家
の
中
で
い
つ
も
机
に
向
か
い
（
学
者
で
す
か
ら
当
然

な
の
で
す
が
…
）
、
面
倒
く
さ
が
ら
ず
に
き
ち
ん
と
息
子
に
対

応
し
、
対
話
し
て
い
く
父
の
言
葉
に
は
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
。

「
生
ま
れ
て
き
た
と
き
か
ら
、
ず
っ
と
子
供
を
見
続
け
て
き
た

の
が
親
な
ん
だ
。
子
供
の
性
格
を
い
ち
ば
ん
知
っ
て
い
る
の
は
教

師
で
も
友
達
で
も
な
く
親
だ
。
親
に
は
子
供
を
見
守
り
、
躾
て

い
く
義
務
と
権
利
が
あ
る
」

と
い
い
続
け
た
父
。
そ
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
へ
の
就
職
が
決
ま
っ
た
と

き
、
子
供
時
代
、
短
気
だ
っ
た
ぼ
く
に
、

「
職
業
人
に
な
っ
た
ら
、
男
た
る
も
の
、
単
な
る
感
情
に
任
せ
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「
こ
の
才
能
を
伸
ば
す
べ
き
で
す
」

先
生
の
す
す
め
も
あ
り
、
彼
は
お
母
さ
ん
と
の
二
人
三
脚

で
、
切
り
絵
作
家
へ
の
道
を
す
す
み
ま
す
。

そ
の
才
能
が
見
事
に
開
花
し
、
ぼ
く
の
番
組
に
も
出
て
い
た

だ
い
た
わ
け
で
す
。
毎
日
、
書
斎
に
飾
ら
れ
た
上
田
さ
ん
の
作

品
を
見
な
が
ら
、
ぼ
く
は
出
会
い
の
不
思
議
さ
、
大
切
さ
を
痛

感
し
て
い
ま
す
。
人
と
人
だ
け
で
な
く
、
仕
事
・
趣
味
な
ど
、
人

生
に
は
い
ろ
い
ろ
な
出
会
い
が
あ
り
ま
す
。
上
田
さ
ん
の
場
合

だ
と
、
お
母
さ
ん
と
の
出
会
い
、
切
り
絵
と
の
出
会
い
、
そ
し

て
、
作
家
へ
の
後
押
し
を
し
て
く
れ
た
人
た
ち
と
の
出
会
い
…
。

ぼ
く
は
、
前
著
『
娘
へ
』
（
小
学
館
刊
）
で
も
『
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ラ

イ
フ
の
す
す
め
』
を
主
張
し
て
き
ま
し
た
。
ど
ん
な
場
合
で
も

『
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
』
（
積
極
的
、
前
向
き
）
に
物
事
を
考
え
て
い
く
。

決
し
て『
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
』
（
消
極
的
、
後
ろ
向
き
）
に
は
な
ら
な

い
。本

著
に
登
場
す
る
み
な
さ
ん
に
共
通
す
る
の
は
、
人
生
を
思

い
っ
き
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ハ
ン
デ

ィ
を
背
負
っ
た
人
も
数
多
く
登
場
し
ま
す
。
と
も
す
れ
ば
、
人

生
を
投
げ
や
り
に
考
え
る
人
も
多
い
な
か
、
本
著
に
紹
介
し
た

み
な
さ
ん
は「
生
を
よ
り
輝
く
も
の
に
し
た
い
」
と
常
に
前
向
き

で
す
。
現
実
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
み
ず
か
ら
す
す
む
道
を
真

し

ん

し

剣
に
模
索
し
、
才
能
を
開
花
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

最
近
で
は
、
一
〇
代
で「
ど
う
せ
、
私
の
人
生
、
こ
ん
な
も
の
」

と
、
悟
り
き
っ
て
し
ま
う
若
者
が
多
い
と
い
い
ま
す
。

目
標
を
持
っ
て
も
、
そ
れ
は
目
先
の
こ
と
。

「
志
望
校
に
は
い
れ
た
か
ら
、
こ
れ
で
い
い
や
」「
就
職
で
き

て
、
こ
れ
で
ひ
と
安
心
」

本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
こ
か
ら
ま
た
、

次
の
目
標
を
持
ち
、
前
進
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
の
で
し
ょ

う
か
？

う
ず
も
れ
た
ま
ま
の
才
能
、
可
能
性
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
を
放
棄
す
る
の
は
、
す
ご
く
も
っ
た
い

な
い
気
が
し
ま
す
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
物
事
を
考
え
れ
ば
、
い
ろ

い
ろ
な
出
会
い
は
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
に
な
る
の
で
す
。
み
な
さ

ん
に
出
会
い
の
大
切
さ
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い
、
本
著
が
少
し
で

も
そ
の
手
助
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

本
著
の
イ
ラ
ス
ト
は
、
ぼ
く
の
次
男
の
健
が
担
当
し
て
い
ま

す
。
彼
も
、
会
社
員
か
ら
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
転
身
し
ま
し

た
。
と
も
す
れ
ば
、
会
社
を
辞
め
る
こ
と
を
挫
折
と
考
え
が

ち
で
す
が
、
健
は
そ
れ
を
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
へ
の
方
向
転
換

と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
息
子
と
、

こ
の
本
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
み
な
さ
ん
に
、
そ
し
て
本
著
に

登
場
し
て
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ん
に
紙
面
を
お
借
り
し
、
エ
ー

ル
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
小
学
館
女
性
セ
ブ

ン
編
集
部
の
平
川
晃
さ
ん
、
根
橋
悟
さ
ん
、
編
集
企
画
『
夢

組
』
の
島
崎
保
久
さ
ん
、
姫
野
陽
子
さ
ん
に
も
お
礼
と
エ
ー
ル

を
送
り
ま
す
。















－ ２７ －

栗 の花 紙 縒 の如 し 雨 雫
こ よ り あ め し づ く

杉 田 久 女

月の夜を経 し 山 梔 子は月色に
く ち な し

永 井 龍 男

蛍に暮 れねばならぬ空のあり
ほうたる

稲 畑 汀 子

（「歳時記」より）

編
集
後
記

編
集
す
る
際
に
、
一
番
に
届
く
の
は
表
紙
絵
で
す
。

「
今
回
は
ど
ん
な
絵
だ
ろ
う
？
」
（
一
番
に
絵
を
見

ら
れ
る
の
は
、
編
集
担
当
の
特
権
で
す
？
）

〝

夏
を
知
ら
せ
に
飛
び
た
ち
ま
す
〟

も
う
夏
で
す
か
！

こ
の
頃
、
少
し
動
く
と
汗
が
出
て
く
る
季
節
と
思
う
と
、

納
得
で
す
。

つ
い
最
近
、
春
を
感
じ
た
と
思
っ
た
ら
・
・
・
。

一
か
月
程
前
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
横
須
賀
線
に
乗
っ

て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
北
鎌
倉
の
駅
で
ド
ア
が
開

く
と
、
人
と
一
緒
に
〝
黄
色
い
蝶
〟
が
電
車
に
乗
っ
て

き
ま
し
た
。

車
内
で
「
あ
ら
っ
。
」
と
声
が
あ
が
り
、
座
っ
て
い

る
人
の
頭
の
上
を
、
飛
び
回
っ
て
い
ま
し
た
。

心
休
ま
る
ひ
と
と
き
で
し
た
。

残
念
な
が
ら
私
は
、
次
の
鎌
倉
駅
で
下
車
。
あ
の
あ

と
蝶
は
、
何
処
ま
で
、
電
車
の
旅
を
楽
し
ん
だ
の
で

し
ょ
う
か
？

し
ば
ら
く
は
、
ア
ジ
サ
イ
で
も
眺
め
て
梅
雨
を
乗
り

切
り
、
本
格
的
な
夏
を
待
ち
ま
し
ょ
う
。

次
の
岡
さ
ん
の
表
紙
絵
を
心
待
ち
に
し
て
・
・
・
。

次
回
の
発
行
は
八
月
十
五
日
で
す
。

宇
田
川

幸
子

※
本
誌
（
活
字
版
・
テ
ー
プ
版
・
デ
ィ
ス
ク
版
）
の
無
断
転
載
は
か
た
く

お
断
り
し
ま
す
。

表
紙
絵

岡

稲
子
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連載 漢点字変換ソフトEIBRKについて（10）

木下 和久

前号に引き続きWindows版のEIBRK(プログラム名はEibrkw.exe)につい

て説明します。

(６)点字画面（つづき）

ｇ）ページ行同文挿入

挿入の項で説明したように、ページ行に題名などの文字列を挿入する

ことができますが、通常これらの文字列は、数ページにわたって同じも

のが続く場合が多いので、便宜のためにこの「ページ行同文挿入」とい

う操作ができるようになっています。これは、直前に表示したページ行

と同じ文字列を自動的に入力するもので、Ctrl+Wキーでも同じ結果が得

られます。

ｈ）全ページ行削除

上述の方法で入力されたページ行のデータを、１度に全部削除するも

のです。大幅な修正を要する場合など、１度全部削除して、最初からや

り直した方がよいという場合もあるかもしれません。そのような場合に

利用します。

(７)オプション設定

メニューの「オプション」で設定できる項目は、以下の１２項目です。

インストールした直後は、最低限必要な項目についてはデフォルトの値

が設定してありますが、最初にこれらを確認して、適正な条件設定をす

ることをおすすめします。

ａ）入出力パス

メニューの「ファイル」で最初に表示されるパス（フォルダー）名を

指定します。デフォルトではｃ：￥ｔｅｎｊ￥ｄｏｃとなっています。
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ｂ）バックアップパス

前項のｅ）で説明したバックアップパスを指定するものです。デフォ

ルトではａ：￥（フロッピードライブ）となっています。

ｃ）プリンタ機種

プリンタ機種の候補は、入力ウィンドウの右端にある下向き矢印を押

すとリストとして表示されますので、希望のものを選択します。「４．

ベーシックＤ（空行点）」は、現在のところベーシックＤ型のプリンタ

ーでは、何もない行（空行）での行送りがうまくいかないので、ここの

行末に３の点に１つだけ点字を打つようにしているものです。

ｄ）デフォルト・プリンタ

プリンタの機種指定は、変換したファイル毎に指定することになって

いますが、新しいファイルを変換するとき、特に指定しないと自動的に

指定されるプリンタの機種です。最初は３（エベレスト）にしてありま

す。

ｅ）１ページ行数

１ページに印字される行数は、プリンタに固有のものと見なし、ｃ）

で機種を選ぶとこれは自動的に決まり、単独では変更できません。また、

１行文字数は常に３２マスで一定です。

ｆ）ページ付け

これを｢なし(２)｣にすると、１行目から本文が印刷され、ページ番号

は印刷されません。ページ番号は不要だが、本文は２行目から印刷した

い場合は、ページ付けは｢あり(１)｣にして、下記に示すような方法でペ

ージ番号が０以下になるようにします。

ｇ）巻 №

ここで１以上の数字を指定すると、それが印刷時ページ番号の前に巻
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番号として自動的に付加されます。そのような数字が不要の時は、０を

指定します。

ｈ）開始主ページ№

印刷ページの１行目の右端に打たれるページ№は、通常１から始まり

ますが、この数字をここで指定するとファイルの最初のページがここで

指定された数になります。これが０以下の時はページ№がふられないの

で、０の時は最初の１ページ分だけページ№がふられず、－１の時は２

ページ分だけページ№がふられなくなります。

ｉ）開始副ページ№

前項で指定された数字が０以下の時、主ページ№がふられていない部

分に下がり数字でページ№をふることができます。ここで指定する副ペ

ージ№がそれで、この場合も０以下の数字を指定することによって最初

の何ページかをページ№なしにすることができます。

例えば、開始主ページ№が-10で、開始副ページ№が０の時は、ファ

イルの２ページ目から下がり数字のページ№がつき、これが１～10まで

続いて、その後主ページ№が１から始まります。これは最初にページ№

なしの扉があって、その後目次が１０ページ分続き、それから本文が始

まるような場合を想定しています。

これらのページ№は、画面表示ではページの切れ目に表示される数字

の後にかっこ内の数字（副ページ№は赤色）で表示され、点字ではペー

ジの最初の行の右端に表示されます。

ｊ）外字コード

テキスト文の中で直接点字を入力したい場合は、外字登録した点字を

入力しますが、ファイルの内部コードがＭＳ－ＤＯＳの一太郎バージョ

ン４とＷｉｎｄｏｗｓでは異なっています。そのために、一太郎バージ

ョン４で入力して正常に表示できたテキストファイル中の点字は、Ｗｉ
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ｎｄｏｗｓの画面では表示できません。逆にＷｉｎｄｏｗｓで正常に表

示された外字による点字は、一太郎のバージョン４では表示できません。

ＥＩＢＲＫＷで変換するときは、これらの外字コードを自動的に判断し

て適切な変換をし、変換画面のテキスト行では、いずれの外字コードで

あってもすべて１６進コードで表示します（１６進コードでの漢点字

［８点点字］の表し方については、「コードミホン．ｔｘｔ」ファイル

をご覧下さい）。

この「オプション」で選べる外字コードの種類は、

１．一太郎バージョン４、 ２．Ｗｉｎｄｏｗｓ、 ３．１６進

の３種類です。上に述べたように、このコードが１と２のいずれのタイ

プであっても、ＥＩＢＲＫＷは正しく点字に変換しますが、その場合は

半角の@や\、*などと他の文字との組み合わせで表す特殊な記号（詳細

については入力マニュアルであるＲＥＡＤＭＥ＿Ｎ．ＴＸＴをご覧下さ

い）以外は、すべての半角文字を全角に変換して漢点字変換を行います。

したがって、点字を表すための半角１６進数が使われている場合には、

必ずこの外字コードを３にしておいて下さい。一旦漢点字変換されたフ

ァイルは、テキストセーブするときここで設定された外字コードの種類

で点字を保存します。

この外字コードが３に指定されていると、半角の１６進数の範囲内の

英数字はすべて点字コードと見なされて変換されます。それ以外の半角

文字は全角に変換されてから点字に変換されます。

ｋ）プリンタ・ポート№

ＲＳポートが２つあり、第２ポートに点字プリンタを接続した場合、

これを｢COM2｣とします。通常は｢COM1｣となっています。

ｌ）プリンタ・ボーレート

点字プリンタへ送るRS232Cポートのボーレートです。通常9600が使わ

れますが、機種によっては1200が使われる場合もあり、そのような場合

は必要な値に変更します。 （以下次号）


