
横 浜 漢 点 字 羽 化 の 会
〒231-0851 横浜市中区山元町2-105 Tel 045-641-1290

発行責任者 代 表 岡 田 健 嗣
編集責任者 宇田川 幸 子

２００１年 １０月１５日発行（隔月刊）

目 次
EIBRKによる漢点字変換のための入力マニュアル (１) ・・・ i

川上泰一先生に出会って（第10回・最終回）（東野 トシヱ） ・・・１

東洋医学について （小池上 惇） ・・・・・・・・・・・５

漢文のページ ・・・・・・・・・・・７

連載「点字から識字までの距離」（25）（山内 薫） ・・・・・・９

点字の読みづらさと漢点字の触読について（12）（岡田 健嗣） ・11

ご報告とご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

イラスト版「漢点字ってどんな字？」（27） ・・・・・・・・・21



川
上
泰
一
先
生
に

出
会
っ
て
（
第
十
回･

最
終
回
）

東
大
阪
市

東
野

ト
シ
ヱ

昭
和
六
〇
年
代
・
平
成
（
承
前
）

晴
眼
者
は
何
を
し
て
い
て
も
文
字
が
目
に
飛
び
込
ん

で
き
ま
す
が
、
私
た
ち
盲
人
は
意
識
し
て
点
字
を
読
ま

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
特
定
の
図
書
館
か
ら
は
漢
点

字
で
送
ら
れ
て
き
ま
す
が
、
私
が
購
読
し
て
い
る
雑
誌

全
部
が
、
漢
点
字
交
じ
り
文
で
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
数
日
、
数
週
間
、
漢
点
字
に
触
れ
る

こ
と
な
く
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
も

っ
と
多
く
の
図
書
が
漢
点
字
で
出
版
さ
れ
ま
す
よ
う
に

切
望
致
し
ま
す
。

私
た
ち
で
実
験
が
で
き
た
の
で
、
川
上
先
生
が
日
本

点
字
委
員
会
や
教
育
委
員
会
な
ど
に
、
漢
点
字
の
こ
と

を
話
し
に
行
か
れ
た
よ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
。

私
は
日
本
漢
点
字
協
会
か
ら
図
書
を
送
っ
て
い
た
だ

き
読
書
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

最
近
の
図
書
は
、
助
詞
の
（
わ
）
（
え
）
は
墨
字
文

と
同
じ
よ
う
に
（
は
）
（
へ
）
と
漢
点
訳
し
て
下
さ
る
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よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
読
点
も
マ
ス
空
け
で

は
な
く
導
入
し
て
下
さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
や
は

り
、
墨
字
文
に
近
付
け
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？
手
軽
に
漢
点
字
が
書
け
る
今
日
と
し
て
は
、
そ
う

し
て
下
さ
る
方
が
嬉
し
い
で
す
。

川
上
先
生
は
、
漢
点
字
交
じ
り
文
を
読
ん
で
日
本
語

の
醍
醐
味
を
盲
人
に
も
知
ら
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
目

的
で
、
漢
点
字
を
創
案
し
て
下
さ
っ
た
の
で
す
が
、
劣

等
生
の
私
が
「
先
生
、
今
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

本
は
む
ず
か
し
過
ぎ
る
わ
。
も
っ
と
気
楽
に
読
め
る
本

を
送
っ
て
下
さ
い
」
と
申
し
ま
し
た
ら
、
川
上
先
生
は

「
よ
っ
し
ゃ
分
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
い
ん
や
。
次
は
ト

ッ
ト
ち
ゃ
ん
送
っ
た
る
」
と
お
っ
し
ゃ
り
、
『
窓
ぎ
わ

の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
黒
柳
徹
子
著
を
送
っ
て
下
さ
い
ま

し
た
。

そ
し
て
、
漢
点
訳
を
依
頼
す
る
と
快
く
し
て
下
さ
い

ま
し
た
。
『
祈
り
と
瞑
想
へ
の
道
』
榎
本
保
郎
著
や

『
内
な
る
生
活
』
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
マ
ー
レ
ー
著
な
ど

を
漢
点
訳
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
借
り
し
た
い
図
書
が
漢
点
訳
さ
れ
て
い
な
く
て
、

お
詫
び
の
お
手
紙
を
い
た
だ
き
、
そ
の
と
き
、
「
漢
点

訳
本
を
お
読
み
下
さ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
な

ん
て
お
礼
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
（
ま
ぁ
！
私
の
よ
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よ
う
に
な
る
」
と
川
上
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
今
日
で
は
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
す
る
と
盲
人
同

士
だ
け
で
は
な
く
晴
眼
者
と
も
会
話
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

平
成
十
年
こ
ろ
中
国
で
は
な
い
の
で
す
が
、
同
じ
漢

字
文
化
圏
の
国
、
韓
国
へ
漢
点
字
が
進
出
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
漢
点
字
に
と
っ
て
と
て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

も
し
、
川
上
先
生
が
ご
存
じ
に
な
ら
れ
た
ら
ど
ん
な

に
か
お
喜
び
に
な
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
に

が
ん
ば
っ
て
も
川
上
先
生
に
お
伝
え
で
き
な
い
の
が
残

念
で
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
川
上
先
生
と
一
緒
に
万
歳
三

唱
を
し
た
い
気
持
ち
で
一
杯
で
す
。

村
尾
氏
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
お
ら
れ
、
そ

こ
に
村
尾
氏
が
開
発
さ
れ
た
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
の
漢
点
訳

印
刷
ツ
ー
ル
Ｏ
Ｐ
を
掲
載
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
韓
国
の

方
か
ら
村
尾
氏
の
所
に
、
「
点
訳
ソ
フ
ト
を
捜
し
て
い

る
と
ｍ
ｕ
ｒ
ａ
ｏ
ｄ
ｏ
ｓ
さ
ん
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
辿

り
着
き
、
Ｏ
Ｐ
に
出
会
い
ま
し
た
。
早
速
ダ
ウ
ン
し

て
、
韓
国
の
パ
ソ
コ
ン
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る
と
、
こ

ち
ら
で
で
も
ち
ゃ
ん
と
使
え
て
い
ま
す
。
画
面
に
漢
点

字
と
墨
字
が
ち
ゃ
ん
と
表
示
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
メ

ー
ル
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
Ｏ
Ｐ
の
開
発
者
の
村
尾
氏

う
な
も
の
が
川
上
先
生
か
ら
・
・
・
）
と
驚
き
恐
縮
致

し
ま
し
た
。
ま
た
、
あ
る
と
き
本
の
巻
数
が
間
違
っ
て

送
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
川
上
先
生
か

ら
丁
重
な
お
詫
び
の
お
手
紙
を
ち
ょ
う
だ
い
し
恐
縮
致

し
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
電
話
を
し
て
も
、
リ
ツ
エ
奥
様
と
話
す
方

が
多
く
な
り
ま
し
た
。

漢
点
字
を
中
国
へ
里
返
り
さ
せ
た
い
と
川
上
先
生
は

お
っ
し
ゃ
り
、
確
か
、
リ
ツ
エ
奥
様
と

中
国
へ
御
旅
行
な
さ
っ
た
と
き
に
持
っ

て
行
か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
『
新
星
通
信
』
に
『
中
国
紀
行
』

と
題
し
て
連
載
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
し

た
の
で
、
お
読
み
に
な
ら
れ
た
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

「
漢
字
圏
の
国
に
旅
行
す
る
と
通
訳
は
い
ら
ん
。
通

訳
を
し
て
も
ら
う
よ
り
文
字
を
読
ん
だ
方
が
分
か
る

ぜ
。
ほ
ん
ま
お
も
し
ろ
い
ほ
ど
よ
う
分
か
る
ぞ
。
道
に

書
い
て
あ
る
標
識
や
書
き
物
を
読
む
と
す
ぐ
分
か
り
ま

す
。
晴
眼
者
は
漢
字
文
化
圏
の
国
の
人
た
ち
と
筆
談
で

話
し
て
い
る
。
こ
の
漢
点
字
を
日
本
の
盲
人
だ
け
で
な

く
、
他
の
漢
字
文
化
圏
の
国
の
盲
人
も
こ
の
漢
点
字
を

学
習
し
た
ら
、
こ
の
漢
点
字
を
使
っ
て
会
話
が
で
き
る
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も
大
変
喜
ん
で
お
ら
れ
、
現
在
Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
ｓ
上
で

使
用
で
き
る
、
Ｏ
Ｐ
の
開
発
を
し
て
下
さ
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
私
も
ほ
ん
と
う
に
Ｏ
Ｐ
を
Ｄ
Ｏ
Ｓ
／
Ｖ
機
で
開

発
し
て
お
い
て
い
た
だ
い
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し

た
。
日
本
だ
け
の
パ
ソ
コ
ン
で
は
こ
う
は
い
か
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
威
力

の
素
晴
ら
し
さ
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、

Ｏ
Ｐ
が
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
だ
っ
た
か
ら
、
気
楽
に
ダ
ウ
ン

さ
れ
て
確
認
し
て
下
さ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
Ｏ
Ｐ
を
利
用
し
て
、
漢
点
訳
を
し
て
下
さ
っ
て

お
ら
れ
る
、
漢
点
訳
者
は
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

Ｏ
Ｃ
Ｒ
で
取
り
込
ん
だ
デ
ー
タ
を
画
面
上
で
校
正
し

て
下
さ
り
、
漢
点
字
プ
リ
ン
ト
し
て
下
さ
っ
て
お
ら
れ

る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
他
の
ワ
ー
プ
ロ
で
入

力
し
た
デ
ー
タ
を
漢
点
字
プ
リ
ン
ト
し
て
下
さ
っ
て
お

ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
、
盲
人
は
エ

デ
ィ
タ
と
し
て
も
使
用
し
て
お
り
ま
す
。
ぽ
つ
ぽ
つ
君

を
利
用
し
て
漢
点
字
直
接
入
力
が
で
き
ま
す
し
、
フ
ァ

イ
ル
の
分
割
や
結
合
な
ど
が
容
易
に
で
き
ま
す
。

今
日
で
は
、
Ｏ
Ｃ
Ｒ
が
発
達
し
ま
し
た
。
と
は
い

え
、
ル
ビ
が
あ
る
と
誤
字
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

し
、
手
書
き
は
今
の
と
こ
ろ
諦
め
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
プ
リ
ン
タ
ー
で
印
刷
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
読
み
取
っ
て
く
れ
ま

す
。私

は
Ｅ
・
Ｔ
ｙ
ｐ
ｉ
ｓ
ｔ
と
い
う
ソ
フ
ト
を
使
用

し
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
接
続
の
キ
ヤ
ノ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
ス
キ
ャ
ナ

ー
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
私
が
ぽ
つ
ぽ
つ
君
で
入
力
し

た
も
の
を
、
沖
の
レ
ー
ザ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
で
印
刷
し

て
、
そ
れ
を
Ｏ
Ｃ
Ｒ
に
掛
け
て
、
Ｗ
Ｚ
上
で
Ｏ
Ｐ
Ｑ
Ｒ

で
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
表
示
さ
せ
て
、
漢
点
字
交
じ

り
文
で
読
ん
で
、
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

大
阪
市
立
盲
学
校
の
与
野
福
三
先
生
か
ら
、
川
上
泰

一
先
生
の
訃
報
の
お
電
話
を
い
た
だ
い
た
と
き
は
私
の

耳
を
疑
い
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
驚
き
ま
し
た
。
お
通

夜
に
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
リ
ツ
エ
奥
様
か
ら
川
上

先
生
の
最
期
の
と
き
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。川

上
先
生
の
こ
と
を
御
存
じ
で
な
い
看
護
婦
さ
ん

が
、
「
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
お
ら
れ
る
？
」
と
お
っ
し
ゃ

り
、
リ
ツ
エ
奥
様
が
見
ら
れ
る
と
、
末
田
統
先
生
が
作

成
さ
れ
た
キ
ー
ボ
ー
ド
を
使
用
し
て
、
入
力
さ
れ
て
い

る
形
で
指
を
動
か
し
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
昏
睡
状

態
に
な
っ
て
か
ら
も
、
ほ
ん
と
う
に
最
後
の
最
後
ま
で

私
た
ち
の
た
め
に
精
魂
を
注
い
で
下
さ
っ
た
の
だ
な
ぁ
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と
思
わ
さ
れ
、
私
は
胸
が
一
杯
に
な
り
涙
が
溢
れ
ま
し

た
。「

先
生
、
今
度
お
会
い
す
る
と
き
は
徳
利
を
持
っ
て

い
き
ま
す
。
東
野
は
ま
だ
あ
ん
な
文
章
し
か
書
け
な
い

の
か
と
お
笑
い
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う

ね
。
先
生
、
ま
た
、
懇
切
丁
寧
な
御
指
導
で
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
」
。

終
わ
り
に

漢
点
字
は
、
盲
人
の
文
字
と
し
て
読
み
書
き
で
き
る

と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
盲
人
が
こ
う
し
て
実
際
に
利

用
し
て
確
認
し
て
い
ま
す
。

漢
字
に
つ
い
て
精
通
し
て
お
ら
れ
る
方
に
漢
点
字
を

覚
え
て
い
た
だ
き
、
漢
点
字
は
点
で
表
す
漢
字
と
し
て

よ
く
で
き
て
い
る
と
、
文
部
省
や
教
育
委
員
会
な
ど
に

言
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
般
の
幼
児
教
育
同
様
に
盲
教
育
も
、
三
つ
子
の
魂

百
ま
で
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
漢
点
字
で
教
育
を
幼
い

時
期
か
ら
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
余
暇
の

時
間
を
利
用
し
て
学
習
す
る
の
で
は
な
く
、
盲
教
育
の

現
場
に
漢
点
字
を
導
入
し
て
下
さ
り
、
漢
点
字
が
盲
人

の
文
字
と
し
て
定
着
し
ま
す
よ
う
に
切
望
致
し
ま
す
。

こ
の
拙
文
は
、
平
瀬
徹
氏
が
、
Ｎ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｙ

Ｓ
Ｅ

Ｒ
Ｖ
Ｅ
に
漢
点
字
の
パ
テ
ィ
オ
を
開
設
し
て
下
さ
っ
て

い
た
と
き
に
、
書
き
込
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
を
土

台
に
、
今
度
は
、
羽
化
の
会
代
表
の
岡
田
健
嗣
氏
に
激

励
し
て
い
た
だ
き
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
誠
に

感
謝
で
す
。

『
漢
点
字
解
説
』
や
『
新
星
通
信
』
を
お
読
み
の
方

は
ご
存
じ
の
こ
と
ば
か
り
で
、
ち
ょ
っ
と
退
屈
な
さ
っ

た
の
で
は
・
・
・
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
読
み
下
さ

い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

川
上
先
生
は
漢
点
字
を
創
案
し
て
下
さ
っ
た
方
で
す

か
ら
、
偉
大
な
先
生
で
し
た
し
、
こ
れ
と
決
断
さ
れ
れ

ば
、
絶
対
に
変
更
さ
れ
な
い
と
い
う
頑
固
な
一
面
も
お

あ
り
で
し
た
。
し
か
し
、
大
変
温
か
い
先
生
で
し
た
と

皆
様
方
に
御
紹
介
し
た
か
っ
た
の
で
す
。

重
複
し
て
書
き
込
ん
だ
り
、
大
切
な
こ
と
を
書
き
も

ら
し
て
い
た
り
、
私
の
表
現
不
足
で
申
し
上
げ
た
い
こ

と
が
皆
様
に
伝
わ
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ

こ
は
補
っ
て
い
た
だ
い
て
御
判
読
し
て
下
さ
れ
ば
幸
い

に
存
じ
ま
す
。

（
お
わ
り
）
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本
会
の
読
者
の
、
栃
木
県
立
盲
学
校
で
、
理
療
科
の
教
鞭
を
と
っ
て

お
ら
れ
ま
す
小
池
上
惇
先
生
か
ら
、
原
稿
を
頂
戴
致
し
ま
し
た
。

日
頃
、
教
壇
で
お
話
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
ま
と
め
て
下
さ

い
ま
し
た
。

健
康
に
関
心
の
な
い
方
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
読
者
各
位
も
、
興

味
深
く
お
読
み
い
た
だ
け
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

東
洋
医
学
に
つ
い
て

小
池
上

惇

現
在
、
わ
が
国
の
医
学
の
主
流
は
西
洋
医
学
で
す
。
西
洋
医

学
は
、
多
く
の
病
気
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
多
く
の
病

気
を
克
服
し
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
洋
医
学
は
次
第
に

細
分
化
・
専
門
化
す
る
に
つ
れ
、
人
体
を
各
組
織
・
器
官
の
集

合
体
と
見
る
傾
向
が
出
て
き
ま
し
た
。
各
々
の
器
官
の
病
気
は

治
っ
た
が
、
体
全
体
と
し
て
は
な
ん
と
な
く
調
子
が
悪
い
と
い
う

こ
と
も
し
ば
し
ば
起
こ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

医
師
は
、
検
査
デ
ー
タ
や
画
像
に
頼
り
、
合
理
性
を
重
ん
じ

る
あ
ま
り
、
患
者
の
訴
え
に
じ
っ
く
り
と
耳
を
傾
け
る
こ
と
も
、

手
で
診
察
を
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
西
洋
医
学
の

マ
イ
ナ
ス
面
が
表
面
化
す
る
に
つ
れ
、
古
来
か
ら
の
東
洋
医
学

が
少
し
ず
つ
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
東
洋
医
学
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

一

東
洋
医
学
と
西
洋
医
学
の
相
違
点

①
東
洋
医
学
は
全
体
的
、
西
洋
医
学
は
分
析
的
。

東
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
全
体
と
し
て
観
察
し
、
西
洋
医
学

で
は
、
局
所
的
に
観
察
し
ま
す
。

例
え
ば
、
腰
が
痛
い
と
訴
え
て
き
た
患
者
に
つ
い
て
み
る
と
、

東
洋
医
学
で
は
、
望
診
・
聞
診
・
問
診
・
切
診
な
ど
に
よ
っ
て
、

体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
、
臓
腑
・
経
絡
の
状
態
な
ど
を
観
察
す
る
の

に
対
し
、
西
洋
医
学
で
は
、
腰
部
を
中
心
に
画
像
診
断
や
徒
手

検
査
に
よ
っ
て
そ
の
原
因
を
調
べ
よ
う
と
し
ま
す
。

②
東
洋
医
学
は
相
対
的
、
西
洋
医
学
は
絶
対
的
。

東
洋
医
学
で
は
、
陰
陽
、
虚
実
、
寒
熱
、
表
裏
な
ど
、
対
立

し
た
概
念
を
診
断
の
根
拠
と
し
ま
す
が
、
西
洋
医
学
で
は
、
科

学
的
か
つ
合
理
的
な
検
査
デ
ー
タ
の
数
値
な
ど
を
根
拠
と
し

ま
す
。

例
え
ば
、
発
熱
の
場
合
、
東
洋
医
学
で
は
、
患
者
や
診
者
の

感
覚
を
基
に
し
て
発
熱
の
診
断
を
す
る
の
に
対
し
、
西
洋
医
学
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で
は
、
体
温
計
に
よ
る
数
値
を
基
本
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、
脈
拍

・
血
圧
・
血
液
の
変
化
な
ど
、
数
値
を
診
断
の
根
拠
に
し
て
い
ま

す
。

③
東
洋
医
学
は
随
証
治
療
、
西
洋
医
学
は
病
名
治
療
。

東
洋
医
学
で
は
、
診
断
の
結
果
得
ら
れ
た
症
状
群
を
証
と
い

い
、
体
の
全
体
の
状
態
を
表
す
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

東
洋
医
学
の
診
断
は
、
こ
の
証
を
決
め
る
た
め
の
も
の
で
、
治

療
も
こ
の
証
に
従
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
東
洋
医

学
で
は
、
診
断
に
よ
っ
て
、
幾
つ
か
あ
る
治
療
法
の
中
か
ら
、
そ

の
人
に
最
も
適
し
た
治
療
法
を
選
ぶ
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

西
洋
医
学
の
診
断
は
、
病
気
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。

従
っ
て
、
東
洋
医
学
で
は
、
同
じ
肺
結
核
で
も
証
に
よ
っ
て
治

療
法
が
異
な
り
ま
す
が
、
西
洋
医
学
で
は
、
常
に
結
核
菌
に
対

す
る
治
療
が
行
わ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
手
術
に
よ
る
患
部
の

切
除
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
が
ん
に
侵
さ
れ
た
患
者
に
対
し

て
、
西
洋
医
学
で
は
、
患
部
を
徹
底
し
て
除
去
し
て
し
ま
う
と

い
う
方
法
が
主
流
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
東
洋
医
学
で
は
、
患
者

の
抵
抗
能
力
を
高
め
患
部
の
縮
少
、
消
滅
を
図
っ
て
い
こ
う
と

す
る
の
が
主
な
考
え
方
で
す
。

④
東
洋
医
学
は
身
心
一
如
、
西
洋
医
学
は
心
身
二
言
論
。

東
洋
医
学
で
は
、
精
神
と
身
体
は
一
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
西
洋
医
学
で
は
、
各
器
官
の
独
自
性
を
問
題
に

す
る
傾
向
が
強
く
、
身
体
と
精
神
は
別
個
に
考
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
最
近
、
心
療
内
科
と
い
う
領
域
が
西
洋
医
学
に
も

設
け
ら
れ
、
精
神
と
身
体
と
の
関
係
が
少
し
ず
つ
見
直
さ
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
が
、
医
療
現
場
に
お
い
て
は
ま
だ
、
十
分
浸
透
し
て

い
な
い
よ
う
で
す
。

⑤
東
洋
医
学
は
未
病
治
の
医
学
。

東
洋
医
学
で
は
、
健
康
を
第
一
に
考
え
、
病
気
を
治
す
こ
と

よ
り
、
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
予
防
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い

て
い
ま
す
。
最
近
、
西
洋
医
学
で
も
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
第

一
次
予
防
（
疾
病
の
予
防
と
健
康
の
増
進
）
が
重
視
さ
れ
て
き

て
い
ま
す
。

⑥
東
洋
医
学
は
自
然
哲
学
思
想
、
西
洋
医
学
は
自
然
科
学

思
想
。

東
洋
医
学
で
は
、
陰
陽
論
、
五
行
論
な
ど
の
哲
学
思
想
を
人

体
に
当
て
は
め
、
西
洋
医
学
で
は
、
観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
知
識
を
基
に
し
て
人
体
を
研
究
し
、
先
ず
、
人
体
の
構

造
や
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
基
に
し
て

医
学
を
構
築
し
て
い
っ
た
も
の
で
す
。

以
上
、
東
洋
医
学
と
西
洋
医
学
の
相
違

点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
ま
し
た
が
、
次
回
は
、

東
洋
医
学
の
基
礎
で
あ
る
、
陰
陽
・
五
行
に

つ
い
て
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。



漢
文
の
ペ
ー
ジ

静
夜
思
（
せ
い
や
し
）

李
白

ル

ヲ

牀

前

看

月

光

ニ

一

フ
ラ
ク
ハ

レ

ノ

カ
ト

疑

是

地

上

霜

ゲ
テ

ヲ

ミ

ヲ

挙

頭

望

山

月

レ

ニ

一

レ
テ

ヲ

フ

タ

低

頭

思

故

郷

レ

ニ

一

《
牀

前
月
光
を
看
る
、
／
疑
う
ら
く
は
是
れ
地
上
の
霜

し
ょ
う
ぜ
ん

み

か
と
。
／

頭

を
挙
げ
て
山
月
を
望
み
、
／
頭
を
低
れ

こ
う
べ

あ

た

て
故
郷
を
思
う
。
》

〔
静
夜
思
〕
＝
静
か
な
夜
の
も
の
お
も
い
。
〔
牀
前
〕
＝

ね
ど
こ
の
ま
え
。
牀
は
寝
台
。
〔
疑
是
〕
＝
う
た
が
う
こ
と

に
は
の
意
。
〔
山
月
〕
＝
山
の
上
に
か
か
っ
た
月

ふ
と
寝
台
の
前
を
見
る
と
、
月
の
光
が
白
く
さ
し
込
ん
で

い
て
、
ま
る
で
霜
が
お
り
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
。

頭
を
あ
げ
て
見
る
と
山
の
上
に
は
美
し
い
月
が
か
か
っ
て

い
る
。
こ
の
月
を
見
る
に
つ
け
、
し
み
じ
み
と
故
郷
の
こ
と

が
思
い
出
さ
れ
、
頭
を
た
れ
て
感
慨
に
ふ
け
っ
た
。

－ ７ －

秋
風
ノ

引

（
し
ゅ
う
ふ
う
の
い
ん
）

劉

禹
錫

り
ゅ
う

う

し

ゃ

く

ノ

ヨ
リ
カ

リ

何

処

秋

風

至

ト
シ
テ

ル

ヲ

蕭

蕭

送

雁

群

ニ

一

リ

ニ

朝

来

入

庭

樹

ニ

一

モ

ニ

ク

孤

客

最

先

聞

《

何

の

処

よ
り
か
秋

風
至
り
／
蕭

蕭
と
し
て

い
ず
れ

と
こ
ろ

し
ゅ
う
ふ
う

し
ょ
う
し
ょ
う

雁
群
を
送
る
。
／
朝

来
庭
樹
に
入
り
、
／
孤
客

が
ん
ぐ
ん

ち
ょ
う
ら
い
て
い
じ
ゅ

こ

か

く

最
も
先
に
聞
く
。
》

〔
秋
風
引
〕
＝
秋
風
の
う
た
、
秋
風
の
曲
の
意
。
〔
蕭

蕭
〕
＝
風
の
さ
び
し
く
吹
く
さ
ま
。
〔
朝
来
〕
＝
け
さ
。
来

は
助
辞
。
〔
孤
客
〕
＝
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
他
郷
に
旅
を
し
て

い
る
も
の
。

ど
こ
か
ら
秋
風
は
吹
い
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
、
も
の
さ
び

し
く
雁
の
群
を
送
っ
て
来
た
。
そ
の
秋
風
は
、
け
さ
わ
が
宿

の
庭
の
木
を
訪
れ
た
。
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
の
旅
人
で
あ
る
わ
た

し
は
、
ま
っ
さ
き
に
こ
の
秋
風
の
音
を
聞
き
つ
け
た
の
で
あ

る
。

（
語
釈
・
通
釈
の
部
分
は
、
い
ず
れ
も
中
西
清
『
初
歩
の
漢
文
』
昇
龍
堂
刊
よ
り
）
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低レテ 頭ヲ 思フ故 郷ヲ

秋風引 劉 禹錫

何ノ処ヨリカ秋風至リ

蕭蕭トシテ 送ル雁 群ヲ

朝来 入リ庭 樹ニ

孤客最モ先ニ聞ク
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
二
五
）

山
内

薫
（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

前
回
ご
紹
介
し
た
『
子
ど
も
は
こ
と
ば
を
か
ら
だ
で
覚

え
る
』
（
正
高
信
男
著

中
央
公
論
社
）
に
は
、
も
う

一
つ
非
常
に
興
味
あ
る
事
実
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
ご

紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
「
手
に
よ
る
喃
語
」
に
つ
い
て

で
あ
る
。

こ
の
本
の
第
三
章
に
は
、
先
天
性
の
聴
覚
障
害
を
持

つ
子
ど
も
の
音
声
発
声
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

実
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
全
く
音
声
情
報
を
入
力
さ
れ

ず
に
育
っ
た
赤
ち
ゃ
ん
で
も
、
生
後
六
～
八
週
間
以
降

ク
ー
イ
ン
グ
は
発
声
さ
れ
、
生
後
六
ヶ
月
頃
に
な
る
と

過
渡
的
な
喃
語
も
出
て
、
身
体
運
動
と
同
期
す
る
。
し

か
し
、
基
準
喃
語
が
産
出
す
る
よ
う
に
は
ま
ず
な
ら
な

い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
音
を
聞
く
能
力
が
無
く
て

も
、
喃
語
の
段
階
以
前
の
発
声
は
可
能
だ
が
、
調
音
を

必
要
と
す
る
基
準
喃
語
を
発
声
す
る
に
は
、
聴
覚
経
験

が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

先
天
性
の
聴
覚
障
害
児
の
満
一
歳
に
達
す
る
ま
で
の
詳

細
な
観
察
か
ら
、
別
の
言
語
発
達
の
過
程
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
音
声
上
の

基
準
喃
語
を
習
得
で
き
な
い
か
ら
と
言
っ
て
言
語
そ
の

も
の
を
習
得
す
る
可
能
性
が
断
た
れ
た
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
事
実
が
判
明
し
た
。
赤
ち
ゃ
ん
を
注
意
し
て
み

て
み
る
と
、
ダ
ー
ダ
ー
ダ
ー
…
…
、
と
言
い
出
す
代
わ

り
に
、
微
妙
で
複
雑
な
手
の
運
動
が
現
れ
出
す
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
運
動
、
動
き
は
世
界
各
地

に
存
在
す
る
多
数
の
手
話
に
共
通
す
る
基
本
パ
タ
ー
ン

に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
を
カ
ナ
ダ
の
学
者
ロ
ー
ラ
・

ペ
テ
ィ
ト
が
発
見
し
た
。

手
や
腕
を
何
度
も
反
復
し
て
動
か
す
→
や
が
て
手
の

形
や
手
を
持
っ
て
い
く
身
体
の
位
置
に
い
く
つ
か
の
型

が
で
き
て
い
く
→
そ
し
て
最
後
に
指
が
様
々
な
パ
タ
ー

ン
を
作
り
出
す
。
こ
の
一
連
の
手
の
運
動
を
、
ペ
テ
ィ

ト
は
「
手
に
よ
る
喃
語
」
と
命
名
し
た
の
で
あ
る
。
も

し
も
、
そ
の
子
ど
も
の
親
が
手
話
の
使
用
者
で
あ
る
場

合
、
「
手
に
よ
る
喃
語
」
は
生
後
九
ヶ
月
以
降
、
生
起

頻
度
が
圧
倒
的
に
増
加
し
て
い
き
、
や
が
て
成
人
の
行

う
サ
イ
ン
が
生
ず
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
手
話
使

用
者
が
周
囲
に
い
な
く
と
も
、
「
手
に
よ
る
喃
語
」

は
、
音
声
に
よ
る
基
準
喃
語
を
出
せ
な
い
限
り
、
多
少

と
も
必
ず
出
現
す
る
。
つ
ま
り
音
声
に
よ
る
言
語
表
出

が
で
き
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
手
段
を
他
に
求
め



－ １０ －

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
人
は
遺
伝
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
、
周
囲
に
手
話
使
用
者
、
つ
ま
り
手
に
よ
る

サ
イ
ン
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
て
は
「
手
に

よ
る
喃
語
」
は
発
展
し
よ
う
が
な
く
、
や
が
て
消
滅
し
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
手
話
は
単
に
音
声
言
語
を
手
に
よ
る

サ
イ
ン
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
も
の
で
は
な
く
、
根
底
に

あ
る
身
体
感
覚
が
変
換
さ
れ
て
行
き
着
い
た
言
語
で
あ
る

こ
と
が
証
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
本
の
あ
と
が
き
に
、
先
の
ペ
テ
ィ
ト
が
観
察
し

た
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
手
に
よ
る

喃
語
」
は
聴
覚
障
害
の
赤
ち
ゃ
ん
だ
け
で
は
な
く
、
頻
度

は
少
な
い
も
の
の
健
聴
な
乳
児
に
も
認
め
ら
れ
る
と
い

う
。
つ
ま
り
、
人
は
誰
で
も
手
話
を
言
語
と
し
て
獲
得
す

る
可
能
性
を
持
っ
て
生
ま
れ
る
が
、
音
声
言
語
中
心
の
生

活
ス
タ
イ
ル
を
送
っ
て
い
る
た
め
に
声
に
限
定
し
た
表
出

へ
と
シ
フ
ト
し
て
し
ま
い
、
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
一
層

言
語
の
身
体
性
を
希
薄
化
さ
せ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ

る
。実

は
、
こ
の
本
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
コ
ー
ダ
の

存
在
が
こ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
コ
ー
ダ
（
Ｃ
ｏ
ｄ

ａ
）
と
い
う
の
は
、
ろ
う
の
両
親
か
ら
生
ま
れ
た
健
聴
の

子
ど
も
の
こ
と
を
言
う
。
自
身
は
健
聴
で
あ
る
け
れ
ど
も

両
親
が
ろ
う
で
あ
る
た
め
に
、
子
ど
も
時
代
に
手
話
を
習

得
し
た
人
た
ち
で
、
英
語
の
「
Ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
ｒ
ｅ
ｎ

ｏ

ｆ

Ｄ
ｅ
ａ
ｆ

ａ
ｄ
ｕ
ｌ
ｔ
ｓ
」
の
略
語
か
ら
、
こ
う

呼
ば
れ
て
い
る
。
家
庭
で
は
日
本
手
話
と
ろ
う
文
化
、
地

域
で
は
日
本
語
と
聴
者
の
文
化
を
習
得
し
、
「
バ
イ
リ
ン

ガ
ル
・
バ
イ
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
」
な
存
在
と
し
て
成
長
す

る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
言
語
と
二
つ
の

文
化
を
持
つ
、
ろ
う
者
と
聴
者
を
つ
な

ぐ
架
け
橋
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
人

の
こ
と
で
あ
る
。
（
『
Ｄ
』N

o
.
１
５

一
九
九
六

発
行
人
・
米
内
山
昭
宏
）
従
っ
て
、
赤
ち
ゃ

よ

な

い

や

ま

あ

き

ひ

ろ

ん
は
誰
で
も
、
も
し
手
に
よ
る
サ
イ
ン
を
受
け
止
め
て
く

れ
る
人
が
い
れ
ば
、
手
話
と
い
う
言
語
を
習
得
す
る
可
能

性
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

私
た
ち
は
言
語
と
言
え
ば
、
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う

に
音
声
言
語
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
が
、
「
手

話
と
音
声
言
語
の
違
い
は
、
身
体
感
覚
が
変
換
さ
れ
て
行

き
着
く
先
が
若
干
ず
れ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、

そ
こ
へ
到
達
す
る
ま
で
の
過
程
で
起
き
る
内
容
は
、
本
質

的
に
何
ら
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
」
と
著

者
は
述
べ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
こ
と
ば
を
受
け

取
り
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
使
っ
て
こ
と
ば
を
産
出
す
る
傾
向

が
ま
す
ま
す
強
ま
る
中
で
、
言
語
の
身
体
性
は
ま
す
ま
す
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希
薄
に
な
っ
て
行
く
事
が
予
測
さ
れ
る
。

あ
と
が
き
で
著
者
は
、
「
『
こ
と
ば
を
持
っ
た
動

物
』
た
る
ヒ
ト
は
、
『
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
言
語
を
所

有
す
る
動
物
』
に
は
と
う
て
い
な
り
き
れ
な
い
の
だ
と

私
は
思
う
。
ゆ
え
に
、
身
体
性
を
表
面
的
に
は
消
し
去

る
こ
と
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
抑
圧
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
形
を
変
え
て
、
姿

を
現
す
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ

音
楽
と
い
う
も
の
の
本
質
で
は
な
い
か
と
、
私
に
は
思

え
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
よ
そ
音
楽
は
、
歩
行
の
リ

ズ
ム
・
和
声
・
韻
律
・
手
の
動
き
（
舞
踊
）
と
い
っ

た
、
こ
と
ば
の
習
得
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
言
語
が
テ
キ
ス
ト
化
す
る
な
か
で
排
除
さ

れ
た
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
？
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
本
の

「
は
じ
め
に
」
に
提
起
さ
れ
た
「
わ
れ
わ
れ
が
『
こ
と

ば
を
習
得
し
た
ゆ
え
に
失
っ
た
』
も
の
が
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
類
が
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
音
楽
に
魅
せ

ら
れ
る
の
だ
」
と
い
う
推
論
へ
の
仮
説
だ
が
、
こ
の

「
言
語
・
身
体
・
音
楽
」
と
い
う
問
題
は
、
緑
図
書
館

で
毎
月
行
っ
て
い
る
「
乳
幼
児
の
た
め
の
お
話
会
」
で

も
日
常
的
に
感
じ
て
い
る
問
題
で
も
あ
り
、
興
味
が
尽

き
な
い
。

点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
十
二
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

六

日
本
語
点
字
の
成
立
と
そ
れ
が
残
し
た
も
の

本
稿
は
、
日
本
語
の
表
記
が
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
日
本
語
の
点
字

に
、
何
故
漢
字
が
存
在
し
な
い
の
か
？
ま
た
、
何
故
そ
の
こ

と
が
正
面
か
ら
問
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
の
か
？
と
い
う
、
率

直
な
疑
問
を
考
え
る
必
要
を
感
じ
て
起
こ
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
本
稿
は
、
本
会
の
活
動
の
主
眼
で
あ
る
漢
点
字
の
、

そ
の
果
た
し
得
る
可
能
性
に
迫
り
た
い
と
い
う
試
み
で
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
①
視
覚
障
害
者
の
読
書
の
手
段
・

方
法
の
分
析
、
②
視
覚
障
害
者
の
点
字
離
れ
の
現
象
、
③
ル

イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
表
と
点
字
の
触
読
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

④
石
川
倉
次
先
生
の
「
日
本
語
点
字
」
の
構
造
、
⑤
日
本
語

い
し
か

わ
く
ら
じ

点
字
の
成
立
と
明
治
初
頭
の
文
字
と
文
章
、
と
考
え
て
参
り

ま
し
た
。

現
在
も
大
多
数
の
視
覚
障
害
者
は
、
日
本
語
の
点
字
と
い

う
時
、
仮
名
の
点
字
の
み
を
指
す
語
と
し
て
用
い
て
い
ま

す
。
「
日
本
の
視
覚
障
害
者
は
、
既
に
漢
字
の
知
識
を
充
分
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持
っ
て
い
る
」
、
あ
る
い
は
「
日
本
語
に
お
い
て
は
、
既
に

漢
字
の
役
割
は
終
わ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
、
何
ら
か
の
明

ら
か
な
理
由
が
提
示
さ
れ
て
、
改
め
て
こ
こ
で
漢
字
の
知
識

を
求
め
る
に
は
及
ば
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
な
ら
、

確
か
に
殊
更
漢
点
字
の
普
及
を
図
る
必
然
が
失
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
今
、
こ
の
よ
う
な
視
覚
障
害
者
に
漢
字
の
知
識
は

必
要
と
さ
れ
な
い
と
い
う
、
積
極
的
な
理
由
が
提
示
さ
れ
な

い
ま
ま
に
、
そ
の
普
及
が
拒
ま
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

こ
の
よ
う
な
情
況
に
私
は
、
一
石
を
投
じ
て
み
た
い
と
い
う

誘
惑
に
抗
し
得
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
日
本
語
点
字
の
成
立
期
と
現
在
と
を

比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
に
連
絡
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の
〈
点
字
〉
と
、

石
川
倉
次
の
〈
日
本
語
点
字
〉

既
に
詳
し
く
触
れ
た
よ
う
に
、
一
八
二
九
年
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
、
現
在
、
私
た
ち
が
使
用

し
て
い
る
〈
点
字
〉
の
原
形
を
発
表
し
ま
し
た
。
表
一
が
そ

の
一
覧
で
す
。
ブ
ラ
イ
ユ
は
、
縦
三
点
・
横
二
列
の
六
つ
の

点
を
一
つ
の
単
位
と
し
た
、
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
点
の
組
み

合
わ
せ
を
考
案
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
の
符
号
で
欧

米
の
言
語
表
記
に
用
い
ら
れ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
表
す
こ

と
に
成
功
し
た
の
で
し
た
。

後
に
欧
米
各
国
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
語
に
合
っ
た
点
字

の
符
号
を
開
発
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

も
取
り
分
け
興
味
を
惹
か
れ
る
の
が
、
点
字
の
略
字
符
号
で

す
。
点
字
は
触
読
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え

シ
ン
プ
ル
な
構
造
の
点
字
と
い
え
ど
も
、
指
先
で
触
れ
て
読

解
す
る
の
は
、
一
般
の
文
字
を
目
で
見
て
読
む
よ
う
な
訳
に

は
参
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
き
る
だ
け
触
読
し
易
い
点
字

の
体
系
が
求
め
ら
れ
て
、
懸
命
に
研
究
さ
れ
た
の
で
し
た
。

二
十
世
紀
初
頭
に
は
、
各
国
語
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
二
六
文
字
に
加
え
て
、
音
節
符
号
と
も
い
う
べ
き
略
字

符
号
の
体
系
が
完
成
さ
れ
た
の
で
し
た
。

欧
米
の
言
語
は
、
音
節
と
、
そ
れ
が
指
し
示
す
意
味
・
事

柄
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
て
、
文
字
の
表
記
法
も
、
そ
の

音
を
指
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
語
の
意
味
・
内
容
を
表
す
構

造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
点
字
の
符
号
も
、
そ
の
文
字

で
あ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
加
え
て
、
音
節
を
単
位
と
し
た

符
号
（
略
字
）
を
作
る
こ
と
で
、
触
読
に
よ
る
読
み
取
り
の

労
を
軽
減
し
な
が
ら
、
し
か
も
充
分
そ
の
内
容
の
表
現
と
読

解
に
耐
え
得
る
点
字
符
号
の
作
製
に
成
功
し
た
の
で
し
た
。

（
拙
文
「
点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と
漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て

七
、
八
」

本
誌
二
〇
、
二
一
号
）
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表 一

ルイ・ブライユの点字符号表

１．

1a 2b 3c 4d 5e 6f 7g 8h 9i 10j

２．

11k 12l 13m 14n 15o 16p 17q 18r 19s 20t

３．

21u 22v 23x 24y 25z 26 27 28 29 30

４．

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40w

５．

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

６．

51 52 53 54 55 56

７．

57 58 59 60 61 62 63

ENGLISH BRAILLE, AMERICAN EDITION 1977:

American Printing House for the Blind
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明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
、
我
が
国
で
も
点
字
が
公
認

さ
れ
、
〈
日
本
語
点
字
〉
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

表
六
が
そ
の
一
覧
で
す
。

こ
の
〈
日
本
語
点
字
〉
の
開
発
者
は
、
視
覚
障
害
者
は
知

ら
ぬ
者
の
い
な
い
、
石
川
倉
次
先
生
で
す
。

い

し
か

わ

く
ら

じ

ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
は
、
六
つ
の
点
の
組
み
合
わ
せ
六
三
通

り
を
、
ま
ず
上
の
四
つ
の
点
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
一
〇
個
の

符
号
を
作
り
、
そ
れ
を
基
本
形
と
し
ま
し
た
。
そ
の
基
本
形

に
残
り
の
下
の
二
つ
の
点
を
付
け
る
方
法
を
採
っ
て
、
四
〇

個
ま
で
完
成
し
ま
し
た
。
後
の
一
〇
個
を
、
基
本
形
の
四
つ

の
点
の
組
み
合
わ
せ
を
、
そ
の
ま
ま
下
の
四
つ
の
点
の
位
置

に
下
ろ
し
た
形
に
し
て
、
残
り
の
一
三
個
を
、
そ
れ
ま
で
の

規
則
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
後
ろ
に
配
し
ま
し

た
。
す
な
わ
ち
、
五
〇
個
ま
で
の
点
字
符
号
は
、
大
変
規
則

的
で
、
整
然
と
並
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
符
号
を
文
字
と
し
て
用
い
る
時
、
ブ
ラ
イ
ユ
は
、

先
頭
の
符
号
を
Ａ
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
順
に
当
て
は
め
て
行

き
ま
し
た
。
二
五
番
目
の
符
号
が
Ｚ
と
な
り
ま
し
た
。
Ｗ
だ

け
は
、
当
時
は
未
だ
各
国
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
、
現
在

の
よ
う
に
確
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
四

〇
番
の
符
号
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
表
を
、
石
川
先
生
は
、
日

本
語
の
五
十
音
表
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
さ
れ
ま
し
た
。

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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石
川
先
生
は
、
日
本
語
が
五
つ
の
母
音
を
先
頭
に
、
五
つ

の
段
と
十
の
行
に
整
然
と
並
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
ブ
ラ
イ

ユ
の
点
字
表
と
の
類
似
を
お
感
じ
に
な
ら
れ
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
こ
で
ブ
ラ
イ
ユ
に
倣
っ
て
、
ま
た
、
当
時
普
及
を
見
せ

始
め
た
ロ
ー
マ
字
の
表
記
を
ヒ
ン
ト
に
、
〈
日
本
語
点
字
〉

を
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
（
拙
文
「
点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と
漢

点
字
の
触
読
に
つ
い
て

八
、
九
」

本
誌
二
一
、
二
三

号
）し

か
し
石
川
先
生
は
、
日
本
語
の
点
字
は
仮
名
だ
け
で
よ

し
と
さ
れ
て
、
漢
字
に
相
当
す
る
触
読
文
字
の
研
究
に
は
手

を
染
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

点
字
は
明
治
の
タ
イ
ム
・
カ
プ
セ
ル

前
号
ま
で
、
明
治
初
期
か
ら
現
代
に
至
る
、
仮
名
文
字
運

動
を
見
て
参
り
ま
し
た
。

仮
名
文
字
運
動
に
は
二
つ
の
潮
流
が
あ
っ
て
、
明
治
初
期

の
そ
れ
は
、
我
が
国
で
識
字
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
複
雑

な
漢
字
の
教
育
は
困
難
で
あ
っ
て
、
漢
字
の
な
い
文
字
表
現

が
志
向
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
力
を
持
っ

て
、
日
本
語
の
表
記
か
ら
漢
字
を
排
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ

り
ま
し
た
。

そ
の
根
拠
と
さ
れ
た
思
想
が
、
「
言
文
一
致
」
で
し

た
。
す
な
わ
ち
、
話
し
言
葉
を
そ
の
ま
ま
文
字
に
写
せ

ば
、
耳
で
聞
く
の
と
同
様
に
、
音
だ
け
の
文
字
、
仮
名
文

字
で
充
分
と
い
う
の
で
し
た
。

そ
の
思
想
の
根
底
に
は
、
西
欧
の
文
章
は
、
口
で
話
さ

れ
た
言
葉
そ
の
も
の
を
文
字
に
置
い
た
も
の
で
、
そ
れ
ま

で
の
日
本
語
の
表
記
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

日
本
語
も
西
欧
の
言
葉
と
同
様
の
機
能
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
国
際
競
争
に
負
け
て
し
ま
う
、
と
い
う
西
欧
の
文
化
・

文
明
へ
の
強
い
畏
怖
と
自
ら
の
劣
等
意
識
が
含
ま
れ
て
い

た
の
で
す
。

ま
た
そ
こ
に
は
、
西
欧
の
文
化
・
文
明
が

あ
れ
ほ
ど
発
達
し
た
の
は
、
た
っ
た
二
六
文
字
の
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
で
全
て
の
言
語
表
現
が
そ
れ
で
可
能
な
こ
と
か

ら
、
日
本
語
の
表
記
も
そ
の
よ
う
な
文
字
の
体
系
に
し
な

け
れ
ば
、
西
欧
に
は
追
い
つ
け
な
い
と
い
う
焦
慮
が
あ
っ

た
の
で
す
。

し
か
し
、
明
治
も
二
〇
年
代
に
入
り
ま
す
と
、
仮
名
文

字
だ
け
の
表
記
へ
の
標
榜
は
影
を
潜
め
て
行
き
ま
し
た
。

言
文
一
致
の
運
動
も
文
学
運
動
と
な
っ
て
、
日
本
語
の

文
字
表
現
か
ら
、
漢
字
を
除
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
都
市
の
大
衆
の

増
加
と
新
聞
等
の
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
が
、
読
者
層
を
広
げ

て
、
識
字
を
急
速
に
伸
ば
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
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も
う
一
つ
の
流
れ
は
、
日
本
語
が
、
通
商
上
大
変
不
合

理
な
文
字
の
体
系
で
あ
る
こ
と
の
発
見
で
す
。

外
国
と
の
商
業
上
の
交
渉
で
は
、
契
約
が
最
も
大
き
な

力
を
持
ち
ま
す
。
そ
の
契
約
に
至
る
ま
で
に
、
文
書
を
頻

繁
に
往
復
さ
せ
ま
す
。
そ
の
交
渉
の
間
、
正
に
時
は
金
な

り
が
実
感
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
よ
り
効

率
的
に
文
書
が
作
製
で
き
な
い
か
と
望
ま
れ
た
の
が
、
仮

名
文
字
だ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
点
字
の
成
立
期
と
重
な
る
の
は
前
者
で
、

「
我
が
国
の
国
民
に
漢
字
を
普
及
さ
せ
る
の
は
、
大
変
困

難
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
の
元
に
推
進
さ
れ
た
の
が
こ

の
運
動
で
し
た
。

こ
の
「
我
が
国
の
国
民
」
の
と
こ
ろ
を
、
「
我
が
国
の

視
覚
障
害
者
」
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
日
本
の

視
覚
障
害
者
の
置
か
れ
て
い
る
場
所
が
、
よ
く
了
解
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
年
で
日
本
語
点
字
が
公
認
さ
れ
て
、
百
十
一
年
を
数

え
ま
す
。
し
か
し
公
的
に
は
、
視
覚
障
害
者
（
児
）
へ
の

漢
字
の
教
育
の
検
討
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
未
だ
か
つ
て

一
度
も
な
く
、
川
上
先
生
の
創
案
さ
れ
た
こ
の
漢
点
字

を
、
独
力
で
習
得
す
る
こ
と
で
、
辛
う
じ
て
漢
字
の
世
界

へ
の
通
路
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
石
川
倉
次
先
生
の
〈
日
本
語
点
字
〉

い

し

か

わ

く

ら

じ

は
、
負
の
タ
イ
ム
・
カ
プ
セ
ル
と
言
っ
て
よ
い
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

明
治
の
近
代
化
は
、
一
般
に
は
国
民
の
識
字
に
も
力
を

発
揮
し
ま
し
た
が
、
一
人
視
覚
障
害
者
だ
け
に
は
、
未
だ

そ
の
文
字
す
ら
公
に
さ
れ
て
い
な
い
情
況
な
の
で
す
。

せ
め
て
、
盲
学
校
や
点
字
図
書
館
で
は
、
個
人

の
権
利
と
し
て
、
漢
字
の
教
育
や
、
漢
字
、
漢
点

字
の
教
材
の
検
討
に
着
手
し
て
は
如
何
か
と
思
わ

ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

パ
ソ
コ
ン
と
点
字
と
視
覚
障
害
者

本
稿
の
末
尾
に
、
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
す
こ
と
を

お
許
し
下
さ
い
。

こ
の
程
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
普
及
は
、

驚
き
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。
既
に
一
家
に
一
台
を
越
え
て
、

テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
と
同
様
の
家
電
製
品
と
言
っ
て
よ
い
程

に
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。
と
書
き
な
が
ら
、
私
自
身
、
パ

ソ
コ
ン
な
し
に
は
書
い
た
り
読
ん
だ
り
通
信
し
た
り
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
大
き
く
言
え
ば
、
生
き
て
行
く

の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

多
く
の
視
覚
障
害
者
が
私
と
同
様
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
う

こ
と
で
、
生
活
の
幅
を
広
げ
て
お
り
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
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使
い
こ
な
そ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
人
も
沢
山
お
ら
れ
ま

す
。視

覚
障
害
者
が
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
す
る
時
、
画
面
の
上

の
操
作
に
、
大
き
な
困
難
を
伴
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
パ
ソ

コ
ン
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
わ
る
困
難
ば
か
り
で
な

く
、
極
め
て
人
間
的
な
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
問
題
を
も

含
ん
で
お
り
ま
す
。

視
覚
障
害
者
が
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
す
る

時
、
ま
ず
何
を
し
た
い
か
と
申
し
ま
す

と
、
や
は
り
文
字
を
書
き
た
い
、
メ
ー
ル

の
や
り
取
り
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

そ
こ
で
、
視
覚
障
害
者
も
一
般
の
ワ
ー
プ
ロ
・
ソ
フ
ト

と
、
視
覚
障
害
者
専
用
の
ス
ク
リ
ー
ン
・
リ
ー
ダ
ー
を
購

入
し
ま
す
。
ス
ク
リ
ー
ン
・
リ
ー
ダ
ー
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
の
画
面
に
現
れ
る
文
字
を
音
声
に
変
え
て
、
そ
の
音

声
を
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
出
す
ソ
フ
ト
で
す
。
そ
の
音
声
を

頼
り
に
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
た
た
い
て
操
作
す
る
の
で
す
。

一
応
の
操
作
を
覚
え
た
後
、
い
よ
い
よ
漢
字
仮
名
交
じ

り
文
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
る
訳
で
す
が
、
こ
れ
も
全
て

音
声
の
説
明
を
頼
り
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、
漢
字
も
例
外
で
は
な
く
、
音
声
化
し
て
説

明
す
る
こ
と
で
、
ど
の
漢
字
か
判
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
と
申
し
ま
し
て
も
漢
字
の
説
明
と
は
、
そ
の

漢
字
の
音
や
訓
や
、
あ
る
い
は
そ
の
漢
字
の
大
凡
の
意
味

を
声
に
し
て
読
み
上
げ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
が

す
な
わ
ち
、
「
漢
字
の
説
明
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る

も
の
か
は
、
や
は
り
疑
問
に
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

例
え
ば
「
学
」
と
い
う
文
字
で
あ
れ
ば
、
「
ま
な
ぶ
の

が
く
」
、
「
校
」
で
あ
れ
ば
「
が
っ
こ
う
の
こ
う
」
と
い

う
よ
う
に
、
こ
ん
な
字
で
す
よ
と
、
読
み
上
げ
て
く
れ
る

の
で
す
。
Ｆ
ｅ
ｐ
に
よ
る
漢
字
変
換
で
も
、
出
て
来
る
候

補
文
字
を
、
こ
の
よ
う
に
し
て
知
ら
せ
ま
す
。

あ
る
古
い
ソ
フ
ト
で
、
以
上
の
よ
う
な
漢
字
の
音
声
化

に
際
し
て
、
「
州
」
の
字
の
説
明
に
お
い
て
、
小
さ
な
、

し
か
も
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
と
も
い
え
る
誤
り
が
犯
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
説
明
は
、
「
あ
め
り
か
が
っ
し
ゅ
う
こ
く

の
し
ゅ
う
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

確
か
に
小
さ
な
間
違
い
で
、
小
さ
な
修
正
で
直
す
こ
と

の
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
を
考
え
ま

す
と
、
忸
怩
た
る
思
い
に
囚
わ
れ
ま
す
。
こ
の
間
違
い
の

じ

く

じ

起
こ
り
は
、
決
し
て
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
面
倒
で
も
追
っ
て
み
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
音
声
化
ソ
フ
ト
を
聞
き
分
け
る
こ
と
の
で
き
る
人

は
、
日
常
的
に
そ
の
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
い
る
人
で
す
。
こ

こ
で
考
え
ら
れ
る
人
は
、
や
は
り
視
覚
障
害
者
で
す
。
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晴
眼
者
の
人
で
、
音
声
を
頼
り
に
パ
ソ
コ
ン
を
操
作
で
き

る
人
は
、
大
変
数
が
限
ら
れ
て
い
る
も
の
と
想
像
さ
れ
ま

す
。次

に
、
視
覚
障
害
者
の
殆
ど
が
、
漢
字
の
知
識
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
な
人
が
「
州
」
と
い
う
字
に

出
会
っ
た
時
、
英
語
のs

t
a
t
e

を
思
い
浮
か

べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。s

t
a
t
e

は
ア

メ
リ
カ
の
「
州
」
で
す
。

ア
メ
リ
カ
は
こ
のs

t
a
t
e

が
集
ま
っ
て
一

つ
の
大
き
な
国
家
を
な
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
「
あ
め
り

か
が
っ
し
ゅ
う
こ
く
」
と
は
、
「
ア
メ
リ
カ
合
州
国
」
と
表

記
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
そ
の
他
の
可
能
性
に
気
付
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
「
衆
」
の
字
が
用
い
ら
れ

る
な
ど
と
は
、
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。明

ら
か
に
、
言
語
に
対
す
る
器
の
小
さ
さ
を
露
呈
し
た
例

で
、
視
覚
障
害
者
の
一
般
が
、
こ
の
よ
う
に
言
葉
を
使
用
し

て
い
る
と
見
て
も
、
あ
な
が
ち
間
違
っ
て
い
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

現
在
、
多
く
使
わ
れ
て
い
る
ス
ク
リ
ー
ン
・
リ
ー
ダ
ー
に

も
、
漢
字
の
音
声
化
に
は
、
少
な
か
ら
ず
類
似
の
問
題
が
あ

り
ま
す
。

こ
れ
は
、
放
っ
て
お
く
訳
に
行
か
な
い
問
題
で
は
あ
り
ま

す
が
、
し
か
し
、
視
覚
障
害
者
自
身
の
、
漢
字
の
知
識
を
獲

得
し
よ
う
と
い
う
努
力
が
な
い
限
り
、
今
後
も
繰
り
返
す

こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

（
次
回
は
、
日
本
点
字
委
員
会
の
見
解
か
ら
、
漢
字

教
育
の
行
わ
れ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
す
。
）
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以
上
の
作
業
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、
漢
点
字
書
が
完
成
し
ま

す
。
そ
し
て
そ
の
書
物
は
、
希
望
さ
れ
た
読
者
の
皆
さ
ま
に
お

届
け
さ
れ
ま
す
。

こ
の
製
作
の
工
程
は
、
ど
れ
も
疎
か
に
で
き
な
い
も
の
で
す
。

今
般
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
「
青
空
文
庫
」
の
よ
う
に
、
既
に
出

来
上
が
っ
た
フ
ァ
イ
ル
が
存
在
す
る
場
合
で
も
、
前
号
で
ご
紹
介

し
ま
し
た
よ
う
に
、
漢
点
字
の
書
物
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
レ
イ
ア

ウ
ト
に
整
形
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
記
号
の
類
や
ル
ビ
の
付

け
方
、
ま
た
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
、
表
題
や
章
立
て
の
配
置

な
ど
、
そ
の
書
物
に
固
有
の
特
徴
を
適
切
に
表
現
す
る
の
が
こ

の「
編
集
」
で
す
。

特
に
入
り
口
の
入
力
と
校
正
は
、
そ
の
書
物
の
帰
趨
に
関
わ

き

す

う

り
ま
す
。

本
会
で
は
、
入
力
に
入
る
前
に
、
全
体
の
大
枠
を
決
め
て
、
個

別
の
入
力
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
っ
て
、
そ
れ
に
添
っ
て
入
力
し
、
校
正

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

本
号
よ
り
掲
載
致
し
ま
す
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
そ
の
意
味
で
、
最
も

基
本
的
な
も
の
と
言
え
る
も
の
で
す
。

漢
点
字
は
、
日
本
語
の
一
般
の
墨
字
の
文
書
と
、
触
読
用
の

文
字
の
文
書
と
の
隔
た
り
を
、
ご
く
小
さ
く
し
て
く
れ
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
故
に
、
一
般
の
文
字
と
、
触
読
文
字
と
の
違
い
を
際

立
た
せ
て
も
お
り
ま
す
。

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
ご
検
討
い
た
だ
い
て
、
漢
点
字
の
文
書
の
よ

り
よ
い
姿
を
ご
提
案
い
た
だ
け
る
こ
と
を
希
望
し
て
止
み
ま
せ

ん
。

ご
報
告
と
ご
案
内

一E
IB
R
K

、
及
びE

IB
R
K
W

の
、
入
力
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て

本
誌
で
は
こ
れ
ま
で
、
本
会
が
開
発
・
使
用
し
て
い
ま
す
漢
点
字

変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
、EIB

R
K

（M
S
-
D
O
S

用
）
、
及
びE

IB
R
K
W

（W
IN

D
O
W
S

用
）
の
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
連
載
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
前
号

で
一
応
の
収
束
を
迎
え
ま
し
た
。
操
作
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
網
羅
で

き
た
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
詳
細
に
渡
っ
て
の
不
十
分
さ
は

否
め
ま
せ
ん
。
ユ
ー
ザ
ー
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
不
明
な
個
所
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
ご
遠
慮
な
く
ご
照
会
下
さ
い
。

そ
こ
で
本
号
か
ら
、
入
力
と
編
集
の
解
説
を
収
め
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

本
会
で
は
、
漢
点
字
の
書
物
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
点
訳
で
製
作

す
る
に
当
た
っ
て
、
左
の
よ
う
な
工
程
を
踏
ん
で
お
り
ま
す
。

①
漢
点
字
訳
の
対
象
の
活
字
書
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
入
力

し
て
、
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
を
作
製
す
る
。

②
会
員
が
三
名
一
組
で
、
互
い
の
入
力
分
を
校
正
す
る
。

③
校
正
の
済
ん
だ
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
を
、EIB

R
K

、
あ
る
い
は

E
IB
R
K
W

で
、
漢
点
字
文
に
変
換
す
る
。

④E
IB
R
K

、
あ
る
い
はE

IB
R
K
W

上
の
画
面
で
、
漢
点
字
文
と

し
て
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
整
形
す
る
。

⑤
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
で
打
ち
出
し
て
、
し
か
る
べ
く
製
本
す
る
。
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二

漢
文
の
初
級
の
テ
キ
ス
ト
が
完
成
し
ま
し
た
。

ご
く
易
し
い
漢
文
の
入
門
書
を
、
と
い
う
お
声
に
お
答
え
し
て
、

会
員
の
田
中
か
ほ
る
さ
ん
に
作
製
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
年
の
初
め
に
、
本
誌
に
、
漢
点
字
文
に
お
い
て
の
、
漢
文
の
表

記
に
つ
い
て
、
本
会
の
見
解
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
視
覚
障

害
者
の
読
者
の
皆
さ
ま
か
ら
、
漢
文
の
読
み
方
を
習
得
し
た
い
と

い
う
ご
希
望
を
、
沢
山
頂
戴
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
検
討
し
た
結
果
、
で
き
る
だ
け
分
か
り
易
い
も
の
で
あ
る

必
要
を
感
じ
て
、
既
存
の
解
説
書
の
漢
点
字
訳
で
な
く
、
書
き
下

ろ
し
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

ご
希
望
の
皆
さ
ま
に
は
、
本
誌
と
相
前
後
し
て
お
手
元
に
お
届

け
し
て
い
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

漢
点
字
の
テ
キ
ス
ト
と
、
私
が
吹
き
込
ん
だ
テ
ー
プ
の
解
説
付

き
で
、
二
巻
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
は
一
巻
だ
け
を
お
送
り
し
て
お

り
ま
す
。

ま
た
本
誌
に
も
、
近
く
分
載
す
る
予
定
で
す
。

三

青
空
文
庫
か
ら
の
漢
点
字
変
換
に
つ
い
て

前
号
で
ご
紹
介
致
し
ま
し
た
よ
う
に
、
青
空
文
庫
所
蔵
の
テ
キ

ス
ト
フ
ァ
イ
ル
を
ソ
ー
ス
・
デ
ー
タ
と
し
て
、
漢
点
字
へ
の
変
換
が
進

ん
で
お
り
ま
す
。

大
変
豊
か
な
漢
点
字
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
が
出

現
す
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。

四

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
立
ち
挙
げ
に
つ
い
て

本
会
も
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
製
作
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

本
会
の
活
動
の
ご
紹
介
、
ニ
ー
ズ
の
受
け
付
け
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
の
運
営
な
ど
、
盛
り
込
み
た
い
も
の
が
山
積
し
て
お
り
ま
す
。

ご
意
見
の
交
換
の
場
と
し
て
の
ご
活
用
も
考
え
て
お
り
ま
す

の
で
、
ど
し
ど
し
ア
ク
セ
ス
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。五

社
会
へ
感
謝
を
込
め
て

市
社
協
の
ご
紹
介
で
、
代
表
の
岡
田
が
、
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
生

命
保
険
会
社
様
の
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
デ
ー
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
体
験
講
習
会
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
た
。

主
に
視
覚
障
害
者
の
歩
行
の
誘
導
の
方
法
に
つ
い
て
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
実
践
と
し
て
、
お
二
人
に
組
ん

で
い
た
だ
い
て
、
誘
導
歩
行
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
階

段
の
昇
降
や
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
乗
降
な
ど
、
そ
の
危
険
さ
と
、

予
想
と
違
っ
て
の
容
易
さ
な
ど
を
知
っ
て
、
新
鮮
な
視
野
に
お

気
付
き
い
た
だ
け
た
も
の
と
存
じ
ま
す
。

ま
た
、
本
会
の
活
動
も
、
僅
か
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
少
し
で
も
漢
点
字
訳
の
活
動
に
ご
関

心
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

今
後
も
こ
の
よ
う
な
機
会
を
お
与
え
い
た
だ
け
る
よ
う
で
し

た
ら
、
積
極
的
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
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火より火を奪ひ烈しく秋刀魚もゆ
は げ さ ん ま

天 野 莫 秋 子
ば く し ゅ う し

石垣の上の兄より石榴受く
ざ く ろ

広 瀬 直 人

蔵の戸のしづしづ重し星月夜

野 沢 節 子

(｢歳時記｣より)

編
集
後
記

今
、
編
集
作
業
が
終
わ
り
ま
し
た
。
虫
の
声
が
聞
こ
え
て

き
ま
す
。
「
羽
化
」
の
編
集
を
お
引
き
受
け
し
た
の
も
十
二

年
十
月
号
か
ら
で
し
た
。
あ
の
時
も
、
虫
の
合
唱
が
賑
や
か

で
し
た
。

今
で
は
、
生
活
サ
イ
ク
ル
の
中
に
家
事
・
仕
事
・
編
集
・

習
い
事
が
自
然
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
あ
ら
！
点
字
は
？
」
大
変
、
完
全
に
頭
の
中
に
残
っ
て

い
ま
せ
ん
、
本
号
よ
り
【E

I
B
R
K

に
よ
る
漢
点
字
変
換
の
た
め
の

入
力
マ
ニ
ュ
ア
ル
】
の
連
載
が
始
ま
り
ま
す
。
（
一
か
ら
覚
え
ま
す
）

毎
回
編
集
の
度
に
、
勉
強
不
足
が
露
呈
し
ま
す
。

普
段
、
本
や
新
聞
を
何
気
な
く
読
ん
で
い
ま
す
が
、
ル
ビ

が
振
ら
れ
て
い
る
の
で
、
漢
字
を
読
め
た
気
に
な
っ
て
い
る

事
に
改
め
て
気
付
き
ま
し
た
。
特
に
ワ
ー
プ
ロ
入
力
を
始
め

パ
ソ
コ
ン
と
移
り
、
判
ら
な
い
漢
字
を
辞
書
で
調
べ
る
事
が

非
常
に
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
つ
い
画
数
で
検
索
し
て
、
解

決
し
て
お
り
ま
し
た
。
今
回
、
「
忸
怩
」
の
読
み
が
判
ら
ず
、

岡
田
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
、
辞
書
も
調
べ
ず
・
・
・
。

後
日
、
朝
日
新
聞
の
記
事
の
中
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
、
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
回
の
事
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
、

読
み
終
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
読
め
た
つ
も
り
で
・
・
・
。

《
お
詫
び
と
訂
正
》

前
号
で
「
点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
」
（2

3

）
と
な
っ
て
お

り
ま
し
た
が
（2

4

）
の
誤
り
で
し
た
。
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

次
回
の
発
行
は
十
二
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 ＥＩＢＲＫによる漢点字変換のための

入力マニュアル (１)

以前にも述べましたように、このＥＩＢＲＫ(Ｗ)はテキストファイル

(墨字文)の漢字部分を漢点字に、カナの部分はカナ点字に変換したファ

イル(以後単に漢点字文とする)を作成し、それによって点字プリンター

で点字を打ち出したり、ピンディスプレイに表示して点字を読んだりす

ることができるようにするものです。

しかし、この漢点字文への変換は、どんなテキスト文でもできるとい

うわけではありません。墨字文では無数の記号類が使われており、それ

らの使用方法は必ずしも統一されていませんし、文章のレイアウトもま

ちまちです。当会では、漢点字文として合理的で理解しやすいものが得

られるように、その元となるテキスト文を作成する場合の約束事を決め

ました。それがこれからご紹介する入力マニュアルです。

１．基本的な約束事

① 原則として、スペースも含めて全て全角文字で入力します。

矢印キーで移動すると半角のスペースになりますので、スぺースは

必ずスペースキーで全角入力して下さい。

② 原則として、文章は原文通りに入力します。

③ 原則として、数字も、算用数字は算用数字で、漢数字は漢数字で、

ローマ数字はローマ数字で原文通りに入力します。

④ 通常の文章では、各段落は二つスペースを入れた後、３マス目から

書き始めます。段落の終わりは必ず改行キー（ｴﾝﾀｰｷｰ）で改行して

下さい。（改行マークの確認できるものが便利です。）

⑤ 見出しや題名などのレイアウトは､全体のバランスを見て決めます。

行頭にいくつかのスペースを入れる場合、原則として偶数個としま

す。

⑥ 入力ファイルは、テキストファイル形式で保存して下さい。

［以下の（ ）内の数字は、JISの１６進コードです。]
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２．間違いやすい記号類

① 山形カッコ〈 〉

キーボード上にある＜ ＞は数学記号です。漢点字用に入力す

る場合はきちんと区別する必要があります。

ａ）〈 〉 （2152 2153 山形かっこ）

ｂ） ＜ ＞ 数学記号（小なり・大なり）

② ー（長音）、－（マイナス）、‐（ハイフン）

ａ）ー （213C 長音） カナ文字の長音符としてのみ

使用。キーボードから入力できます。

ｂ）－ （215D マイナス） 数学記号としてのみ使用。

キーボートから入力できます。

ｃ）‐ （213E ハイフン） 数字や言葉をつなぐ符号。

キーボードからの直接入力はできません。

多用されますので、よく覚えて下さい。

【注】―（213D ダッシュ）は英文記号です。和文中には使用し

ないで下さい。（記号類の項、後日掲載、参照）

③ 漢数字のゼロ（〇）

漢数字で書かれたものも、そのまま入力します。

漢数字のゼロにご注意下さい。

ａ）〇 （213B 漢数字のゼロ） 漢数字のゼロは

これだけです。他は使えません。

ｂ）０ （算用数字のゼロ） 算用数字のゼロです。

キーボードから直接入力できます。

ｃ）Ｏ （大文字のオウ） アルファベットです。

ｄ）ｏ （小文字のオウ） アルファベットです。

ｅ）○ （217B 丸印） 伏せ字の丸印です。

キーボードから直接入力はできません。

３．「。 、 ？ ！ ・」、句読点類と中点

句読点類はそのまま入力します｡中点は注意が必要な場合があります。
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① 句読点類は変換時に必ず禁則処理されますので、エディタ等で入力

する場合、画面上行頭などにあっても構わず入力して下さい。ただ

し、ワープロソフトでは、画面上も禁則処理されて表示されますの

で、とらわれる必要はありません。

② 本文が横書きの場合、「。 、」の代わりに「． ，」が使われる

ことが多くあります。これらは必ず「。 、」に読み替えて入力し

て下さい。

③ 「・」（中点）は、通常そのまま入力します。しかし、カタカナと

組み合わせる場合は注意が必要です。

(アクサングラーブの項、後日掲載、参照）

４．数 字 の 入 力

数字も原則として原文どおりに入力します。

① 算用数字はそのまま入力して下さい。

② 漢数字もそのまま入力して下さい。点字は横書きですが、横書きと

考える必要はありません。

二三四五

二千三百四十五

③ 小数点と位取り点

ａ）「．」は小数点（ ）、「，」は位取り点（ ）です。

ｂ）算用数字では通常「． ，」が、小数点と位取り点に用いられま

すので、そのまま入力して下さい。

１，２３４．５

ｃ）「・」 は漢数字の小数点ですが、 「．」

に読み替えて入力して下さい。

ｄ）「、」は漢数の位取り点ですが、「，」に

読み替えて入力して下さい。

一，二三四．五

ｅ）「千、百、十」などの位を表す文字がある場合、「・」を「．」

―
二
通
り
あ
る
―

漢
数
字
の
表
記

ｄ

一
、
二
三
四
・
五

ｅ

千
二
百
三
十
四
・
五



－ iv －

に読み替え、後ろの漢数字との間に「｀」（212E アクサングラ

ーブ）を入れて下さい。 (アクサングラーブの項、参照）

千二百三十四．｀五

ｆ）「‐」 （213E ハイフン）

住所や電話番号の数字をつなぐ符号です。「ー（長音）」や「－

（マイナス）」は使わないで下さい。

〇四五‐二〇一‐八六二〇

ｇ）時刻の表記に用いられるコロンは、全角の「：」を使います

１３：３０

ｈ）２対３の「対」に当たるコロンは、半角の「@:」を使って下さい。

（半角入力の項、後日掲載、参照）

２：３ → ２@:３

ｉ）分数線には「／」を使って下さい。帯分数は、正数と分数の間に

「｀」を入れて下さい。（アクサングラーブの項、参照）

２／３

２｀１／３

ｊ）西暦の略記は、全角の「’」(ｱﾎﾟｽﾄﾛﾌｨｰ 、キーボード上段）に

続けて、下二桁の数字を入れて下さい。（数字の区切りに使う

「｀」については、アクサングラーブの項参照)

’０1／１１／１

’０１．｀１１．｀１

’０１｀１１｀１

ｋ）「二・二六」や「五・一五」のような日付は、「・」を「．」に

読み替えて、後ろの数字との間に「｀」を入れて下さい。

二・二六→二．｀二六

【注】〝「二二六」事件〟のように、「・」がない表記の場合は

「二｀二六」として下さい。

ｌ）「Ⅰ（2D35）、Ⅱ…Ⅹ（2D3E）」のローマ数字と、「①（2D21」

…⑳（2D34）」も、そのまま入力して下さい。

（レイアウトの項、後日掲載、参照）


