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－ １ －

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
二
八
）

山
内

薫

（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

言
葉
と
身
体
（
一
）

前
々
回
『
子
ど
も
は
こ
と
ば
を
か
ら
だ
で
覚
え
る
』
を

紹
介
し
た
最
後
に
「
乳
幼
児
の
た
め
の
お
話
会
」
の
こ
と

こ
と
に
触
れ
た
が
、
今
回
は
ま
ず
、
こ
の
催
し
に
つ
い
て

紹
介
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
と
こ
ろ
「
言
葉
」
と

「
身
体
」
に
関
す
る
問
題
を
折
に
触
れ
て
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
最
近
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
る
『
声
に
出
し

て
読
み
た
い
日
本
語
』
（
斎
藤
孝

草
思
社

二
〇
〇
一

年
）
な
ど
と
の
関
連
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と

思
う
。

正
式
に
は
「
小
さ
い
子
ど
も
の
た
め
の
お
話
会
」
と
い

う
こ
の
催
し
を
始
め
た
の
は
、
三
年
前
の
九
月
か
ら
で
、

毎
月
第
一
木
曜
日
の
午
前
中
に
三
〇
分
程
の
時
間
で
行
っ

て
い
る
。
図
書
館
の
近
く
に
新
し
い
公
園
が
で
き
、
平
日

の
午
前
中
に
は
、
小
さ
な
子
ど
も
と
お
母
さ
ん
が
何
組
も

遊
ん
で
い
る
様
子
を
見
て
、
こ
の
た
く
さ
ん
の
親
子
カ
ッ

プ
ル
を
図
書
館
に
呼
び
込
ま
な
い
手
は
な
い
、
と
い
う
の

が
お
話
会
を
始
め
た
直
接
の
動
機
だ
っ
た
。
始
め
る
前
に

は
小
さ
な
ビ
ラ
を
作
り
、
一
週
間
ほ
ど
公
園
の
お
母
さ
ん

方
に
配
っ
て
歩
い
た
。
区
内
で
活
動
し
て
い
る
「
つ
く
し

ん
ぼ
」
と
い
う
お
話
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
が
協
力
し
て

下
さ
る
こ
と
に
な
り
、
お
話
だ
け
で
は
な
く
、
パ
ネ
ル
・

シ
ア
タ
ー
や
エ
プ
ロ
ン
・
シ
ア
タ
ー
な
ど
多
彩
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
お
話
会
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
会
場
は
、
通

常
学
習
室
と
な
っ
て
い
る
部
屋
で
、
八
〇
席
余
り
あ
る
椅

子
と
机
を
す
べ
て
取
っ
払
い
、
じ
ゅ
う
た
ん
を
敷
い
て
座

る
場
所
を
確
保
し
、
正
面
を
舞
台
に
見
立
て
て
、
お
話
会

の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
施
す
。
初
日
に
、

フ
タ
を
開
け
て
み
る
と
数
十
組
の
親
子
が
お
話
会
に
や
っ

て
き
て
く
れ
た
。

参
加
者
の
中
心
は
二
・
三
歳
の
幼
児
と
そ
の
お
母
さ
ん

で
、
今
ま
で
行
っ
て
き
た
お
話
会
の
よ
う
に
、
年
長
児
や

小
学
生
が
相
手
な
ら
、
絵
本
を
読
ん
だ
り
、
紙
芝
居
を
す

れ
ば
よ
く
聞
い
て
も
ら
え
た
が
、
一
・
二
歳
の
乳
幼
児
に

対
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
、
な
か
な
か
集
中
し
て
聞
い
て
も

ら
え
な
い
。
そ
こ
で
、
絵
本
を
大
型
紙
芝
居
に
し
た
り
、

パ
ネ
ル
・
シ
ア
タ
ー
に
し
た
り
と
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
に

な
る
。
絵
本
『
ね
ず
み
く
ん
の
チ
ョ
ッ
キ
』
（
な
か
え
よ

し
を
作
、
上
野
紀
子
絵

ポ
プ
ラ
社
）
を
行
っ
た
と
き
に
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つ
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
。
カ
ラ
ス
ウ
リ
、
ジ
ュ
ズ
ダ

マ
、
ツ
ク
シ
、
ド
ン
グ
リ
、
麦
の
穂
な
ど
季
節
の
植
物
や

実
な
ど
を
出
来
る
だ
け
集
め
て
き
て
お
み
や
げ
に
し
て
い

る
。
都
会
で
は
、
す
で
に
カ
ラ
ス
ウ
リ
で
さ
え
知
っ
て
い

る
若
い
お
母
さ
ん
は
な
く
、
物
に
よ
っ
て
は
「
ど
こ
で
買

っ
て
き
た
ん
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
て
し
ま
う
。

あ
る
時
パ
ネ
ル
・
シ
ア
タ
ー
を
行
っ
て
い
た
演
者
が
、

パ
ン
ダ
の
乗
っ
た
車
が
森
に
出
か
け
る
と
い
う
場
面
で
、

「
森
へ
行
き
ま
し
ょ
う

娘
さ
ん
」
と
い
う
歌
の
出
だ
し

を
ち
ょ
っ
と
ハ
ミ
ン
グ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
る
と
、

い
ま
ま
で
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
落
ち
着
い
て
聞
い
て
い
な
か
っ

た
幼
児
が
急
に
パ

ネ

ル

に

集

中

し

た
。
以
前
か
ら
も

歌
や
音
楽
を
な
る

べ
く
取
り
入
れ
る

よ

う

に

工

夫

し

て
、
ち
ょ
っ
と
し

た
出
し
物
に
は
何

で
も
簡
単
な
歌
詞

と
曲
を
付
け
て
き

た
が
、
私
自
身
は

舞
台
の
裏
で
ヤ
マ

星の特集の終わりで子供達にモールを持たせ､キ

ラキラ星の唄に合わせて、モールを振ってもらう｡

は
、
拡
大
コ
ピ
ー
し
た
各
場
面
を
厚
紙
の
貼
っ
た
も
の
と

実
物
の
赤
い
チ
ョ
ッ
キ
を
箱
の
中
に
入
れ
、
お
話
を
始
め

る
前
に
演
者
は
「
こ
の
箱
の
中
に
何
が
入
っ
て
い
る
で
し

ょ
う
」
と
い
っ
て
お
も
む
ろ
に
箱
を
開
け
、
あ
か
い
チ
ョ

ッ
キ
を
取
り
出
し
て
自
ら
身
に
つ
け
る
。
そ
し
て
、
「
こ

れ
か
ら
、
ね
ず
み
く
ん
の
チ
ョ
ッ
キ
と
い
う
お
話
を
始
め

ま
す
」
と
い
っ
て
最
初
の
ペ
ー
ジ
の
絵
を
見
せ
「
お
か
あ

さ
ん
が

あ
ん
で

く
れ
た

ぼ
く
の
チ
ョ
ッ
キ

ぴ
っ

た
り

に
あ
う
で
し
ょ
う
」
と
お
話
を
始
め
る
と
、
前
に

座
っ
て
い
た
子
ど
も
が
「
う
ん
、
に
あ
う
」
と
即
座
に
合

い
の
手
を
入
れ
て
く
れ
る
。

エ
プ
ロ
ン
・
シ
ア
タ
ー
の
よ
う
に
動
き
が
あ
っ
た
り
、

手
遊
び
の
よ
う
に
子
ど
も
自
ら
が
体
を
動
か
す
も
の
は
と

て
も
受
け
が
よ
い
。
「
い
な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
」
の
紙
芝

居
を
や
っ
た
と
き
に
は
、
小
さ
な
う
さ
ぎ
の
ぬ
い
ぐ
る
み

を
紙
芝
居
舞
台
の
袖
か
ら
出
し
て
語
り
手
と
し
、
毛
を
む

し
ら
れ
塩
で
苦
し
ん
で
い
る
場
面
で
は
、
紙
芝
居
舞
台
の

前
に
そ
の
ぬ
い
ぐ
る
み
を
寝
か
せ
、
自
宅
近
く
で
取
っ
て

き
た
蒲
の
穂
を
用
意
し
て
、
演
者
が
大
国
主
命
に
成
り
代

わ
っ
て
ぬ
い
ぐ
る
み
を
な
で
る
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

を
行
っ
た
。
そ
し
て
お
話
会
の
参
加
者
全
員
に
蒲
の
穂
を

一
本
づ
つ
お
み
や
げ
に
あ
げ
た
。
こ
う
し
た
実
物
を
使
っ

た
り
、
お
み
や
げ
に
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
お
話
会
の
一
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ハ
の
ポ
ー
タ
・
サ
ウ
ン
ド
と
い
う
キ
ー
ボ
ー
ド
を
弾
く
役

目
な
の
で
、
音
楽
に
対
し
て
子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
な
反
応

を
示
す
か
、
な
か
な
か
眼
に
で
き
な
い
で
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
時
は
観
客
の
側
か
ら
パ
ネ
ル
を
見
て
い
た
の

で
、
そ
の
時
の
子
ど
も
た
ち
の
反
応
ぶ
り
に
驚
い
た
。
こ

の
乳
幼
児
の
た
め
の
お
話
会
の
大
き
な
要
素
が
、
先
ほ
ど

の
「
物
」
と
、
も
う
一
つ
「
音
楽
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
そ
の
時
に
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

ま
た
あ
る
時
、
「
か
ら
だ
の
な
か
の
音
を
き
い
て
み
よ

う
」
（
井
上
恵
理
『
月
刊
ク
ー
ヨ
ン
』
二
〇
〇
〇
年
四
月

号
）
と
い
う
曲
に
合
わ
せ
て
、
音
を
出
し
て
子
ど
も
た
ち

に
何
の
音
か
当
て
て
も
ら
う
出
し
物
を
行
っ
た
が
、
目
の

前
で
例
え
ば
く
し
ゃ
み
を
し
た
り
、
手
を
叩
い
た
の
で
は

面
白
く
な
い
の
で
、
黒
い
幕
の
後
ろ
で
職
員
が
音
を
出

し
、
そ
の
音
が
何
か
を
当
て
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
そ

の
歌
は
「
体
の
中
っ
て
動
い
て
る
、
動
い
て
る
、
動
い
て

る
、
体
の
中
っ
て
唄
っ
て
る
」
と
唄
っ
た
後
に
音
を
出
し

「
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
」
と
い
っ
て
終
わ
る
歌
だ
が
、
例
え
ば

手
を
叩
く
音
、
う
が
い
を
す
る
音
、
お
な
ら
の
音
な
ど
を

出
し
て
み
た
。
し
か
し
、
そ
の
音
に
対
し
て
会
場
の
ど
の

子
ど
も
も
、
た
だ
き
ょ
と
ん
と
し
て
い
る
だ
け
で
言
葉
を

発
す
る
子
ど
も
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
鼻
を
か
む
音
を
出

し
た
と
き
に
は
、
幕
の
後
ろ
か
ら
く
し
ゃ
く
し
ゃ
の
鼻
紙

を
こ
ち
ら
に
投
げ
て
も
ら
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
言

葉
を
発
し
た
子
ど
も
は
い
な
か
っ
た
。
う
が
い
の
音
の
時

に
は
思
い
あ
ま
っ
て
幕
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で

や
っ
と
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
理
解
し
た
と
い
う
顔
を

子
ど
も
た
ち
は
し
た
。
「
ち
ょ
っ
と
難
し
す
ぎ
た
か
な
」

と
お
母
さ
ん
方
と
話
し
た
が
、
後
で
思
い
返
し
て
み
る

と
、
も
し
単
に
難
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
間
違
え
で
あ
っ
て

も
何
ら
か
の
反
応
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
な
の
に
、

全
く
言
葉
が
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ

ら
く
三
歳
未
満
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
言
葉
と
い
う
も

の
は
非
常
に
具
体
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
音
だ
け
か
ら
何

か
言
葉
を
思
い
う
か
べ
る
と
い
う
段
階
に
ま
で
至
っ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

『
が
た
ん
ご
と
ん
が
た
ん
ご
と
ん
』
（
安
西
水
丸
さ
く

福
音
館
書
店
）
と
い
う
幼
児
向
き
の
絵
本
を
取
り
あ
げ

た
時
に
は
、
そ
こ
に
登
場
す
る
真
っ
黒
い
蒸
気
機
関
車
と

客
車
三
台
を
段
ボ
ー
ル
の
箱
で
つ
く
り
、
舞
台
の
周
り
に

机
を
並
べ
て
線
路
に
見
立
て
、
線
路
の
端
に
車
庫
を
作
っ

た
。
お
話
を
始
め
る
前
に
は
汽
車
を
車
庫
に
隠
し
て
お

き
、
「
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
、
が
た
ん
ご
と
ん
が
た
ん
ご
と

ん
と
い
う
お
話
を
し
ま
す
。
み
ん
な
で
手
を
叩
き
な
が

ら
、
が
た
ん
ご
と
ん

が
た
ん
ご
と
ん
と
言
う
と
、
こ
の

中
に
入
っ
て
い
る
乗
り
物
が
動
き
出
し
ま
す
。
で
は
、
一
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緒
に
、
が
た
ん
ご
と
ん

が
た
ん
ご
と
ん
」
と
、
手
を
叩

い
て
拍
子
を
取
り
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
「
が
た
ん
ご

と
ん

が
た
ん
ご
と
ん
」
と
言
っ
て
も
ら
い
、
お
も
む
ろ

に
車
庫
か
ら
汽
車
を
出
し
、
ゆ
っ
く
り
走
ら
せ
る
。
「
の

せ
て
く
だ
さ
ー
い
」
は
じ
め
の
乗
客
は
哺
乳
瓶
。
箱
で
作

っ
た
駅
で
ス
プ
ー
ン
、
フ
ォ
ー
ク
、
バ
ナ
ナ
、
リ
ン
ゴ
、

ネ
コ
、
ネ
ズ
ミ
が
次
々
に
客
車
に
乗
り
、
終
点
は
テ
ー
ブ

ル
の
上
と
い
う
単
純
な
話
だ
が
、
手
を
叩
き
な
が
ら
「
が

た
ん
ご
と
ん

が
た
ん
ご
と
ん
」
と
言
っ
て
く
れ
る
子
ど

も
た
ち
は
集
中
し
て
聞
い
て
く
れ
て
い
た
。
中
に
は
立
ち

上
が
っ
て
前
に
出
て
汽
車
を
一
緒
に
動
か
し
て
く
れ
る
子

ど
も
も
い
た
り
す
る
が
、
皆
「
が
た
ん
ご
と
ん

が
た
ん

ご
と
ん
」
と
い
う
言
葉
の
調
子
に
乗
っ
て
く
れ
て
い
る
の

が
分
か
る
。
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
言
葉
と
手
拍
子
が
組
み
合
わ

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
は
身
体
感
覚
の
な
か
に
取

り
込
ま
れ
る
よ
う
に
思
う
。

エ
プ
ロ
ン
・
シ
ア
タ
ー
『
お
お
き
な
か
ぶ
』
を
行
っ
た

時
に
は
お
母
さ
ん
方
が
乗
っ
て
し
ま
い
、
一
歳
に
も
満
た

な
い
赤
ち
ゃ
ん
を
膝
の
上
に
抱
い
て
か
ぶ
に
見
立
て
て
し

ま
っ
て
、
か
ぶ
を
抜
こ
う
と
す
る
時
の
呼
び
か
け
「
う
ん

と
こ
し
ょ
ど
っ
こ
い
し
ょ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
掛
け
声

と
共
に
赤
ち
ゃ
ん
を
引
っ
張
り
上
げ
る
う
ご
き
を
繰
り
返

し
て
い
た
。
ま
だ
、
言
葉
を
獲
得
す
る
以
前
赤
ち
ゃ
ん
に

と
っ
て
、
お
母
さ
ん
の
膝
の
上
で
自
分
が
揺
す
ら
れ
な
が

ら
「
う
ん
と
こ
し
ょ

ど
っ
こ
い
し
ょ
」
と
い
う
お
母
さ

ん
の
掛
け
声
を
耳
に
す
る
と
い
う
体
験
は
、
と
て
も
大
き

な
体
験
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
う
。

音
楽
と
身
体
の

動
き
と
い
う
こ
と

で
は
、
『
ね
こ
の

た
い
そ
う
』
と
い

う
紙
芝
居
を
や
っ

た
と
き
、
体
操
の

動
き
に
合
わ
せ
て

歌

詞

と

曲

を

作

り
、
実
際
に
子
ど

も
た
ち
に
ね
こ
の

体
操
を
し
て
も
ら

っ
た
。
（
丁
度
こ

の
日
は
雨
で
参
加
者
が
少
な
か
っ
た
た
め
に
、
体
操
す
る

ス
ペ
ー
ス
が
十
分
に
あ
っ
た
）

以
上
の
よ
う
に
乳
幼
児
の
た
め
の
お
話
会
で
は
、
子
ど

も
た
ち
自
身
が
身
体
を
動
か
す
と
い
う
要
素
を
加
え
る
事

に
よ
っ
て
、
盛
り
上
が
り
を
増
す
こ
と
が
体
験
上
分
か
っ

て
き
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
お
話
会
の
大
き
な
要
素
が
、

「
物
」
と
「
音
楽
」
そ
し
て
「
身
体
の
動
き
」
と
い
う
三

ねこの本特集で、子供達と一緒にねこの体操をし

ているところ。背景のディスプレーも猫にしてある。



－ ５ －

つ
か
ら
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
感
ず
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

最
初
に
参
加
し
て
く
れ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
幼
稚

園
や
保
育
園
に
行
く
年
齢
に
な
っ
て
、
平
日
の
午
前
中
に

は
参
加
で
き
な
く
な
り
、
四
月
を
迎
え
る
と
新
た
な
参
加

者
が
増
え
る
よ
う

に
な
る
が
、
特
に

最
近
は
半
数
以
上

が
一
歳
前
後
の
赤

ち
ゃ
ん
で
占
め
ら

れ
る
の
で
、
よ
り

一
層
こ
う
し
た
や

り
方
が
求
め
ら
れ

て
き
て
い
る
。
そ

こ
で
、
一
年
ほ
ど

前
か
ら
は
お
話
会

の
は
じ
め
に
は
、

ま
ず
始
め
に
全
員
で
「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」
を
や
り
、

最
後
に
は
簡
単
な
わ
ら
べ
う
た
を
唄
っ
て
終
わ
り
に
す
る

と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
構
成
し
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
実
践
を
通
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ

た
「
言
葉
」
と
「
身
体
」
に
つ
い
て
、
次
回
以
降
考
え
て

み
た
い
と
思
う
。

この回は馬の特集だったので、お話会の始めに馬

のお面を作っていないいないばあをおこなった｡

 

 

点
字
に
つ
い
て

宇
都
宮
市

小
池
上

惇

い
つ
も
、
東
洋
医
学
の
連
載
を
お
読
み
い
た
だ
き
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
は
、
都
合
に
よ
り
、
一
回
お

休
み
を
い
た
だ
き
、
少
し
点
字
に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

一

点
字
表
記
法
（
か
な
点
字
）
の
改
定

今
年
の
四
月
か
ら
、
多
く
の
所
で
新
し
い
か
な
点
字
の

表
記
法
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
も
大
き
く

変
わ
っ
た
の
は
、
「
す
る
」
の
切
れ
続
き
の
こ
と
で
す
。

新
し
い
表
記
法
で
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま

す
。

【
名
詞
や
副
詞
に
（
す
る
）
が
続
く
場
合
は
、
（
す
る
）

の
前
を
区
切
っ
て
書
く
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
】
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例

ベ
ン
キ
ョ
ー

ス
ル
（
勉
強
す
る
）
、
オ
ヤ
ス
ミ

ス
ル
（
お
休
み
す
る
）
、
イ
ッ
シ
ュ
ー

ス
ル

（
一
周
す
る
）
、
ビ
ッ
ク
リ

ス
ル
（
び
っ
く
り
す

る
）
。

（
す
る
）
を
続
け
る
場
合
と
し
て
次
の
よ
う
な
場
合
が

あ
る
。

①

一
字
漢
語
等
に
（
す
る
）
が
続
い
て
音
韻
が
変
化

し
た
り
連
濁
す
る
場
合

例

タ
ッ
ス
ル
（
達
す
る
）
、
セ
ッ
ス
ル
（
接
る
）
、

メ
イ
ズ
ル
（
命
ず
る
）
、
シ
ン
ズ
ル
（
信
ず
る
）

②

一
字
漢
語
に
（
す
る
）
が
続
く
場
合
は
一
続
け
に

書
く
が
、
（
す
る
）
の
前
に
助
詞
（
を
）
を
挟
む
こ

と
が
で
き
る
場
合
は
区
切
る
。

例

カ
ン
ス
ル
（
関
す
る
）
、
ハ
ン
ス
ル
（
反
る
）
、

ロ
ー
ス
ル
（
労
す
る
）
、
ト
ク

ス
ル
（
得
す

る
）
、
ソ
ン

ス
ル
（
損
す
る
）

（
す
る
）
は
今
ま
で
は
、
前
の
言
葉
に
続
け
る
こ
と
が

多
か
っ
た
の
で
、
新
し
い
表
記
法
に
は
、
少
し
違
和
感
を

感
じ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
の
改
定
と
し
て
は
、
特
殊
音
、
伏
せ
字
、
情

報
処
理
記
号
な
ど
で
墨
字
表
記
の
多
様
化
に
対
応
し
た
と

こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。

 

 

二

分
か
ち
書
き
に
つ
い
て

分
か
ち
書
き
に
は
二
つ
の
原
則
が
あ
り
ま
す
。

①

自
立
語
は
、
そ
の
前
を
区
切
る
。

②

自
立
語
と
付
属
語
は
続
け
て
書
く
。

こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、
か
な
点
字
の
規
則
は
簡
単
な
よ

う
な
気
が
し
ま
す
が
、
実
は
、
自
立
語
の
中
で
も
区
切
っ

て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

を
、
「
自
立
語
内
部
の
分
か
ち
書
き
」
と
い
い
ま
す
。
実

は
、
こ
の
部
分
が
頻
繁
に
改
定
さ
れ
、
点
訳
者
を
戸
惑
わ

せ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
点
字
図
書
館
と
い
う
の
は
一
つ
の
言
葉
で
す

が
、
そ
の
中
に
「
点
字
」
と
「
図
書
館
」
と
い
う
二
つ
の

自
立
可
能
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
点
字
表
記
法
で

は
、
テ
ン
ジ
と
ト
シ
ョ
カ
ン
を
区
切
っ
て
書
き
ま
す
。
以

前
に
は
、
な
る
べ
く
自
立
語
は
続
け
て
書
く
傾
向
が
強

く
、
生
徒
会
長
、
経
済
学
者
な
ど
は
続
け
て
書
い
た
の
で

す
が
、
今
で
は
、
ケ
イ
ザ
イ

ガ
ク
シ
ャ
、
セ
イ
ト

カ

イ
チ
ョ
ー
な
ど
と
書
き
表
し
ま
す
。

点
字
表
記
法
を
視
覚
障
害
者
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
見
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 直
す
こ
と
は
、
あ
る
程
度
必
要
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ

が
あ
ま
り
細
か
い
内
容
に
な
る
と
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も

視
覚
障
害
者
自
身
も
点
字
か
ら
離
れ
て
い
く
の
で
は
な
い

か
と
心
配
さ
れ
ま
す
。

三

点
訳
物
の
利
用
に
つ
い
て

つ
い
最
近
ま
で
点
字
を
読
む
方
法
は
、
紙
に
書
か
れ
た
点

字
を
触
読
す
る
方
法
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
最
近
は
点
訳
デ
ー
タ
を
パ
ソ
コ
ン
に
取
り
入
れ
、
ピ

ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
触
読
し
た
り
、
音
声
化
ソ
フ
ト
で
そ

の
内
容
を
聞
い
た
り
す
る
方
法
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

点
字
デ
ー
タ
の
音
声
化
に
つ
い
て
は
点
字
本
は
か
さ
ば

る
こ
と
、
高
齢
失
明
者
が
増
え
点
字
触
読
の
苦
手
な
人
が

増
え
て
き
た
こ
と
、
音
声
化
ソ
フ
ト
が
充
実
し
、
耳
で
聞

い
て
も
違
和
感
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
活
用
が
急
速
に
増

え
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
点

字
は
触
読
の
た
め
の
文
字
で
あ
り
、
間
違

い
な
く
書
け
る
よ
う
工
夫
さ
れ
た
も
の
で

す
。
自
分
で
確
実
に
確
認
で
き
る
唯
一
の

文
字
で
あ
る
点
字
を
大
切
に
し
て
い
か
な

 

 け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

四

点
訳
技
能
検
定
に
つ
い
て

昨
年
の
一
月
と
十
一
月
に
東
京
と
大
阪
で
点
字
技
能
検

定
試
験
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
合
格
率
は
第
一
回
目
が
三
パ

ー
セ
ン
ト
、
二
回
目
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
非
常
に
低
か

っ
た
よ
う
で
す
。
点
訳
を
す
る
人
は
障
害
者
に
つ
い
て
の

知
識
も
必
要
な
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
理
解
は
で
き
ま
す

が
、
資
格
試
験
の
中
に
そ
れ
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
理
由
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
全
国
に
は
、
数
万
人

の
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
お
り
、
貴
重
な
点
訳
デ
ー
タ
を

提
供
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
多
少
間
違
っ

た
も
の
も
あ
り
、
改
善
が
必
要
な
こ
と
は
分
か
り
ま
す

が
、
必
要
以
上
に
難
し
い
試
験
を
行
う
の
も
ど
う
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。
最
近
、
ビ
ジ
ネ
ス
点
字
検
定
試
験
が
話
題

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
点
字
表
記
に
誤

り
が
非
常
に
多
い
と
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
建
設

会
社
の
オ
ー
ナ
ー
が
計
画
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
す

が
、
こ
の
二
つ
の
試
験
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
一
体
何
な
の
で
し

ょ
う
か
。
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五

漢
点
字
に
つ
い
て

文
章
の
意
味
を
理
解
し
な
が
ら
読
む
た
め
に
は
、
仮
名

点
字
ば
か
り
で
な
く
、
漢
点
字
も
是
非
取
り
入
れ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
統
合
教
育
が
進
み
、

視
覚
障
害
者
が
普
通
学
校
で
勉
強
す
る
と
き
、
漢
字
の
知

識
が
必
ず
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
漢
点

字
が
大
い
に
力
を
発
揮
す
る
と
思
い
ま
す
。
点
字
板
や
点

字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
仮
名
点
字
を
書
く
感
覚
で
漢
点
字

が
書
け
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
本
当
に
漢
字
が
身
に
付

い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の

た
め
に
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
繰
り
返
し
漢
字
に
接
し
体

で
覚
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

晴
眼
者
に
は
、
漢
点
字
は
覚
え
に
く
い
、
中
途
視
覚
障

害
者
に
は
識
別
し
に
く
い
、
な
ど
困
難
な
点
は
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
漢
点
字
の
普
及
に
は
皆
様
方

と
共
に
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
十
五
）

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

（
承
前
）

日
本
点
字
委
員
会
（
つ
づ
き
）

［
前
々
号
・
前
号
と
、
本
誌
の
読
者
の
ご
寄
稿
の
、
二

四
号
（
二
〇
〇
一
年
二
月
）
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

記
事
『
漢
字
教
育
と
日
本
点
字
委
員
会
』
に
依
拠
し
な
が

ら
、
日
本
点
字
委
員
会
（
以
下
、
日
点
委
と
言
う
）
の
、

漢
字
と
視
覚
障
害
者
に
対
す
る
姿
勢
を
考
え
て
来
ま
し

た
。こ

の
記
事
は
、
昨
年
初
冬
に
催
さ
れ
た
集
会
の
席
上

で
、
日
点
委
の
三
名
の
委
員
の
方
が
、
質
議
に
答
え
る
形

で
、
視
覚
障
害
者
と
漢
字
教
育
に
つ
い
て
、
初
め
て
そ
の

見
解
を
公
に
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し

か
し
予
想
さ
れ
た
こ
と
と
は
申
せ
、
そ
れ
は
大
変
否
定
的

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
著
者
は
、
強
い
落
胆
を
感
じ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
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私
は
前
二
回
を
お
借
り
し
て
、
こ
の
記
事
に
紹
介
さ
れ

た
、
日
点
委
の
委
員
お
三
方
の
う
ち
の
お
二
人
の
お
考
え

を
、
学
業
を
盲
学
校
で
修
め
て
、
今
日
も
点
字
を
使
用
し

続
け
て
い
る
者
の
立
場
か
ら
、
解
釈
し
分
析
し
て
み
ま
し

た
。今

回
は
、
最
後
の
お
一
人
の
ご
見
解
に
触
れ
て
、
そ
の

総
括
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
に
、
前
お
二
方
の

ご
見
解
を
、
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

最
初
の
委
員
の
方
の
ご
見
解
は
、
日
点
委
は
私
的
な
団

体
で
あ
る
の
で
、
公
的
な
責
任
を
負
う
立
場
に
は
な
い
。

日
点
委
は
、
仮
名
点
字
の
表
記
の
研
究
・
普
及
を
図
っ

て
来
た
も
の
で
、
そ
の
限
り
の
責
任
は
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
点
字
で
漢
字
を
表
記
す
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
し
、
そ
の
責
任
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で

し
た
。

お
二
人
目
の
委
員
の
方
の
ご
見
解
は
、
漢
点
字
の
普
及

は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
ど
こ
ろ
か
、
後
退
し
て
い
る
あ

り
さ
ま
で
あ
る
、
そ
れ
は
漢
点
字
自
体
に
、
そ
の
普
及
を

妨
げ
る
欠
陥
が
内
在
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、
ま
た
、
仮
名

点
字
が
百
年
以
上
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自

体
、
仮
名
点
字
の
優
秀
性
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
、
視

覚
障
害
者
の
文
字
と
し
て
は
、
こ
の
仮
名
点
字
に
勝
る
も

の
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

こ
の
お
二
人
の
ご
見
解
に
関
す
る
私
の
考
察
は
、
二
回

に
渡
っ
て
述
べ
ま
し
た
の
で
、
再
度
の
議
論
は
控
え
る
こ

と
に
し
ま
す
。
ご
関
心
を
お
持
ち
下
さ
る
皆
様
は
、
是
非

バ
ッ
ク
・
ナ
ン
バ
ー
を
ご
参
照
下
さ
い
。

さ
て
、
最
後
の
委
員
の
方
の
お
話
で
す
。

＊
お
三
方
目
の
委
員
の
ご
見
解
は
、
左
の
通
り
で
す
。
＊

《
盲
学
校
で
は
、
す
で
に
漢
字
の
部
首
、
音
訓
、
用
法

な
ど
を
教
え
て
お
り
、
メ
ー
ル
な
ど
も
多
少
の
誤
り
は
あ

っ
て
も
、
自
由
に
そ
し
て
盛
ん
に
使
っ
て
い
る
。
》

前
号
で
取
り
上
げ
た
お
二
人
目
の
委
員
の
お
話
に
も
あ

り
ま
し
た
が
、
漢
字
の
部
首
や
読
み
は
、
既
に
充
分
教
え

て
い
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
取
り
上
げ
る
必
要
も
そ
の
考
え

も
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の

で
し
ょ
う
か
。

私
の
経
験
と
観
察
か
ら
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な

結
論
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
社
会
の
一
員
と
し
て
仕
事
を

し
、
生
活
し
よ
う
と
す
る
時
、
社
会
か
ら
様
々
な
も
の
ご

と
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
多
く
は
盲
学
校
に
い
る
限
り

求
め
ら
れ
な
い
も
の
で
、
し
か
も
そ
の
殆
ど
が
言
葉
を
用

い
て
の
人
間
関
係
作
り
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
よ
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う
に
し
て
一
つ
一
つ
の
言
葉
が
、
ず
っ
し
り
と
重
み
を
持

っ
て
眼
前
に
現
れ
る
の
で
し
た
。

私
た
ち
が
言
葉
を
自
ら
の
も
の
に
し
て
使
い
こ
な
す
ま

で
に
は
、
そ
れ
な
り
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

ま
ず
音
声
言
語
、
つ
ま
り
話
し
・
聞
く
言
葉
の
獲
得
で

す
。
こ
の
音
声
言
語
は
、
一
般
に
は
、
生
ま
れ
落
ち
た
そ

の
時
か
ら
、
周
囲
か
ら
の
刺
激
を
吸
収
し
て
、
際
だ
っ
た

努
力
を
自
覚
す
る
こ
と
な
く
獲
得
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
本
人
に
し
て
み
れ
ば
、
気
づ
い
た
時
に
は
周
囲

の
人
、
両
親
や
兄
弟
、
祖
父
や
祖
母
、
近
所
の
お
じ
さ
ん

や
お
ば
さ
ん
、
お
に
い
さ
ん
、
お
ね
え
さ
ん
た
ち
と
、
当

然
と
し
て
話
を
し
て
い
る
の
で
す
。
勿
論
い
ろ
い
ろ
な
環

境
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
育
ち
方
を
す
る
の
で

す
が
、
一
歳
、
二
歳
、
三
歳
の
子
供
達
の
言
葉
の
数
や
認

識
に
は
、
一
つ
の
共
通
す
る
標
準
が
見
出

さ
れ
る
程
度
に
、
生
育
の
水
準
の
幅
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。

一
歳
の
子
供
は
一
歳
の
、
三
歳
の
子
供

は
三
歳
の
理
解
度
を
示
し
て
、
判
断
力
も

同
様
の
水
準
を
示
す
の
で
す
。

こ
の
地
球
上
に
は
様
々
な
人
々

が
暮
ら
し
て
い
て
、
多
様
な
言
葉

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
言
語
そ
の
も
の
は
、
生
得

的
に
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
子
供
は
、
生
後
間
も
な

く
、
周
囲
か
ら
の
言
語
的
な
刺
激
を
受
け
て
、
「
マ
ー
マ

ー
、
バ
ー
バ
ー
」
と
い
う
喃
語
や
、
そ
れ
に
伴
う
手
足
の

運
動
を
始
め
て
、
周
囲
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
フ

ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
を
開
始
し
ま
す
。
こ
れ
を
通
し
て
、
音

声
言
語
が
構
築
さ
れ
て
行
く
の
で
す
。
そ
の
フ
ィ
ー
ド
・

バ
ッ
ク
を
用
意
す
る
機
能
が
、
人
類
に
共
通
す
る
生
得
と

し
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
音
声
言
語
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
力
と
判
断
力

を
養
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
を
重
ね
て

成
長
し
て
行
く
の
で
す
。

も
し
音
声
言
語
の
獲
得
に
何
ら
か
の
障
害
が
認
め
ら
れ

る
場
合
、
本
人
に
だ
け
そ
の
因
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
音
声
言
語
は
努
力
を
自
覚
す
る
こ

と
な
く
獲
得
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
障
害
が
生
じ

た
と
し
て
も
、
本
人
の
努
力
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
障
害
を

克
服
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
子
供
に
、
大
き
な
負
担
を

負
わ
せ
る
結
果
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
音
声
言
語
と
異
な
り
、

文
字
言
語
は
、
全
く
違
っ
た
方
法
で
獲
得
さ
れ
ま
す
。

当
然
の
こ
と
で
す
が
、
文
字
言
語
は
、
音
声
言
語
が
獲

得
さ
れ
て
後
、
初
め
て
獲
得
さ
れ
ま
す
。
文
字
言
語
は
、

そ
の
人
が
獲
得
し
て
来
た
音
声
言
語
と
対
応
さ
れ
な
が

ら
、
言
語
化
さ
れ
て
行
き
ま
す
。

人
は
通
常
、
幼
児
期
か
ら
文
字
に
親
し
む
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
時
期
の
音
声
言
語
も
、
大
変
幼
い

の
で
す
。
そ
こ
で
一
般
に
、
音
声
の
言
語
の
発
達
と
、
文

字
言
語
の
習
熟
と
の
落
差
を
感
じ
る
こ
と
な
く
済
ん
で
い

ま
す
が
、
そ
の
二
つ
の
獲
得
の
間
に
は
、
大
き
な
違
い
が

あ
り
ま
す
。

文
字
言
語
の
獲
得
は
、
努
力
な
し
に
は
成
り
立
ち
ま
せ

ん
。
教
育
課
程
が
あ
っ
て
、
教
育
方
針
に
従
っ
て
教
示
さ

れ
、
努
力
し
な
が
ら
試
行
錯
誤
す
る
の
で
す
。

そ
の
課
程
を
通
過
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
文
字
言
語
を

獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
勿
論
こ
の
課
程
も
様
々

で
、
多
種
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
を
含
ん
で
い
ま
す
。

人
類
が
言
語
を
使
用
し
始
め

た
の
は
、
今
か
ら
五
万
年
ほ
ど

前
の
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
字
を
使
い
始
め
た
の
は
、
せ
い

ぜ
い
五
千
年
前
、
現
在
の
文
字
の
使
い
方
に
添
っ
て
遡
れ

る
の
は
、
二
千
五
百
年
程
度
で
す
。
文
字
の
使
用
は
、
音

声
言
語
に
比
べ
て
、
そ
の
歴
史
は
甚
だ
浅
い
の
で
す
。
し

か
し
文
字
は
、
そ
の
発
生
か
ら
言
葉
そ
の
も
の
の
質
を
変

え
ま
し
た
。

現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、
二
千
五
百
年
を
越
え
て
文

字
を
使
わ
な
い
世
界
を
、
ど
の
よ
う
に
想
像
で
き
る
で
し

ょ
う
か
。
音
声
言
語
だ
け
の
世
界
と
、
文
字
の
出
現
し
た

世
界
と
は
、
如
何
に
異
な
っ
て
い
る
か
、
何
と
か
想
像
力

を
働
か
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。

音
声
は
、
一
過
性
で
す
。
一
度
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ

き
り
で
す
。
従
っ
て
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
集
団
か
、

せ
い
ぜ
い
一
人
の
他
者
で
す
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
人
々

は
、
現
在
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
集
団
性
の
も
と
に

生
活
し
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
引
き
替
え
文
字
は
、
繰
り
返
し
読
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
は
、
記
憶
力
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
の

記
録
の
容
量
を
提
供
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
正
に
、

情
報
の
誕
生
を
意
味
し
た
の
で
し
た
。

ま
た
も
う
一
つ
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
自
ら
書
い
た
文
字
を
、
自
ら
読
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
こ
で
図
ら
ず
も
、
自
分
自
身
知
ら
な
か
っ
た
己
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を
、
発
見
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
自

己
を
見
る
目
を
獲
得
す
る
こ
と
と
、
そ
の
目
で
他
者
を
見

る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て

い
る
の
で
す
。
後
年
、
個
人
と
社
会
と
呼
ば
れ
る
も
の

が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
文
字
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

の
で
し
た
。

こ
こ
で
も
う
一
度
先
の
日
点
委
の
委
員
の
方
の
お
話
に

戻
り
ま
し
ょ
う
。

現
在
盲
学
校
で
は
、
漢
字
の
形
や
、
音
や
訓
に
つ
い
て

教
え
て
い
る
、
決
し
て
漢
字
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
を
怠

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
十
年
、
二
十
年
前
よ
り
ず
っ
と

よ
く
な
っ
て
い
る
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
一
般
に
文
字
と
言
え
ば
視
覚
に
訴
え
る
も
の

を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
視
覚
障
害
者
に
は
使
え
る
文

字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
文
字

と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
躊
躇
し
た
く
な
り
ま
す
。
視
覚
障
害
者

が
文
字
と
し
て
使
え
る
も
の
は
、
触
覚
に
訴
え
る
触
読
文

字
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
文
字
は
、
普
段
か
ら
読
み
書
き
し
て
親
し
む
こ
と

な
し
に
は
、
自
ら
の
も
の
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味

で
、
教
育
の
現
場
で
、
読
み
書
き
で
き
る
文
字
、
触
読
文

字
を
教
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
教
え
て

い
る
と
は
言
い
難
い
と
言
わ
な
い
訳
に
は
参
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
、
多
少
間
違
い
は
あ
っ
て
も
、
メ
ー
ル
な
ど

で
積
極
的
に
楽
し
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
も
、
赤
面
を
禁

じ
得
な
い
発
言
で
す
。

間
違
い
を
間
違
い
と
認
識
で
き
ず
、
ま
た
間
違
っ
て
も

指
摘
さ
れ
な
い
、
こ
れ
が
現
状
で
、
本
当
の
意
味
で
の
バ

リ
ア
・
フ
リ
ー
の
恐
ろ
し
さ
に
、
未
だ
に
気
づ
い
て
い
な

い
こ
と
を
思
わ
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
記
事
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

ま
た
、
一
昨
年
筑
波
大
学
附
属
盲
学
校
を
お
訪
ね
し
た
折

り
に
、
国
語
科
の
塩
谷
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ

う
に
、
盲
学
校
で
は
漢
点
字
は
教
え
な
い
。
力
の
あ
る
者

は
独
習
す
れ
ば
習
得
で
き
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
充
分
で

あ
る
、
と
言
う
の
が
盲
学
校
の
現
姿
勢
で
す
。

ま
た
、
別
の
盲
学
校
の
あ
る
先
生
に
、
漢
点
字
の
教
育

に
つ
い
て
お
願
い
を
し
た
時
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
な
い

か
ら
で
き
な
い
、
自
身
も
勉
強
す
る
意

志
は
な
い
、
生
徒
で
漢
点
字
を
勉
強
し

た
い
と
い
う
意
欲
の
あ
る
者
が
あ
れ

ば
、
そ
ち
ら
（
羽
化
の
会
）
を
紹
介
す

る
か
ら
、
教
え
て
あ
げ
て
欲
し
い
、
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
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勿
論
本
会
は
活
動
の
目
的
の
一
つ
に
、
漢
点
字
の
普
及

を
謳
っ
て
お
り
ま
す
。
従
っ
て
喜
ん
で
漢
点
字
を
お
教
え

し
ま
す
。
大
勢
の
皆
様
に
漢
点
字
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
本
会
並
び
に
私
に
と
っ
て
、
望
外

の
喜
び
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
盲
学
校
の
先
生
の
お
口
か
ら
、
ご
自
身
は
手

を
染
め
ず
、
本
会
を
紹
介
す
る
か
ら
頼
む
と
い
う
お
言
葉

を
聞
く
の
は
、
決
し
て
嬉
し
い
こ
と
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

残
念
な
が
ら
こ
れ
が
、
盲
学
校
の
先
生
方
の
現
在
の
お

姿
な
の
で
す
。

＊
日
本
点
字
委
員
会
編
集
・
発
行
の
「
日
本
点
字
表
記

法
二
〇
〇
一
年
版
」
に
、
漢
点
字
と
六
点
漢
字
が
、
や
や

詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
同
書
で
は
殆
ど
取
り
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

（
次
回
は
、
六
点
漢
字
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
）

 

 

 

 

 一

平
成
十
三
年
度
の
賛
助
会
費
、
大
変
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

以
下
の
皆
様
か
ら
、
賛
助
会
費
を
頂
戴
致
し
ま
し
た
。

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
有
効
に
使
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
（
順
不
同
）

大
滝

正
夫
様

河
村

幸
男
様

関
口

常
正
様

田
崎

吾
郎
様

松
村

敏
弘
様

佐
川

隆
正
様

飯
田

み
さ
様

田
中

秀
臣
様

木
村

多
恵
子
様

佐
々
木

信
様

武
田

幸
太
郎
様

二

『
新
々
百
人
一
首
』
を
、
横
浜
市
中
央
図
書
館

に
納
入
し
ま
し
た
。

前
号
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
、
丸
谷
才
一
著
『
新
々
百
人

一
首
』
（
新
潮
社
）
が
完
成
し
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
に

納
入
し
ま
し
た
。

地
方
の
読
者
の
皆
様
は
、
館
々
貸
し
出
し
の
制
度
を
ご
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利
用
い
た
だ
け
ば
、
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。
是
非
ご
一

読
下
さ
い
。

内
容
は
、
本
誌
三
〇
号
（
前
号
）
を
ご
参
照
下
さ
い
。

三

日
本
漢
点
字
協
会
の
ビ
デ
オ
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

つ
い
て
。

吹
田
ケ
ー
ブ
ル
・
テ
レ
ビ
で
製
作
・
放
映
さ
れ
た
番
組
の

ビ
デ
オ
・
テ
ー
プ
「
特
集
七
十
七
才
の
情
熱
～
漢
点
字
と
歩

ん
だ
三
十
四
年
～
」
が
、
日
本
漢
点
字
協
会
か
ら
貸
し
出
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
番
組
は
、
川
上
泰
一
先
生
と
奥
様
が
二
人
三
脚
で
、

献
身
的
に
漢
点
字
の
開
発
と
普
及
に
努
め
ら
れ
た
歩
み
を
、

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
昨
年
（
二
〇
〇
一

年
）
十
一
月
に
同
局
か
ら
放
映
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
番

組
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
、
ケ
ー
ブ
ル
・
テ
レ
ビ
・
自
主
製
作
番
組

部
門
の
〈
奨
励
賞
〉
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
是
非
ご
覧
下
さ

い
。同

協
会
の
連
絡
先
は
、

〒
5
6
5
-
0
8
7
5

大
阪
府
吹
田
市
青
山
台
三
ー
四
十
一
ー
九

川
上
リ
ツ
エ
方

日
本
漢
点
字
協
会
（℡

0
6
-
6
8
3
1
-
4
5
6
5

）

ま
た
こ
こ
に
も
ご
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
同
協

 

 

会
で
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運
営
を
始
め
ま
し
た
。
皆
様
の

ア
ク
セ
ス
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ

は
、h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
k
a
n
t
e
n
j
i
.
n
e
t

で
す
。

四

点
線
文
字
の
資
料
に
つ
い
て
。

東
京
の
漢
点
字
グ
ル
ー
プ
の
開
発
し
ま
し
た
、
〃
点
線
文

字
〃
の
資
料
が
、
一
部
完
成
し
ま
し
た
。
本
会
オ
リ
ジ
ナ
ル

編
集
の
『
横
浜
通
信
』
の
付
録
と
し
て
、
読
者
の
皆
様
に
お

届
け
し
ま
す
。

そ
の
内
容
は
、
漢
字
を
構
成
す
る
十
の
画
と
、
そ
の
例
を

点
線
文
字
で
表
し
た
も
の
で
す
。
点
線
文
字
は
、
点
線
で
図

形
を
描
く
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、

Ｄ
Ｅ
Ｌ

を
使
用
し
ま

Ｅ

し
た
。

〃
十
の
画
〃
は
、
宮
下
久
夫
（
故
人
）
著
『
十
の
画
で
漢

字
が
分
か
る
』
（
た
ろ
う
じ
ろ
う
社
）
に
報
告
さ
れ
た
も
の

で
す
。
同
書
は
、
宮
下
先
生
が
、
初
等
教
育
の
漢
字
の
指
導

に
当
た
っ
て
、
漢
字
に
対
す
る
新
し
い
分
析
法
を
構
築
さ
れ

て
、
そ
れ
を
著
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な

る
の
が
こ
の
〃
十
の
画
〃
と
「
画
と
部
首
へ
の
名
付
け
」
で

す
。私

た
ち
は
漢
点
字
を
学
ん
で
参
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ

[

十
七
頁
へ
続
く]



漢
文
の
ペ
ー
ジ

『
論
語
』
（
学
而
篇
）
よ
り

が

く

じ

学

而

時

習

之
。
不

亦

説

乎
。
有

朋

自

遠

方

来
。

不

亦

楽

乎
。
人

不

知

而

不

慍
。
不

亦

君

子

乎
。

学
び
て
時
に
時
に
之
を
習
う
。
亦

説

ば
し
か
ら
ず
や
。

ま
た
よ
ろ
こ

朋
有
り
遠
方
よ
り
来
た
る
。
亦
楽
し
か
ら
ず
や
。
人
知
ら
ず

と
もし

て
慍
み
ず
。
亦
君
子
な
ら
ず
や
。

う
ら

時
＝
常
に
。
機
会
あ
る
た
び
に
。
説
＝
悦
に
同
じ
。
心
中
に
よ
ろ

こ
び
を
感
じ
て
満
足
す
る
。
自
＝
「
よ
り
」
と
読
み
、
起
点
を
示

す
。「

不
亦
…
乎
」
＝
「
ま
た
…
ず
や
」
と
読
む
。
反
語
の
形
で
強
い
肯

ビ

ニ

ﾃ

ﾌ

ｦ

レ

二

バ
ｼ
ｶ
ﾗ

ﾘ

ﾘ

ﾀ
ﾙ

二

一

ｼ
ｶ
ﾗ

ｼ
ﾃ

ﾗ

二

一

レ

ﾐ

ﾅ
ﾗ

レ

二

一

定
を
示
す
。「
な
ん
と
…
で
は
な
い
か
」
の
意
。

「
人
不
知
而
不
慍
」
＝
「
人
不
知
（
ひ
と
し
ら
ず
）
」
は
、
他
人
が
自

分
の
学
問
や
才
能
を
認
め
て
く
れ
な
い
。「
而
」
は
こ
こ
で
は
逆
接
の
意

で「
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
」
。「
不
慍
（
う
ら
み
ず
）
」
は
、「
い
き
ど
お
ら

ず
」
と
読
む
説
も
あ
る
。

古
典
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
学
ぶ
意
欲
の
起
こ
る
た
び
ご
と
に

反
復
復
習
す
る
。
（
そ
う
す
る
と
、
理
解
が
深
ま
り
）
何
と
う
れ
し
い

こ
と
で
は
な
い
か
。
自
分
と
同
じ
く
学
問
に
志
す
友
人
が
、
遠
方
か
ら

も
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
な
ん
と
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
自
分

の
学
問
を
世
間
が
認
め
て
く
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
心
に

不
満
を
持
っ
た
り
は
し
な
い
。
な
ん
と
立
派
な
人
物
で
は
な
い
か
。

不

患

人

之

不

己

知
。

患

不

知

人

也
。

人
の
己
を
知
ら
ざ
る
を
患
え
ず
。
人
を
知
ら
ざ
る
を
患
う
。

お
の
れ

う
れ

人
が
自
分
の
能
力
を
認
め
て
く
れ
な
い
こ
と
は
気
に
す
る
こ
と
で
は

な
い
、
む
し
ろ
自
分
が
他
人
の
す
ぐ
れ
た
点
を
知
ら
ず
に
い
る
方
が
問

題
だ
。

ﾍ

ﾙ
ｦ

ｦ

ﾗ

レ

三

二

一

ﾌ

ﾙ
ｦ

ﾗ

ｦ

レ

レ

レ

－ １５ －



－ １６ －

学ビテ 而 時ニ 習フ

之ヲ。 不 亦 説バシカラ

ラ 乎。 有リ 朋 自リ

遠 方来タル。 不 亦 楽

シカラ 乎。 人不シテ 知ラ

而 不 慍ミ。 不 亦 君

子ナラ 乎。

不 患ヘ 人之 不ル

ヲ 己ヲ 知ラ。 患フ

不ルヲ 知ラ 人ヲ 也。

『論語』：孔子の没（B.C.４７９）後、門人達が孔子の言行や門人の言葉などを収録し、漢の
初めごろ（B.C.２世紀）に集大成されたと考えられる。「学而」「為政」など二十篇の篇名は、各
篇の初めの語句をとっている。「子曰、学而時習之…」は論語の冒頭の有名な一章。

※『〈第一学習社版〉古典一・教科書学習』（朋友出版）他を参照しました。



－ １７ －

[
十
四
頁
よ
り]

け
で
は
漢
字
と
文
章
の
理
解
を
深
め
る
の
に
困
難
を
感
じ

て
参
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
漢
字
の
パ
タ
ー
ン
を
勉
強
し
よ

う
と
努
力
し
ま
す
が
、
適
切
な
指
導
を
受
け
ら
れ
な
い
現

状
で
は
、
や
は
り
大
き
な
壁
に
直
面
し
ま
す
。
そ
こ
で
こ

の
宮
下
先
生
の
お
考
え
を
知
り
、
そ
れ
に
添
っ
て
勉
強
し

て
み
ま
す
と
、
そ
れ
ま
で
の
鬱
屈
が
徐
々
に
氷
解
し
て
行

く
の
に
気
付
か
さ
れ
ま
す

こ
の
宮
下
先
生
の
論
の
特
徴
は
、
漢
字
を
視
覚
的
に
覚

え
る
こ
と
で
は
な
く
、
構
造
と
し
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
に

あ
り
ま
す
。
あ
る
漢
字
を
説
明
す
る
の
に
、
そ
の
形
を
ペ

ン
や
指
で
な
ぞ
っ
て
み
せ
る
の
で
な
く
、
画
や
部
首
の
配

置
関
係
を
述
べ
る
こ
と
で
で
き
る
と
言
う
の
で
す
。

既
に
同
書
は
絶
版
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
骨
子

は
、
不
十
分
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
誌
の
バ
ッ
ク
・
ナ
ン

バ
ー
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
参
照
下
さ
い
。

ま
た
こ
の
点
線
文
字
の
パ
タ
ー
ン
は
、
繰
り
返
し
の
試

行
錯
誤
の
末
漕
ぎ
着
け
た
も
の
で
す
。
触
知
に
堪
え
得
る

こ
と
を
目
標
に
、
視
覚
的
な
美
観
に
訴
え
る
も
の
で
な

く
、
ま
た
幾
何
学
的
な
図
形
と
も
な
ら
ぬ
よ
う
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
視
覚
障
害
者
と
の
間
に
、
幾
度
と
な
く
遣
り
取

り
が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
で
き
あ
が
り
ま
し

た
が
、
予
想
と
異
な
っ
て
、
視
覚
的
に
も
大
変
美
し
い
パ

 

 

タ
ー
ン
と
な
り
ま
し
た
。
実
に
喜
ば
し
く
思
い
ま
す
。

こ
の
〃
十
の
画
〃
の
他
、
漢
点
字
の
第
一
基
本
文
字
と

カ
タ
カ
ナ
の
パ
タ
ー
ン
が
完
成
し
て
お
り
ま
す
。

他
の
地
域
の
皆
様
で
、
同
様
の
研
究
を
試
み
ら
れ
る
方

に
は
、
こ
のＥ

Ｄ
Ｅ
Ｌ

の
フ
ァ
イ
ル
を
ご
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ご
参
考
に
供
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。
お
申
し
出
下
さ
い
。

五

定
期
刊
行
物
に
つ
い
て
。

本
会
で
は
、
以
下
の
刊
行
物
を
、
定
期
的
に
発
行
し
て

お
り
ま
す
。

☆
機
関
誌
『
う
か
』
（
本
誌
）
、
活
字
版
・
テ
ー
プ

版
。
隔
月
、
無
料
。

☆
朝
日
歌
壇
、
漢
点
字
版
、
月
刊
、
六
カ
月
三
、
〇
〇

〇
円
。
テ
ー
プ
版
、
六
〇
〇
円
。

☆
朝
日
俳
壇
、
漢
点
字
版
、
月
刊
、
六
カ
月
二
、
四
〇

〇
円
。
テ
ー
プ
版
、
六
〇
〇
円
。

☆
新
聞
・
健
康
記
事
、
漢
点
字
版
、
月
刊
、
六
カ
月

一
、
五
〇
〇
円
。

以
上
、
お
申
し
込
み
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

Ｅ

‐Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ
：
t
a
k
e
s
h
i
-
o
k
a
d
a
@
h
2
.
d
i
o
n
.
n
e
.
j
p

















－ ２５ －

雪嶺と吾との間さくら満つ
せ つ れ い わ れ

細 見 綾 子

乗鞍のかなた春星かぎりなし
の り く ら し ゅ ん せ い

前 田 普 羅
ま え だ ふ ら

春の日やあの世この世と馬車を駆り
か

中 村 苑 子
な か む ら そ の こ

（｢歳時記｣より）

編
集
後
記

例
年
よ
り
も
暖
か
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
早
い
春
の
訪
れ
に

戸
惑
い
も
隠
せ
ま
せ
ん
。
卒
業
式
に
桜
が
・
・
・
・
・
・
！
。

こ
の
陽
気
で
庭
の
花
も
重
な
り
あ
う
よ
う
に
、
元
気
い
っ
ぱ
い
咲

い
て
い
ま
す
。

あ
る
日
同
僚
と
、
久
し
ぶ
り
に
飲
ん
だ
時
の
話
で
す
。

駅
ま
で
バ
イ
ク
を
利
用
す
る
彼
女
は
、
チ
ョ
ッ
と
そ
こ
ま
で
の
つ

も
り
で
路
上
駐
車
を
し
ま
し
た
。
戻
っ
て
み
る
と
バ
イ
ク
が
あ
り
ま

せ
ん
…
。「
や
ら
れ
た
…
。
」
、
路
上
に
は
撤
去
時
間
と
保
管
先
の

表
示
が
…
。「
迷
惑
駐
車
を
し
て
、
違
反
を
し
た
私
が
悪
い
の
は
十

分
承
知
、
で
も
何
故
、
私
の
だ
け
？
。
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。

バ
イ
ク
を
引
き
取
り
に
行
っ
た
時
に
、
質
問
を
し
た
そ
う
で
す
。

す
る
と「
タ
イ
ヤ
が
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
乗
っ
て
い
た
の
で
、
早
急

に
撤
去
し
ま
し
た
。
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
時
も
ブ
ロ
ッ
ク
以
外
の
所
に
は
、
何
台
も
の
車
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
私
も
そ
の
場
所
を
通
り
、
駅
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
ま

す
が
、
話
を
聞
く
ま
で
は
、
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
が
あ
る
こ
と
す
ら
気
が

付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
も
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
周
り
に
は
、
自
転
車
・
バ
イ
ク
が
乱
雑
に

置
い
て
あ
り
、
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
体
を
横
に
し
な
が
ら
通
る
状

態
で
す
。
そ
の
後
、
彼
女
は
罰
金
を
支
払
っ
た
そ
う
で
す
。

安
全
に
歩
け
な
い
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
バ
リ
ア
・
フ
リ
ー
と
は
、
首
を

か
し
げ
る
話
で
す
。

〈
彼
女
は
そ
の
後
、
駐
輪
場
に
止
め
て
い
ま
す
。
名
誉
の
た
め
に
。
〉

次
回
の
発
行
は
六
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



－ i －

連載 ＥＩＢＲＫによる漢点字変換のための

入力マニュアル (４）

８．「｀」（アクサングラーブ）

アクサングラーブは、通常文字や記号としては使われませんので、

ＥＩＢＲＫ では、特殊な使い方をすることにしました。

「｀」（212E）の使い方には二通りあります。

（１）ルビ符

従来の仮名体系の点字ではルビという考え方はありませんでしたが、

漢点字の文では、どうしても必要になりました。

①ルビは、「｀」とスペースで囲みます。ルビの対象となる文字

（主に漢字）の後ろに、「｀」を入れて振り仮名を書き、スペー

スで終わります。「｀」は、漢点字の終点と同じ７の点 に変換

されます。

東京｀とうきょう から北京｀ペキン まで

【注】ルビでは、「東京 」のように、「ゃゅょ」など拗音の小さな
とうきよう

字を書き分けないことがありますが、現代仮名遣いで表記され

ている場合は、小さい文字に替えて表記を統一してください。

②ルビの後ろに「。 、」または括弧の閉じの類が来る場合は、

スペースを省略します。

雨、雪、霰｀あられ、霙｀みぞれ、雹｀ひょう。

『徒然草｀つれづれぐさ』（吉田兼好｀けんこう）

③ルビの終わりのスペースは、変換時には半角の「*B」に変わりま

す。入力時に半角で「*B」を入れても構いません。この「*B」は、

行頭に来た場合にも前詰めされないスペースです。

（２）数符、外字符、カタカナ符の付加

点字では、数字・外字（アルファベットなど）を、数符・外字符と

いう符号を前置することで表します。また、漢点字の文では、カタカナ

を、カタカナ符（ ）で囲んであらわします。

①数符 （漢数符は ）

ａ）数字は、算用数字、漢数字ともに、数値を表す場合、一連の

数字に数符・漢数符をその先頭に前置して表します。

１，２３４．５



－ i i －

一，二三四．五

ｂ）「ごしちご」や「しちごさん」と読む場合

ａ）の表記では先頭に数符（ または ）が１つだけ付いて

５７５ （ごひゃくななじゅうご）

七五三 （ななひゃくごじゅうさん）

と、読むことになります。そこで、数字の間に「｀」を入れ

て区切ります。この場合「｀」は、数符（ ）、あるいは

漢数符（ ）に変換されて前後の数字を区切ります。

５｀７｀５ （ごしちご）

七｀五｀三 （しちごさん）

ｃ）「．」は墨字ではピリオド・小数点、何れも同じ記号ですが、

点字では異なった記号になります。そこで、「．」の後ろに

数字が続いていて、それをピリオドとして表したい場合、後

ろの数字との間に「｀」を入れて下さい。

ｐ．｀５０ Ｖｏｌ．｀３

２００２．｀４．｀１８．

二百三十四．｀五

【注】「二百三十四．｀五」は、「百、十」という位取りの文字が

あります。そこで、「．」も、区切りを付けるためにピリオ

ﾄﾞとします。 （『うか』２８号、数字の入力の項参照）

【注】「｀」を添付するか否かは、以下のように判断します。

「｀」を付けない場合：数値、番号。

２３人（にじゅうさんにん）

Ｏ‐一五七（オウ・いちごうなな）

「｀」を付ける場合：数字を単独に読むもの（番号は除く）

２｀３人 二｀三人（にさんにん）

三｀四郎 会津八｀一

②外字符

ａ）アルファベットは、日本語文のなかでは、外字符 を前置し

て表します。一連の文字列には、変換時に外字符が一つ前置

されます。

ａｂｃ Ａｂｃ ＡＢＣ

外字符 が付いた後、大文字の前には大文字符 が１個、

大文字が２個以上続く場合は大文字符が２個 前置されます。



－ i i i －

ｂ）アルファベットを一つ一つ区切りたい場合や、「＆」の後ろ

のアルファベットには、その間に「｀」を入れて下さい。

点Ａ｀Ｂ｀Ｃ 点

Ｑ＆｀Ａ

ｃ）「“ ”」や「\e \e」で囲まれた引用の部分では、外

字符は省略されます。その中に単語でなく、文字である字が

ある時、外字符 を字母符（letter sign）として用います。

その場合、その文字に「｀」を前置して下さい。

“Ｊｏｈｎ ｀Ｆ． Ｋｅｎｎｅｄｙ”

\e Ｊｏｈｎ ｀Ｆ． Ｋｅｎｎｅｄｙ\e

「“ ”」や「\e \e」の中では、最初の文字にも「｀」

を前置して、文字であることを示して下さい。

“｀Ａ ｔｏ ｀Ｚ”

“｀Ｕ．｀Ｓ． Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ”

\e ｀Ａ ｔｏ ｀Ｚ\e

\e ｀Ｕ．｀Ｓ． Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ\e

ｄ）略称が「Ｕ・Ｓ・Ａ」のように「・」で区切られている場合、

「・」を他の記号に読み替えないで省略します。そしてその

場所に、「｀」を入れて下さい。

Ｕ｀Ｓ｀Ａ

③カタカナ符

漢点字の文の中では、ひらがなとカタカナを区別しています。

カタカナは、「 」の符号で囲んで表します。

ａ）「・」や「‐」は、カタカナの単語の中に含まれることが多

くあります。この場合は、そのまま入力して下さい。

ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカ

ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカ

ロード‐アイランド

ロード‐アイランド

ｂ）カタカナの間に「、」や「。」があって、区切りを付けてい

る場合は、そのまま入力して下さい。

アメリカ、イギリス、ソ連

アメリカ 、 イギリス 、 ソ 連
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ｃ）一つの単語ではなく、別々の単語を「・」で区切る場合、

「・」の前に「｀」を入れて下さい。

アメリカ｀・イギリス｀・ソ連

アメリカ ・ イギリス ・ ソ 連

「｀」を付けないと、カタカナ符は以下のように付きます。

アメリカ・イギリス・ソ 連

ｄ）カタカナにつづけて括弧があり、その中の先頭がカタカナの

場合は、括弧の前に「｀」を入れて下さい。

ディオニソス｀（バッカス）

ディオニソス （ バッカス ）

エディット・ピアフ｀（シャンソン歌手）

エディット・ピアフ （ シャンソン 歌手）

「｀」を付けないと、カタカナ符は以下のように付きます。

ディオニソス（バッカス ）

エディット・ピアフ（シャンソン 歌手）

ｅ）ｄ）と同様、カタカナとカタカナの間に以下の記号がある場

合、その記号と前のカタカナの間に「｀」を入れて下さい。

… ‥ → ← ↑ ↓ ￣ ／ ＼ ～

％ ＆ ￥ ＄ ° ′ ″ ℃ ￠ ￡

㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ ㏍

ロンドン｀→パリ｀→ローマ→東京

ロンドン → パリ → ローマ →東京

ア｀～オまで

ア ～ オ まで

「｀」を付けないと、カタカナ符は以下のように付きます。

ロンドン→パリ→ローマ →東京

ア～オ まで

ｆ）原則として、「＝ ＊ ＋ － ＜ ＞ ※ ± × ÷

≠ ≦ ≧」は、両側に文字がある場合、その間にスペー

スが必要です。その場合は「｀」を入れてはいけません。

リバプール ＝ イングランド北西部

（記号類、前号掲載、参照）


