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－ １ －

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
三
ニ
）

山
内

薫
（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
イ
ジ
ー
に
つ
い
て
（
一
）

一
般
の
本
や
雑
誌
を
な
ど
を
、
そ
の
ま
ま
で
は
読
む
こ

と
の
で
き
な
い
視
覚
障
害
者
な
ど
の
資
料
と
し
て
、
点
字

図
書
や
録
音
図
書
が
点
字
図
書
館
や
公
共
図
書
館
で
作
ら

れ
て
い
る
。

平
成
一
三
年
に
行
わ
れ
た
身
体
障
害
者
実
態
調
査
に
よ

る
と
、
一
八
歳
以
上
の
視
覚
障
害
者
三
〇
万
一
千
人
の
う

ち
点
字
を
読
め
る
人
の
数
は
三
万
二
千
人
、
一
〇
・
六
％

と
い
う
結
果
が
報
告
さ
れ
い
る
。
し
か
も
六
〇
歳
以
上
が

実
に
七
二
・
九
％
に
達
し
、
高
齢
に
な
っ
て
失
明
す
る
人

の
数
が
増
え
て
い
る
た
め
に
、
視
覚
障
害
者
の
読
書
可
能

な
資
料
と
し
て
録
音
図
書
の
需
要
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て

い
る
。

現
在
、
主
に
視
覚
障
害
者
向
け
の
音
声
資
料
と
し
て
作

成
さ
れ
て
い
る
こ
の
録
音
図
書
は
、
当
初
オ
ー
プ
ン
リ
ー

ル
・
テ
ー
プ
に
よ
っ
て
、
現
在
は
カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
に

よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ

はＣ
Ｄ

やＭ
Ｄ

等
の
登
場
で
生
産
が
減
少
し
つ
つ
あ
り
、

カ
セ
ッ
ト
に
代
わ
る
媒
体
と
し
て
開
発
さ
れ
た
の
が
デ
イ

ジ
ー
と
い
うＣ
Ｄ
－
Ｒ
Ｏ
Ｍ

に
よ
る
資
料
で
あ
る
。

デ
イ
ジ
ー
と
い
う
の
はD

i
g
i
t
a
l
A
c
c
e
s
s
i
b
l
e
I
n
f
o
r

m
a
t
i
o
n
S
Y
s
t
e
m

の
頭
文
字
、Ｄ

・
Ａ
・
Ｉ
・
Ｓ
・
Ｙ

を
採

っ
た
も
の
で
、
従
来
の
カ
セ
ッ
ト
に
よ
る
録
音
図
書
に
代

わ
る
も
の
と
し
て
、
す
で
に
点
字
図
書
館
や
民
間
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ
な
ど
で
製
作
が
行
わ
れ
て
い
る
。

デ
イ
ジ
ー
は
一
枚
のＣ

Ｄ
－
Ｒ
Ｏ
Ｍ

に
五
三
時
間
の
録
音

が
可
能
で
あ
り
、
テ
ー
プ
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
読

み
た
い
章
や
節
、
ペ
ー
ジ
に
瞬
時
に
飛
ぶ
こ
と
や
、
ブ
ッ

ク
マ
ー
ク
と
い
う
本
で
い
え
ば
し
お
り
に
当
た
る
も
の
を

八
箇
所
ま
で
記
憶
さ
せ
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
。
現
在
こ

の
デ
ジ
タ
ル
録
音
図
書
は
国
際
規
格
と
し
て
一
二
カ
国
で

採
用
さ
れ
、
製
作
、
開
発
が
行
わ
れ
て
い
る
。

去
る
一
一
月
、
こ
の
デ
イ
ジ
ー
を
巡
る
講
演
会
が
日
本

障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会
の
主
催
に
よ
っ
て
二

回
開
催
さ
れ
た
。
一
一
月
一
日
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
デ

ィ
ス
レ
ク
シ
ア
協
会
の
副
会
長
で
、
自
ら
も
デ
ィ
ス
レ
ク

シ
ア
で
あ
る
ハ
ン
ス
・
ハ
ン
マ
ル
ン
ド
氏
が
「
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
に
お
け
るＤ

Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ

の
認
知
障
害
・
知
的
障
害
者

へ
の
応
用
」
と
い
う
講
演
を
行
っ
た
。
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア

に
つ
い
て
は
こ
の
連
載
の
一
五
回
（
『
う
か
』
第
一
六

号
）
で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
「
知
的
に
は
問
題
が
な
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…
…
思
い
や
り
訴
え
』
と
い
う
記
事
が
新
聞
に
載
っ
て
い

た
。
（
毎
日
新
聞

二
〇
〇
二
年
八
月
一
五
日

朝
刊
）

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

ビ
ク
ト
リ
ア
王
女
は
、
子
ど
も
時
代
に
文

章
を
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
が
困
難
な
失

読
症
で
い
じ
め
ら
れ
て
い
た
が
、
専
門
教

師
の
指
導
で
失
読
症
を
克
服
し
た
と
い
う
。
父
で
あ
る
グ

ス
タ
フ
国
王
や
弟
の
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
王
子
も
や
は

り
失
読
症
で
あ
っ
た
が
症
状
を
克
服
し
た
、
と
そ
の
記
事

に
は
載
っ
て
い
る
。

さ
て
、
講
演
の
中
で
、
現
在
開
発
中
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ

ア
・
デ
イ
ジ
ー
の
紹
介
が
あ
っ
た
。
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・

デ
イ
ジ
ー
は
音
声
だ
け
で
は
な
く
、
音
声
と
同
時
に
テ
キ

ス
ト
と
画
像
が
シ
ン
ク
ロ
（
同
期
）
す
る
も
の
で
、
読
者

は
音
声
を
聞
き
な
が
ら
画
面
上
に
表
示
さ
れ
、
黄
色
く
ハ

イ
ラ
イ
ト
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
同
時
に
読
む
こ
と
が
で
き

る
。ま

た
絵
本
や
料
理
の
本
な
ど
の
場
合
に
は
、
一
緒
に
絵

や
写
真
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
く
一
字
一
字
指
で
指

し
な
が
ら
で
な
い
と
文
字
を
読
め
な
い
子
ど
も
が
い
る

が
、
そ
う
し
た
子
の
多
く
が
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
で
あ
り
、

読
み
に
何
ら
か
の
障
害
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
う
ま

い
に
も
関
わ
ら
ず
、
読
む
こ
と
・
書
く
こ
と
・
時
に
話
し

言
葉
・
数
的
処
理
に
困
難
を
伴
い
、
特
に
読
み
書
き
言
葉

に
関
し
て
、
一
つ
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
特
異
的
な
学
習

上
の
困
難
を
示
す
障
害
」
（
ロ
ン
ド
ン
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア

研
究
会
の
定
義

『
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
の
本
』

特
定
非

営
利
活
動
法
人
エ
ッ
ジ

一
九
九
九
よ
り
）
で
あ
り
、
失

読
症
と
か
難
読
症
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
学
習
障
害
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

こ
の
冊
子
に
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
のD

r

．T
o
r
i
l
F
a
g
e
r
h
e
i

m

が
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
の
家
族
に
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
傾
向
を

持
つ
者
が
染
色
体
の
ひ
と
つ
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
よ
り
発

症
す
る
と
い
う
こ
と
を
つ
き
止
め
ま
し
た
。
」
と
載
っ
て

い
る
の
で
、
遺
伝
的
な
傾
向
の
強
い
障
害
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
事
実
、
講
演
者
の
ハ
ン
マ
ル
ン
ド
氏
の
兄
弟

や
子
ど
も
の
う
ち
の
何
人
か
も
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
で
あ
る

と
い
う
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
協
会
に
は

五
千
人
の
会
員
が
い
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
全
体
で
は
五

一
万
人
の
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
が
存
在
す
る
と
予
測
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
協
会
で
は

世
界
人
口
の
五
％
か
ら
一
〇
％
が
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
を
も

つ
と
も
概
算
し
て
い
る
。

最
近
も
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
女
勇
気
の
告
白
「
級
友
に

笑
わ
れ
苦
し
ん
だ
子
ど
も
の
こ
ろ
」－

失
読
症
で
い
じ
め
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く
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
人
に
と
っ
て
こ
の
マ
ル
チ
メ
デ

ィ
ア
・
デ
イ
ジ
ー
は
大
き
な
福
音
と
な
る
に
違
い
な
い
。

講
演
者
の
ハ
ン
マ
ル
ン
ド
氏
が
子
ど
も
の
頃
、
教
科
書
を

う
ま
く
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

母
親
が
教
科
書
の
文
章
を
指
で
指
し
な

が
ら
声
に
出
し
て
読
ん
で
く
れ
た
と
い

う
話
を
さ
れ
、
「
デ
イ
ジ
ー
が
で
き
る

ま
で
、
母
が
私
の
デ
イ
ジ
ー
で
し
た
。
」
と
述
べ
、
笑
い

と
感
動
を
誘
っ
た
。
ハ
ン
マ
ル
ン
ド
氏
は
デ
ィ
ス
レ
ク
シ

ア
で
あ
る
た
め
に
公
表
さ
れ
た
論
文
は
な
い
と
主
催
者
が

紹
介
し
た
が
、
講
演
は
ゆ
っ
く
り
落
ち
着
い
た
話
し
ぶ
り

で
非
常
に
論
理
的
で
あ
っ
た
。

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
イ
ジ
ー
は
デ
イ
ジ
ー
同
様
、
音

声
の
読
む
ス
ピ
ー
ド
を
速
く
し
た
り
遅
く
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
他
に
、
画
面
上
の
文
字
の
大
き
さ
を
大
き
く

す
る
こ
と
も
で
き
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
二
〇
ポ
イ
ン
ト
程
度
の

文
字
が
画
面
に
表
示
さ
れ
る
の
で
、
小
さ
い
文
字
で
は
読

め
な
い
弱
視
者
や
高
齢
者
に
も
読
め
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。ま

た
、
テ
キ
ス
ト
は
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
に
よ
っ
て
点

字
で
も
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
、
音
声
と
点
字
で
同
時
に

読
む
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
現
在
は
話
し
手
が
し
ゃ
べ

っ
て
い
る
映
像
と
声
を
シ
ン
ク
ロ
さ
せ
る
も
の
も
開
発
中

で
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
（
つ
ま
り
字
幕
付
き
の
映
画

に
近
い
）
こ
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
イ
ジ
ー
図
書
は
視

覚
的
な
要
因
か
ら
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
人
だ
け
で
は
な

く
、
学
習
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
な
ど
、
広
範
囲

の
読
む
こ
と
に
障
害
を
抱
え
て
い
る
人
に
と
っ
て
有
効
で

あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

会
場
の
質
問
で
も
出
て
い
た
が
、
今
回
の
講
演
で
は
認

知
障
害
者
や
知
的
障
害
者
の
デ
イ
ジ
ー
の
利
用
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
残
念
だ
っ
た
。
こ

こ
ま
で
技
術
が
進
歩
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
を

読
ん
で
く
れ
る
話
し
手
の
映
像
を
自
由
に
選
択
で
き
て
、

あ
た
か
も
そ
の
人
が
話
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
っ
た
。
日
頃
貸
出
に
行
っ
て

い
る
授
産
施
設
で
働
い
て
い
る
知
的
障
害
の
人
の
中
に

は
、
以
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
竹
野
内
豊
や
キ
ム
タ
ク
の

大
フ
ァ
ン
が
い
る
の
で
、
そ
の
お
話
を
あ
た
か
も
竹
野
内

豊
や
キ
ム
タ
ク
が
話
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
た

ら
ど
ん
な
に
楽
し
く
か
つ
真
剣
に
聞
け
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、
実
在
の
人
で
は
な
く
て
、
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
が
算
数
の

教
科
書
を
、
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
が
英
語
の
教
科
書
を
読
ん

で
く
れ
た
り
、
あ
る
い
は
一
七
条
憲
法
に
つ
い
て
聖
徳
太

子
が
話
し
て
く
れ
た
ら
…
…
等
々
想
像
は
膨
ら
む
ば
か
り

で
あ
る
。

（
以
下
次
号
）
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東
洋
医
学
に
つ
い
て
（
七
）

小
池
上

惇

七

証

証
と
は
、
診
断
的
、
治
療
的
に
あ
る
意
味
を
持
っ
た
一

連
の
症
候
群
で
、
診
断
の
結
論
、
治
療
法
な
ど
を
示
す
も

の
で
す
。

つ
ま
り
、
診
断
に
よ
っ
て
選
ら
れ
た
情
報
の
う
ち
患
者

の
体
質
、
病
因
、
病
に
対
す
る
抵
抗
力
、
症
状
な
ど
に
よ

り
患
者
の
全
体
像
を
把
握
し
、
治
療
法
を
も
示
す
た
め
の

も
の
で
す
。

証
に
は
、
八
綱
病
証
、
気
・
血
・
津
液
の
病
証
、
臓
腑

病
証
、
経
絡
病
証
、
三
陰
三
陽
病
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

（
一
）

八
綱
病
証

八
綱
と
は
、
陰
陽
、
表
裏
、
寒
熱
、
虚
実
の
こ
と
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
心
身
の
ひ
ず
み
を
捉
え
た
も
の
が
八
綱
病

証
で
す
。

表
裏
は
病
の
位
置
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、
寒
熱
は
病
気

の
性
質
・
状
態
、
虚
実
は
病
気
に
対
す
る
抵
抗
力
や
病
因

の
強
さ
を
表
す
も
の
で
す
。
陰
陽
は
表
裏
、
寒
熱
、
虚
実

を
総
合
し
た
も
の
で
、
総
綱
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ア

表
証
と
裏
証

①

表

証

病
が
体
表
近
く
に
存
在
す
る
も
の
。
主
な
症
状

は
、
悪
寒
、
発
熱
、
頭
痛
、
関
節
痛
な
ど
で
す
。

②

裏

証

病
気
が
体
の
深
部
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、

臓
腑
機
能
の
失
調
を
伴
っ
て
い
ま
す
。
主
な
症
状

は
、
腹
痛
、
下
痢
、
便
秘
な
ど
で
す
。

③

半
表
半
裏
証

病
が
表
と
裏
の
間
に
あ
る
も
の
で
す
。
主
な
症
状

は
、
往
来
寒
熱
、
胸
脇
苦
満
、
目
ま
い
、
口
渇
な

ど
で
す
。
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イ

寒
証
と
熱
証

①

寒

証

寒
邪
の
侵
襲
に
よ
る
も
の
と
陽
気
の
不
足
に
よ
る

も
の
と
が
あ
り
ま
す
。
主
な
症
状
は
悪
寒
、
悪

風
、
顔
面
蒼
白
、
四
肢
厥
冷
、
多
尿
、
下
痢
、
暖

か
い
も
の
を
好
む
な
ど
で
す
。

②

熱

証

熱
邪
の
侵
襲
に
よ
る
も
の
と
陰
虚
に
よ
る
も
の
と

が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
陰
が
衰
え
た
た
め
に
相

対
的
に
陽
が
強
く
な
っ
た
状
態
で
す
。
主
な
症
状

に
は
、
発
熱
、
口
渇
、
顔
面
紅
潮
、
冷
た
い
も
の

を
好
む
、
尿
量
減
少
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ウ

虚
証
と
実
証

①

虚

証

体
の
抵
抗
力
が
衰
え
た
状
態
で
、
多
く
は
内
傷
病

で
見
ら
れ
ま
す
。
東
洋
医
学
で
は
、
抵
抗
力
の
衰

え
る
こ
と
を
正
気
の
衰
退
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
体
質
虚
弱
、
疾
病
の
長
期
化
、
出
血
な
ど
に
見

ら
れ
ま
す
。

②

実

証

外
邪
の
侵
入
、
あ
る
い
は
病
的
産
物
の
蓄
積
に
よ

っ
て
起
こ
る
も
の
で
、
一
般
に
機
能
の
亢
進
し
た

状
態
を
示
し
、
比
較
的
激
し
い
症
状
を
表
し
ま

す
。

エ

陰
証
と
陽
証

①

陰

証

陰
証
と
は
、
裏
・
寒
・
虚
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、

主
な
症
状
は
顔
面
蒼
白
、
声
に
力
が
な
い
、
体
が

冷
え
る
、
尿
量
が
多
い
、
下
痢
な
ど
で
す
。

②

陽

証

陽
証
と
は
、
表
・
熱
・
実
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、

主
な
症
状
は
顔
面
紅
潮
、
声
に
力
が
あ
り
、
元

気
、
体
が
火
照
る
、
尿
量
が
少
な
い
、
便
秘
な
ど

で
す
。
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（
二
）

気
・
血
・
津
液
の
病
証

ア

気
の
病
証

気
の
病
証
に
は
、
気
が
不
足
す
る
気
虚
と
、
気
の
流
れ

が
滞
る
気
滞
が
あ
り
ま
す
。

①

気

虚

気
の
不
足
に
よ
っ
て
臓
腑
の
機
能
が
低
下
し
た
状

態
で
す
。
主
な
症
状
は
倦
怠
感
、
疲
労
、
声
に
力

が
な
い
、
息
切
れ
な
ど
で
す
。

②

気

滞

気
の
停
滞
に
よ
る
も
の
で
、
感
情
の
抑
制
や
ス
ト

レ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
主
な
症
状
は

激
し
い
疼
痛
、
精
神
不
安
定
、
腹
部
膨
満
感
な
ど

で
す
。

イ

血
の
病
証

血
の
病
証
に
は
、
血
虚
と
お
血
が
あ
り
ま
す
。

①

血

虚

血
の
不
足
に
よ
っ
て
血
の
滋
養
作
用
が
低
下
し
た

状
態
で
、
現
代
医
学
の
貧
血
に
当
た
り
ま
す
。
主

な
症
状
は
、
顔
面
蒼
白
、
唇
や
爪
の
色
が
薄
い
、

目
ま
い
、
不
眠
、
手
足
の
し
び
れ
な
ど
で
す
。

②

お

血

血
の
滞
り
や
出
血
な
ど
に
よ
る
も
の
で
、
主
な
症

状
は
、
疼
痛
、
出
血
傾
向
、
チ
ア
ノ
ー
ゼ
、
口
乾

な
ど
で
す
。

ウ

津
液
の
病
証

こ
れ
に
は
、
津
傷
と
水
滞
が
あ
り
ま
す
。
津
傷
は
脱
水

症
、
水
滞
は
余
分
な
津
液
が
停
滞
し
た
も
の
で
、
浮
腫
や

水
腫
な
ど
に
当
た
り
ま
す
。

次
回
は
東
洋
医
学
の
診
断
法
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。



－ ７ －

点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
十
九
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

【
前
回
で
は
、
〈
六
点
漢
字
〉
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
し

た
。〈

六
点
漢
字
〉
は
、
私
た
ち
が
使
用
し
、
本
会
の
活
動

の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
〈
漢
点
字
〉
と
並
ん
で
、
現
在

「
二
つ
の
点
字
の
漢
字
体
系
」
と
し
て
流
布
さ
れ
て
い
る

も
の
で
す
。
そ
れ
が
私
に
知
ら
れ
る
限
り
で
、
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
考
え

ま
し
た
。

前
回
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
六
点
漢
字
〉
と
呼
ば
れ
る
点

字
符
号
の
体
系
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
キ
ー
ボ
ー
ド
か

ら
直
接
に
入
力
し
て
、
墨
字
の
文
字
を
出
力
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
創
案
者
は
元
筑
波

 
七 

点
字
の
漢
字
に
は
二
つ
の
体
系
が
あ
る
？
（
承
前
）

大
学
附
属
盲
学
校
理
療
科
教
諭
の
長
谷
川
貞
夫
氏
で
す
。

こ
れ
ま
で
視
覚
障
害
者
が
独
力
で
は
な
し
得
な
か
っ
た

の
が
、
「
墨
字
を
書
く
」
こ
と
で
し
た
。
視
覚
障
害
者
が

「
文
字
（
墨
字
）
」
を
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
書
名

で
あ
れ
、
文
章
で
あ
れ
、
「
代
筆
」
の
形
で
、
必
ず
晴
眼

者
の
力
を
お
借
り
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

現
在
で
も
そ
れ
は
け
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
で
も
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
く
な
り
ま
し

た
。
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
そ
れ
を
音
声
化

す
る
技
術
の
登
場
で
、
普
通
に
キ
ー
を
操
作
す
る
こ
と

で
、
ほ
ん
の
僅
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、
実
現
さ
れ
た
の
で

す
。長

谷
川
氏
が
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
注
目
し
て
、
自

ら
墨
字
が
書
け
な
い
か
と
研
究
を
始
め
ら
れ
た
の
は
、
い

わ
ゆ
る
パ
ソ
コ
ン
が
世
に
出
る
よ
り
早
い
時
期
の
こ
と
で

し
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
発
達
は
目
覚
ま
し
く
、
氏
の

研
究
は
そ
の
追
い
風
に
乗
っ
て
、
着
々
と
実
を
結
ん
で
行

き
ま
し
た
。

氏
の
研
究
に
は
課
題
が
二
つ
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
キ
ー
ボ
ー
ド
に
点
字
の
パ
タ
ー
ン
を
入

力
し
て
、
墨
字
を
出
力
さ
せ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
で

し
た
。
今
日
私
た
ち
が
使
用
し
て
い
る
ロ
ー
マ
字
、
あ
る

い
は
カ
ナ
文
字
の
入
力
か
ら
漢
字
を
選
択
す
る
た
め
の
フ
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ロ
ン
ト
・
エ
ン
ド
・
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
（Ｆ

Ｅ
Ｐ

）
に
相
当

す
る
、
キ
ー
ボ
ー
ド
か
ら
入
力
さ
れ
た
一
連
の
符
号
を
、

即
時
に
一
つ
の
漢
字
に
変
換
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
必
要

で
し
た
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
は
、
複
数
の
キ
ー
が
同
時
に
押
さ

れ
た
時
の
信
号
を
処
理
す
る
こ
と
は
、
本
来
想
定
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
何
故
か
六
つ
の
キ
ー
の
組
み
合
わ

せ
を
同
時
に
、
そ
れ
も
点
字
の
パ
タ
ー
ン
を
同
時
に
押
す

こ
と
で
、
カ
ナ
文
字
の
一
文
字
を
出
力
さ
せ
る
こ
と
に
成

功
し
た
の
で
し
た
。

も
う
一
つ
が
、
漢
字
の
入
力
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
現
在
私
た
ち
が
行
っ
て
い

る
漢
字
の
入
力
は
、
ロ
ー
マ
字
、
あ
る
い

は
カ
ナ
文
字
を
入
力
し
て
、Ｆ

Ｅ
Ｐ

の
機

能
に
よ
っ
て
、
そ
の
読
み
に
相
当
す
る
漢

字
を
選
択
す
る
方
式
で
す
。

こ
れ
は
ロ
ー
マ
字
変
換
、
あ
る
い
は
カ

ナ
文
字
変
換
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
氏
が
お
考
え
に
な
っ

た
の
は
、
そ
れ
と
は
ち
ょ
う
ど
反
対
の
方
式
で
し
た
。
キ

ー
入
力
の
時
点
で
漢
字
を
符
号
化
し
て
、
一
つ
の
符
号
を

一
つ
の
漢
字
に
当
て
て
、
変
換
す
る
方
式
で
す
。
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
は
、
文
字
を
、
全
て
コ
ー
ド
番
号
に
当
て
て
管

理
し
て
い
ま
す
の
で
、
結
果
的
に
は
、
漢
字
そ
の
も
の
に

当
て
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
漢
字
の
コ
ー
ド
に
当
て
る
こ

と
で
目
的
は
果
た
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
式
で

は
、
文
字
の
数
だ
け
入
力
用
の
符
号
を
用
意
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

漢
字
を
符
号
化
す
る
に
当
た
っ
て
、
氏
が
漢
字
の
特
徴

と
し
て
着
目
し
た
の
が
、
そ
の
「
読
み
」
で
し
た
。
漢
字

は
『
音
』
と
『
訓
』
と
い
う
二
つ
の
「
読
み
」
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
を
キ
ー
入
力
用
の
符
号
に
応
用
す
れ
ば
よ
い
、

と
お
考
え
を
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
〈
六
点
漢
字
〉

の
始
ま
り
で
す
。
】

六
点
漢
字

（
付
記
）

前
回
で
は
〈
六
点
漢
字
〉
を
、
左
の
よ
う
に
説
明
し
ま

し
た
。

《
（
略
）
こ
れ
ら
と
音
が
同
じ
漢
字
に
当
た
る
六
点
漢

字
は
、
頭
の
音
の
点
字
符
号
も
同
じ
と
な
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
見
当
が
付
き
ま
す
。
（
略
）
こ
の
こ
と
か

ら
、
六
点
漢
字
の
符
号
は
三
つ
の
マ
ス
で
構
成
さ
れ
て
い

て
、
前
二
つ
が
〈
音
〉
を
、
後
ろ
の
一
つ
が
〈
訓
〉
の
頭

の
音
一
つ
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
》

〈
六
点
漢
字
〉
の
構
造
の
原
則
は
以
上
で
す
。
し
か
し

こ
れ
で
は
符
号
の
数
が
大
幅
に
不
足
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
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原
則
を
拡
大
し
て
、
一
つ
の
音
を
幾
つ
か
の
符
号
に
当

て
、
訓
に
当
た
る
符
号
に
も
工
夫
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

《
（
略
）
音
も
訓
も
同
じ
と
い
う
漢
字
も
存
在
す
る
は

ず
で
す
。

例
を
挙
げ
て
見
ま
し
ょ
う
。
「
観
、
看
、
監
」
と
い
う

三
つ
の
漢
字
は
、
総
て
音
が
『
カ
ン
』
、
訓
が
『
ミ
ル
』

で
す
。
こ
の
訓
の
『
ミ
ル
』
と
い
う
和
語
の
範
疇
が
広

く
、
表
記
上
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
（
略
）

（
観
・

、
看
・

、
監
・

）

こ
こ
で
分
か
る
こ
と
は
、
『
カ
ン
』
と
い
う
音
は
大
変

沢
山
あ
る
た
め
、
点
字
符
号
が
「

、

」
と
二
つ

用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
〈
観
〉
と
〈
看
〉

の
訓
に
当
た
る
点
字
符
号
が
「

ニ
」
と
「

ナ
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
見
た
だ
け
で
は
、
そ
の
理
由

を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
こ
と
で
す
。

〈
監
〉
の
訓
の
符
号
「

ラ
」
だ
け
が
、
辛
う
じ
て
部

首
の
「
皿
（
サ
ラ
）
」
に
由
来
し
て
い
る
の
か
な
、
と
思

わ
さ
れ
る
だ
け
で
す
。
》

こ
れ
で
、
〈
六
点
漢
字
〉
の
構
成
が
、
漢
字
の
『
音
』

と
『
訓
』
の
読
み
、
そ
れ
も
頭
の
一
音
を
採
っ
て
組
み
合

わ
せ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
で
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
、

『
音
』
の
符
号
は
、
同
音
の
符
号
を
増
や
す
こ
と
で
、

『
訓
』
の
符
号
は
、
別
の
概
念
を
持
ち
込
ん
で
、
新
た
な

符
号
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
来
ま
し
た
。

新
た
な
符
号
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

右
の
例
の
「
観
・
看
・
監
」
の
三
つ
の
漢
字
を
見
て
み

ま
す
と
、
「
観
、

」
「
看
、

」
「
監
、

」
で
し
た
。
「

、

」
の
符
号
は
何
れ
も

『
カ
ン
』
の
音
を
表
す
符
号
で
、
「
寛
、

」
の

「

」
と
と
も
に
、
三
つ
の
符
号
で
『
カ
ン
』
と
い
う

音
を
表
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
訓
の
位
置
に
あ
る
「

・

ニ
、

・
ナ
、

・
ラ
」
は
、
何
を
表
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
？

先
に
「

・
ラ
」
は
「
監
」
に
含
ま
れ
て
い
る
部
首
の

「
皿
」
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
「
寛
、

」
の
「

ウ
」
は
「
ウ
冠
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
書
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
正
解
の
よ
う
で
、
こ
の
度
、
「
観
」
の
「

・
ニ
」
は
「
見
」
、
「
看
」
の
「

・
ナ
」
は
「
目
」
を

表
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
『
訓
』
を

符
号
と
し
て
使
え
な
い
場
合
に
は
、
『
部
首
』
を
符
号
化

す
る
の
で
す
。
こ
れ
を
〈
部
首
符
号
〉
と
呼
ん
で
い
ま

す
。（

以
上
、
〈
六
点
漢
字
〉
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
他
の

資
料
に
譲
り
ま
す
。
）
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点
字
の
漢
字
の
二
つ
の
体
系

①
「
点
字
の
漢
字
」
が
何
故
二
つ
？

「
二
つ
の
点
字
の
漢
字
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め

た
の
は
、
何
時
頃
か
ら
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

私
が
漢
点
字
に
出
会
っ
た
の
は
、
一
九
七
八
年
で
、
通

信
教
育
を
終
了
し
た
の
が
一
九
七
九
年
で
し
た
。
当
時
は

特
に
迷
い
も
な
く
漢
点
字
を
学
習
し
て
、
早
く
漢
字
の
世

界
に
触
れ
た
い
と
、
勉
強
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
し

た
の
で
、
ま
だ
こ
の
よ
う
な
言
わ
れ
方
は
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

漢
点
字
の
周
辺
の
出
来
事
で
私
に
最
も
印
象
的
だ
っ
た

の
は
、
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、
視
覚
障
害
者
の
漢
字
へ
の

関
心
が
急
速
に
高
ま
っ
た
こ
と
で
し
た
。

各
点
字
の
出
版
社
で
は
、
雑
誌
に
「
漢
字
」
の
特
集
を

組
ん
だ
り
、
「
漢
字
」
の
解
説
書
を
出
版
し

た
り
と
い
う
動
き
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

毎
日
新
聞
社
で
も
、
点
字
毎
日
誌
上
に
、

「
漢
字
」
を
紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
を
設
け
た

り
、
触
知
用
の
点
線
で
表
さ
れ
た
「
盲
人
の

た
め
の
漢
字
学
習
事
典
」
（
志
村
喬
編
、
一
九
八
二
年
、

全
一
八
巻
）
が
発
行
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
当
時
の
視
覚

障
害
者
の
漢
字
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
、
各

誌
、
各
社
で
、
多
方
面
か
ら
の
企
画
が
提
出
さ
れ
、
漢
字

の
学
習
者
を
後
押
し
し
ま
し
た
。
漢
点
字
を
学
習
し
て
漢

字
の
世
界
に
入
ろ
う
と
希
望
す
る
人
も
沢
山
現
れ
て
、
川

上
先
生
の
睡
眠
時
間
が
通
信
教
育
へ
の
対
応
で
、
ど
ん
ど

ん
減
少
し
て
い
る
と
お
聞
き
し
た
も
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
熱
も
急
激
に
冷
え
て
行
き
ま
し
た
。
そ

の
理
由
は
色
々
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
に
は
、
左
の
四

点
に
集
約
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

イ
．
文
字
の
独
習
は
、
大
変
困
難
で
あ
る
。
我
が
国

の
、
ま
た
世
界
の
識
字
の
歴
史
か
ら
も
、
文
字
は
、

初
等
教
育
の
学
習
が
肝
要
で
あ
っ
て
、
成
人
に
な
る

ま
で
漢
字
に
触
れ
た
こ
と
の
な
い
人
の
独
習
に
は
、

そ
の
困
難
を
克
服
す
る
、
更
に
手
厚
い
サ
ポ
ー
ト
が

必
要
で
あ
っ
た
。

ロ
．
盲
学
校
、
点
字
図
書
館
、
点
字
図
書
出
版
社
等

の
、
視
覚
障
害
者
向
け
の
点
字
に
よ
る
文
字
情
報
の

発
信
者
が
、
公
式
に
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
視
覚

障
害
者
に
と
っ
て
の
、
漢
字
の
知
識
の
必
要
性
を
認

め
て
い
な
い
。

ハ
．
漢
字
習
得
の
ニ
ー
ズ
は
高
ま
っ
た
が
、
漢
点
字
ば
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か
り
で
な
く
、
墨
字
の
パ
タ
ー
ン
の
学
習
で
事
足

り
る
と
い
う
言
説
が
流
布
さ
れ
て
、
触
読
文
字
へ

の
関
心
が
拡
散
し
た
。
そ
の
た
め
に
『
読
む
』
こ

と
の
重
用
さ
が
忘
れ
去
ら
れ
て
、
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

ニ
．
漢
点
字
使
用
者
か
ら
の
、
漢
点
字
の
有
要
性
のＰ

Ｒ

が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
独
力
の
学
習
に
失
敗
し

た
人
た
ち
へ
の
ケ
ア
も
不
十
分
で
あ
っ
た
。

八
〇
年
代
の
漢
字
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
間
違
い
な

く
漢
点
字
の
出
現
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
す
。
漢
字
の
学

習
そ
れ
自
体
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
視
覚
障
害
者
の
前
に
、

漢
点
字
が
そ
の
扉
を
開
い
て
く
れ
た
の
で
す
。
初
め
て

〈
漢
字
〉
を
指
に
触
れ
て
読
む
こ
と
が
で
き
た
時
、
皆
、

驚
き
と
感
動
に
震
撼
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
何
故
盲
学
校
や
点
字
図
書
館
が
漢
字
の
教
育

と
資
料
の
作
成
に
背
を
向
け
て
い
る
の
か
、
大
き
な
謎
で

す
。そ

の
よ
う
な
八
〇
年
代
に
、
〈
漢
点
字
〉
と
並
ん
で
、

〈
六
点
漢
字
〉
が
「
漢
字
の
点
字
」
と
し
て
脚
光
を
浴
び

る
よ
う
に
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。

一
昨
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
、
漢
点
字
使
用
者
の
有
志

が
、
漢
点
字
の
公
的
な
認
知
を
求
め
て
、
当
時
の
文
部
省

を
訪
れ
て
陳
情
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
際
に
も
、
文
部
大
臣
を
始
め
担
当
係
官
の
方
々
か

ら
、
異
口
同
音
に
こ
の
「
二
つ
の
点
字
の
漢
字
」
の
並
存

に
つ
い
て
質
さ
れ
ま
し
た
。
「
両
者
は
何
故
融
合
で
き
な

い
の
か
？
話
し
合
い
は
し
て
い
な
い
の
か
？
点
字
の
漢
字

が
二
つ
あ
る
の
で
は
、
公
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
か
を
採
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

残
念
な
が
ら
有
効
な
答
を
示
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
何
故
で
き
な
か
っ
た
の
か
？
こ
の
こ
と
は
私
た
ち

漢
点
字
使
用
者
に
と
っ
て
も
最
も
大
き
な
課
題
で
す
が
、

視
覚
障
害
者
全
体
に
と
っ
て
も
、
解
決
が
急
が
れ
る
問
題

で
あ
る
と
、
私
に
は
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

本
稿
で
は
こ
の
「
二
つ
の
点
字
の
漢
字
の
体
系
」
と
呼

ば
れ
る
〈
漢
点
字
〉
と
〈
六
点
漢
字
〉
を
、
比
較
・
対
照

し
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

［
次
回
は
〈
文
字
〉
の
概
念
に
照
ら
し
て
、
〈
漢
点

字
〉
と
〈
六
点
漢
字
〉
の
位
置
付
け
を
考
え
ま
す
。
］

（
続
く
）
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ご
報
告
と
ご
案
内

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
参
加
し
ま
し
た

去
る
十
一
月
二
十
三
日
（
土
、
勤
労
感
謝
の
日
）
、
横

浜
市
社
会
福
祉
協
議
会
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
会
の
主
催
で

催
さ
れ
た
「
横
浜
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

に
参
加
し
ま
し
た
。

本
会
は
、
一
九
九
六
年
に
現
在
の
体
制
で
活
動
を
始
め

ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
一
般
の
皆
様
に
そ
の
の
成

果
を
ご
覧
い
た
だ
く
の
は
初
め
て
で
す
。
ご
来
場
の
お
客

様
に
は
、
多
く
の
ご
関
心
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
た
も
の
と

存
じ
ま
す
。
内
容
は
左
の
通
り
で
す
。

①
パ
ネ
ル
展
示
：
漢
点
字
の
構
成
と
本
会
の
活
動
を
、

八
枚
の
ポ
ス
タ
ー
に
ま
と
め
て
展
示
し
ま
し
た
。
本

会
の
活
動
の
あ
ら
ま
し
が
一
目
で
お
分
か
り
い
た
だ

け
る
よ
う
、
工
夫
し
ま
し
た
。

②
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
製
：
漢
点
字
の
あ
ら
ま
し
と
、

本
会
の
活
動
の
理
念
を
、
Ａ
四
判
二
つ
折
り
の
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
に
ま
と
め
て
、
お
客
様
に
お
持
ち
帰
り
い

た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
内
容
の
一
部
を
、
こ
こ
に
資
料
と
し
て
転
載
致
し

ま
す
。
ご
精
読
下
さ
い
。

③
漢
点
字
・
体
験
コ
ー
ナ
ー
：
本
会
の
活
動
の
根
幹
で

あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
漢
点
字
訳
を
、
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
の
た
め
に
開
発
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で

体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

点字盤で点字を打つ体験をしてもらいました。
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漢
点
字
訳
は
、
通
常
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
テ
キ
ス
ト
フ

ァ
イ
ル
を
作
製
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
漢
点
字
訳

の
活
動
で
は
そ
の
作
業
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
、
漢
点
字
へ
の
変
換
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る

か
、
ま
た
、
漢
点
字
が
ど
の
よ
う
な
点
字
で
あ
る
か
を
、

EIBRKWで仮名点字変換だけではなく漢点字変換も出来る操作方

法を説明している様子です。(驚かれ大変興味を示されました)

ご
自
身
の
手
で
・
目
で
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と

し
ま
し
た
。

キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
い
て
普
通
に
文
字
を
入
力
す
る
こ
と

で
、
漢
点
字
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
、
皆
様
は
大
変
驚
い

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
お
立
ち
寄
り
の
皆
様
に
は
、
キ
ー
ボ

ー
ド
を
打
ち
な
が
ら
、
漢
点
字
が
、
あ
な
が
ち
遠
い
存
在

で
な
い
こ
と
を
、
肌
で
感
じ
て
い
た
だ
け
た
も
の
と
存
じ

ま
す
。

今
後
も
機
会
を
捕
ら
え
て
は
、
漢
点
字
の
存
在
を
、
社

会
へ
発
信
し
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

［
資
料

「
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
用
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」
よ
り
］

漢
点
字
を
め
ぐ
る
現
況

〈
漢
点
字
〉
は
、
一
九
六
九
年
、
今
か
ら
三
〇
年
余
り
前

に
、
当
時
大
阪
府
立
盲
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
た
故

川
上
泰
一
先
生
が
創
案
し
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の

日
本
語
の
点
字
は
カ
ナ
文
字
だ
け
で
、
漢
字
が
な
い
ば
か
り

か
、
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
の
区
別
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

川
上
先
生
の
ご
尽
力
に
も
関
わ
ら
ず
、
視
覚
障
害
者
の
教

育
機
関
で
あ
る
盲
学
校
で
は
、
そ
れ
ま
で
と
同
様
、
現
在
も

漢
字
の
教
育
に
前
向
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
漢
点
字
と
い
う

触
読
用
の
漢
字
を
取
り
上
げ
よ
う
と
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
世
界
の
各
地
で
行
わ
れ
て
来
た
『
識
字
』
の
運
動
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 は
、
公
教
育
制
度
の
確
立
に
支
え
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
現
在
も
国

連
、
ユ
ネ
ス
コ
、
ユ
ニ
セ
フ
等
の
国
際
機
関
、
各
国
の
政
府
機
関
、
Ｎ
Ｇ

Ｏ
等
の
非
政
府
組
織
や
個
人
が
、
公
教
育
を
通
し
て
、『
識
字
』
の

充
実
を
図
ろ
う
と
努
力
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
一
般
的
に
、
世

界
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
し
て
、『
識
字
』
が
、
基
本
的
な
〈
人
権
〉
で
あ

り
、『
生
存
権
』
の
核
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
一
人
日
本
の
先
天
の
視
覚
障
害
者
だ
け
が
、
現

在
も
『
非
識
字
』
を
常
態
と
し
て
取
り
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
皆

さ
ま
の
注
意
を
向
け
て
い
た
だ
く
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ま
す
。

そ
し
て
、
先
天
の
視
覚
障
害
の
児
童
・
生
徒
へ
の
漢
点
字
教
育

と
、
社
会
人
で
あ
る
成
人
の
皆
さ
ま
へ
の『
識
字
』
の
振
興
に
、
広
い

ご
理
解
と
、
具
体
的
な
取
り
組
み
を
希
望
し
て
止
み
ま
せ
ん
。

入
力
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
完
成
し
ま
し
た

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
ユ
ー
ザ
ー
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
お
使
い

下
さ
ろ
う
と
お
考
え
の
皆
様
に
、
大
変
お
待
た
せ
致
し
ま
し

た
が
、
入
力
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
完
成
し
ま
し
た
。

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

は
、
本
会
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
漢
点
字
訳
の

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
す
。
墨
字
の
文
書
を
、
自
動
的
に
漢
点
字

の
文
書
に
変
換
し
て
、
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
に
打
ち
出
し
た

り
、
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
表
示
さ
せ
た
り
す
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
す
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
一
般
の
墨
字
の
文
書
を
、
そ
の
ま

 
ま
触
読
用
の
点
字
（
漢
点
字
）
の
文
書
に
変
換
し
た
だ
け

で
は
充
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
触
読
に
適
し
た
漢
点
字
の
文
書
に
変
換
で
き

る
よ
う
、
一
つ
の
方
式
に
従
っ
た
入
力
法
が
必
要
と
考
え

て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
製
に
踏
み
切
り
ま
し
た
。

既
に
本
誌
に
連
載
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
後
に
、
加

筆
と
訂
正
を
行
い
ま
し
た
。
ご
精
読
下
さ
い
。

新
年
会
を
行
い
ま
す

二
〇
〇
三
年
の
新
年
会
を
、
例
年
の
通
り
行
い
ま
す
。

時
間
と
場
所：

二
〇
〇
三
年
一
月
一
九
日
（
日
）

Ｐ
Ｍ
１
３
：
０
０

～Ｐ
Ｍ
１
５
：
０
０

ホ
テ
ル
・
リ
ッ
チ
・
地
下
「
力
車
」

（
横
浜
駅
西
口
三
分
）

お
近
く
の
皆
様
は
、
ご
参
席
下
さ
い
。

右
記
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

電
話：

〇
三
‐
三
六
一
三
‐
三
一
六
三
（
岡
田
）

F
A
X
：

〇
四
五
‐
八
〇
三
‐
九
三
二
九
（
木
下
）

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

（
岡
田
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

U
R
L
：

h
t
t
p
:
/
/
u
k
a
n
o
k
a
i
-
h
p
.
h
p
.
i
n
f
o
s
e
e
k
.
c
o
.
j
p
/

お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
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君

子

和

而

不

同
、
小

人

レ

ジ
テ

セ
ズ

同

而

不

和
。
（
子
路
十
三
‐
二
三
）

レ

（
君
子
は
調
和
す
る
が
雷
同
は
し
な
い
。
小
人
は
雷
同
す
る
が
調
和
は

し
な
い
。
）

ハ

シ

ハ

ス

君

子

上

達
、
小

人

下

達
。

（
憲
問
十
四
‐
二
四
）

か
た
つ

（
君
子
は
高
尚
な
こ
と
に
通
ず
る
が
、
小
人
は
下
賤
な
こ
と
に
通
ず

る
。
）孔

子
は
、
女
子
と
小
人
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
ま

す
。「

唯
女
子
與
小
人
、
爲
難
養
也
。
近
之
則
不
孫
。
遠
之
則
怨
。
」

（
陽
貨
十
七
‐
二
六
）

唯
だ
女
子
と
小
人
と
は
養
い
難
し
と
爲

す
。
こ
れ
を
近
づ
く
れ
ば
則
ち
不
孫
な
り
。
こ
れ
を
遠
ざ
く
れ
ば

即
ち
怨
む
。
（
女
と
下
々
の
者
と
だ
け
は
扱
い
に
く
い
も
の
だ
。
近

づ
け
る
と
無
遠
慮
に
な
り
、
遠
ざ
け
る
と
怨
む
。
）

こ
れ
に
は
反
論
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
孔
子
も
女
性
と

小
人
に
は
手
を
焼
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

君

子
ハ

喩
リ

於

義

漢
文
の
ペ
ー
ジ

『
論
語
』
よ
り
、
君
子
と
小
人
に
つ
い
て
の
章
句
を
集
め
て
み
ま

し
た
。
い
ず
れ
も「
子
曰
」
に
続
く
言
葉
で
す
。

ハ

リ

ニ

ハ

ル

君

子

喩

於

義
、
小

人

喩

二

一

二

ニ

於

利
。

（
里
仁
第
四
‐
一
六
）

一

さ
と

（
君
子
は
正
義
に
明
る
く
、
小
人
は
利
益
に
明
る
い
。
）

ハ

ラ
カ
ニ

タ
リ

ハ

エ
ニ

君

子

坦

蕩

蕩
。
小

人

長

タ
リ

戚

戚
。

（
述
而
第
七
‐
三
六
）

た
い
と
う
と
う

と
こ
し
な

せ
き
せ
き

（
君
子
は
平
安
で
の
び
の
び
し
て
い
る
が
、
小
人
は
い
つ
も
く
よ
く
よ
し

て
い
る
。
）

ハ

シ
テ

ゼ
ズ

ハ



－ １６ －

ニ、 小人ハ 喩ル 於

利ニ

君 子ハ 坦ラカニ 蕩 蕩

タリ。 小 人ハ 長ヘニ 戚 戚

タリ。

君子ハ 和シテ 而 不 同

ゼズ、 小 人ハ 同ジテ 而

不 和 セズ。

君 子ハ 上 達シ、 小 人ハ

下 達ス。

※漢文の訓読と通釈は、『論語』（金谷治訳注・岩波文庫）によりました。















編集後記
．．．．

表紙の絵を描いて頂いている岡稲子さんの絵が “赤とんぼの街づくり運
動大田区写生大会” で入選（赤とんぼ賞）したお知らせがありました。
「いいかげんに描いた絵で恥かしいのですが…」（岡さん談）お人柄が出
ているやさしい色合いの絵です。大田区のH.P.で、ご覧頂けます。
http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/eco/kantai/nyusen/nyusen.htm

表紙絵 岡 稲子
※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。

次回の発行は平成15年2月15日です。宇田川 幸子

－ ２３ －

ニコライ 堂 この 夜 遥 りかへり 鳴 る 鐘 の
よ ゆ

大 きあり 小 さきあり 小 さきあり 大 きあり
おお ち ち おお

北 原 白 秋

ニコライ堂とは明治二十四年に建てられた日本ハリスト正教会の本部
で神田駿河台にあります。
私はこの鐘の音を知らないのですが、この一首を読んだとき、頭上を
渡ってゆく鐘の音のおおきな響きを感じました。 夜を遥り返す程の
音は、響きあいながら天の高みへとあがってゆくのです。同じ言葉を
下の句でくり返すことによって豊かな鐘の音が心いっぱいにひろがる
ように思います。 聖夜とはこのような夜だと感じられるのです。

福 寿 草のかたき 莟 にこの 夕
つぼみ ゆうべ

息 ふきかけて ゐ る子 ど もはや
いき

島 木 赤 彦
し ま き あ か ひ こ

早春を告げて売られる福寿草は黄色の莟のほうが多いようです。今に
もひらきそうにふっくらとしているものも、かたい莟のものも、いか
にも春を感じさせます。その福寿草に子供がそっと息を吹きかけてい
るのです。春だよ暖かになったよ、と言うように。
子供は福寿草よりも春が待ち遠しいのでしょう。結句のはやにそれが

．．

表れています。難しいことは何も言わなくても、子供の姿を詠んでさ
わやかです。


