
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

２００３年 ６月１５日発行（隔月刊）

目 次

漢点字講習用テキスト (初級編 第１回－１) ・・・・・・・・・・Ⅰ

連載「点字から識字までの距離」（35）（山内 薫）・・・・・・・・１

支援費制度とガイドヘルパー制度（平瀬 徹）・・・・・・・・・・６

東洋医学について（10）（小池上 惇） ・・・・・・・・・・・・９

ご報告とご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

点字の読みづらさと漢点字の触読について（21）（岡田 健嗣）・・ 13

漢文のページ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

平野久美子と短歌鑑賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23



点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
三
五
）

山
内

薫

（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

千
葉
刑
務
所
見
学
記
（
二
）

今
回
の
千
葉
刑
務
所
見
学

の
参
加
者
十
三
名
は
す
べ
て

図
書

館

関
係

者

で
、

当
然

「
刑
務
所
図
書
館
」
に
関
心

の

あ
る

者

が
同

行

し
た

の

で
、
そ
の
一
番
の
関
心
事
は

受
刑
者
の
読
書
で
あ
っ
た
。

刑
務

所

側
で

も
事

前
に

「
施
設
の
し
お
り
」
の
他
に

「
千
葉
刑
務
所
蔵
書
数

平

成
十
五
年
三
月
二
十
四
日
現
在
」
と
い
う
刷
り
物
を
用
意
し
て

く
だ
さ
り
、
日
本
十
進
分
類
法
に
よ
る
十
分
類
の
そ
れ
ぞ
れ
の

冊
数
と
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
ま
で
、
カ
ラ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
で
打
ち

出
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

千葉刑務所入り口

－ １ －

そ
れ
に
よ
れ
ば
見
学
日
現
在
の
蔵
書
数
（
い
わ
ゆ
る
官
本
）

は
三
万
三
千
三
五
〇
冊
、
そ
の
他
に
外
国
語
図
書
が
八
九
六

冊
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

総
記

四
二
四
冊
、
哲
学

七
二
一
冊
、
歴
史

一
〇
九
二

冊
、
社
会
科
学

一
〇
九
五
冊
、
自
然
科
学

六
九
六
冊
、
工

学

三
九
七
冊
、
産
業

二
三
二
冊
、
芸
術

三
五
五
八
冊
、

語
学

七
二
九
冊
、
文
学

二
四
四
〇
六
冊
、

文
学
が
七
四
％
と
圧
倒
的
な
量
を
占
め
、
そ
れ
に
次
ぐ
芸
術

が
十
一
％
、
そ
の
他
は
す
べ
て
一
～
三
％
で
あ
る
。

一
方
、
外
国
語
図
書
の
内
訳
は

英
語

三
七
五
冊
、
ロ
シ
ア
語

十
一
冊
、
ペ
ル
シ
ャ
語

九
十
二
冊
、
ド
イ
ツ
語

二
十
冊
、
タ
イ
語

三
十
八
冊
、
タ

ガ
ロ
グ
語

二
十
八
冊
、
中
国
語

一
六
〇
冊
、
フ
ラ
ン
ス
語

八
十
三
冊
、
ウ
ル
ド
ウ
語

三
十
冊
、
韓
国
語

三
十
四
冊
、

ス
ペ
イ
ン
語

二
十
五
冊
と
、
非
常
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

で
い
る
。

千
葉
刑
務
所
に
は
「
処
遇
上
配
慮
を
必
要
と
す
る
外
国
人
」

は
い
な
い
が
、
日
本
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能

な
外
国
人
は
収
容
さ
れ
る
の
で
、
日
常
会
話
に
は
問
題
が
な
く

と
も
日
本
語
に
よ
る
読
書
は
困
難
と
い
う
外
国
人
の
た
め
に
こ

れ
ら
の
外
国
語
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
該
当
者

が
収
容
さ
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
だ
け
の
冊
数
で
は
と
て
も
足
り

な
い
の
で
、
府
中
刑
務
所
か
ら
借
り
て
い
る
と
い
う
。
（
一
）
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い
う
一
文
を
載
せ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
全
国
の
刑
務
所

及
び
府
中
刑
務
所
と
市
原
刑
務
所
の
蔵
書
冊
数
が
載
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
全
国
の
刑
務
所
（
支
所
を
含
む
）
、
少
年

刑
務
所
、
拘
置
所
（
支
所
を
含
む
）
、
一
九
一
施
設
の
平
成
四

年
三
月
三
十
一
日
現
在
の
蔵
書
数
は
一
〇
〇
万
冊
余
で
、
そ
の

内
芸
術
の
占
め
る
割
合
は
六
．
八
％
、
文
学
は
六
六
．
五
％
な

の
で
、
千
葉
刑
務
所
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
分
野
が
他
と
比
べ

て
い
か
に
多
い
か
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
同
時
期
の
府
中
刑
務

所
で
は
蔵
書
数
四
七
、
九
八
四
冊
の
内
、
芸
術
が
六
．
六
％
、

文
学
が
五
八
．
一
％
、
交
通
刑
務
所
と
も
い
わ
れ
る
市
原
刑
務

所
で
は
蔵
書
数
六
六
八
七
冊
の
内
、
芸
術
四
．
七
％
、
文
学
四

五
．
五
％
で
あ
る
。

千
葉
刑
務
所
の
蔵
書
に
芸
術
に
分
類
さ
れ
る
本
が
多
い
の
に

は
訳
が
あ
る
。
メ
モ
は
と
ら
な
い
で
頂
き
た
い
と
い
う
前
置
き

が
あ
っ
た
の
だ
が
、
今
年
度
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
か
ら
十
万

円
、
あ
る
篤
志
家
か
ら
三
十
万
円
の
本
を
買
う
た
め
の
寄
付
が

あ
り
、
一
般
の
本
屋
で
は
な
く
、
ブ
ッ
ク
・
オ
フ
へ
出
か
け
て

い
っ
て
、
大
量
に
マ
ン
ガ
本
を
購
入
し
た
こ
と
が
こ
の
芸
術

（
日
本
十
進
分
類
法
で
は
マ
ン
ガ
、
イ
ラ
ス
ト
は
芸
術
の
分
野

に
分
類
さ
れ
る
）
十
一
％
と
い
う
結
果
と
し
て
現
れ
て
い
る
の

だ
。さ

て
千
葉
刑
務
所
で
は
ど
の
よ
う
な
本
の
貸
出
を
行
っ
て
い

る
か
と
い
う
と
、
蔵
書
三
万
冊
の
内
、
一
万
冊
を
現
場
に
、
一

で
ご
紹
介
し
こ
の
見
学
の
発
端
と
も
な
っ
た
千
葉
刑
務
所
長
の

山
口
昭
夫
氏
の
「
受
刑
者
た
ち
の
読
書
」
（
『
図
書
館
雑
誌
』

二
〇
〇
二
年
十
月
号
）
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
全
国
の
刑
務
所
、
拘
置
所
に
は
約
三
、
五
〇
〇
人
の
来
日
外

国
人
が
収
容
さ
れ
て
い
る
。
外
国
語
の
図
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
矯

正
施
設
で
は
準
備
で
き
な
い
の
で
、
特
定
の
刑
務
所
に
保
管
し

て
全
国
に
貸
出
し
を
し
て
い
る
。
そ
の
セ
ン
タ
ー
が
府
中
刑
務

所
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
中
国
語
、
ペ
ル
シ
ャ
語
な

ど
の
需
要
の
多
い
図
書
の
ほ
か
に
、
ウ
ル
ド
ゥ
語
や
ア
ラ
ビ
ア

語
な
ど
合
計
三
万
冊
が
所
蔵
さ
れ
、
各
地
の
刑
務
所
か
ら
は
、

刑
務
所
間
専
用
回
線
に
よ
っ
て
注
文
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
外
国
語
図
書
目
録
が
備
え
ら
れ
て
い
る
が
、

特
定
書
物
の
閲
覧
申
し
込
み
に
応
じ
る
だ
け
の
体
制
が
で
き
て

い
な
い
の
で
、
例
え
ば
「
ペ
ル
シ
ャ
語
図
書
五
十
冊
」
の
よ
う

な
申
し
込
み
に
留
ま
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
」
ま
た

「
外
国
人
受
刑
者
の
場
合
は
読
書
傾
向
に
国
の
違
い
が
見
ら
れ

る
。
中
国
人
は
小
説
、
イ
ラ
ン
人
は
詩
集
な
ど
を
好
む
。
」
と

い
う
。
こ
の
こ
と
を
見
て
も
、
刑
務
所
の
中
で
は
読
書
と
い
う

行
為
が
か
な
り
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
ア
メ
リ
カ
の
刑
務
所
図
書
館
』
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｊ
・
コ

イ
ル
著

中
根
憲
一
訳

日
本
図
書
館
協
会

一
九
九
四
）
と

い
う
本
に
訳
者
の
中
根
さ
ん
が
「
日
本
の
刑
務
所
図
書
館
」
と
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万
冊
を
図
書
館
に
、
一
万
冊
を
次
に
出
す
本
と
し
て
用
意
し
て

い
る
。
蔵
書
は
各
工
場
へ
預
け
ら
れ
休
憩
時
間
な
ど
に
本
を
選

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
千
葉
刑
務
所
に
は
工
場
が
十
六
あ
り
、
木

工
が
一
、
印
刷
が
二
、
金
属
が
三
、
革
工
が
三
、
そ
の
他
が

六
、
窯
業
の
職
業
訓
練
用
が
一
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
人
あ
た

り
五
冊
～
七
冊
の
本
を
工
場
へ
預
け
る
。
例
え
ば
七
十
人
の
工

場
に
は
五
二
五
冊
の
本
が
届
け
ら
れ
る
。
本
は
三
十
五
冊
を
一

単
位
と
し
て
段
ボ
ー
ル
箱
二
箱
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
各
工
場

四
か
月
お
き
に
交
替
す
る
。
貸
出
冊
数
は
一
人
二
冊
ま
で
で
、

期
間
は
一
か
月
、
読
ん
で
し
ま
え
ば
そ
れ
を
返
し
、
週
ご
と
に

新
し
い
本
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
年
度
教
育
部
の
担
当

者
が
千
葉
市
立
図
書
館
に
団
体
貸
出
を
依
頼
し
た
が
、
そ
こ
で

は
断
ら
れ
、
千
葉
県
立
図
書
館
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
団
体
貸
出

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
県
立
図
書
館
か
ら
は

三
か
月
三
〇
〇
冊
の
本
を
借
り
て
官
本
と
共
に
受
刑
者
に
貸
出

し
て
い
る
。
団
体
貸
出
用
の
図
書
を
選
ぶ
の
は
担
当
の
刑
務
官

の
方
で
、
こ
の
活
動
が
認
め
ら
れ
て
特
別
昇
給
し
た
と
上
司
が

笑
い
な
が
ら
話
さ
れ
て
い
た
。

一
度
に
借
り
ら
れ
る
冊
数
は
官
本
は
三
冊
以
下
と
法
で
定
め

ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
千
葉
刑
務
所
で
は
二
冊
だ
が
、
そ
の
他
に

辞
書
事
典
類
、
教
典
、
参
考
図
書
な
ど
が
七
冊
ま
で
、
自
分
で

購
入
し
た
り
、
差
し
入
れ
ら
れ
た
私
本
を
三
冊
ま
で
手
元
に
置

け
る
の
で
、
合
計
十
二
冊
ま
で
舎
房
で
利
用
で
き
る
。

貸
出
の
手
続
き
は
ユ
ニ
ー
ク
で
、
幅
一
セ
ン
チ
ほ
ど
の
堅
い

ビ
ニ
ー
ル
紐
の
上
端
に
各
自
の
称
呼
番
号
が
書
い
て
あ
り
、
そ

の
紐
が
ま
と
め
て
箱
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
受
刑
者
は
借
り
た

い
本
の
中
に
自
分
の
番
号
が
書
い
て
あ
る
紐
を
挟
み
込
み
、
本

の
中
に
挟
ん
で
あ
る
貸
出
カ
ー
ド
に
舎
房
番
号
、
工
場
番
号
、

氏
名
（
こ
こ
に
は
称
呼
番
号
を
書
く
）
、
貸
与
日
を
記
入
す

る
。
そ
う
す
る
と
図
書
係
の
受
刑
者
が
自
分
の
舎
房
ま
で
そ
れ

を
運
ん
で
く
れ
る
。
千
葉
刑
務
所
で
は
個
人
の
名
前
と
い
う
も

の
は
な
く
、
本
の
貸
し
出
し
か
ら
点
呼
ま
で
、
す
べ
て
個
々
の

称
呼
番
号
が
個
人
を
表
す
唯
一
の
認
証
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ

っ
た
。

そ
の
部
屋
に
は
車
輪
の
付
い
た
裏
表
五
段
二
連
の
白
い
本
棚

が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
納
め
ら
れ
た
七
十
人
の
工
場
用
五
二
五

冊
の
う
ち
一
八
〇
冊
が
借
り
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
が
あ
っ

た
。
七
十
人
で
一
八
〇
冊
で
は
一
人
二
冊
を
越
え
て
し
ま
う

が
、
本
棚
の
隅
に
三
冊
借
り
ら
れ
る
よ
う
な
貼
り
紙
が
あ
っ
た

の
で
、
表
向
き
二
冊
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
が
三
冊
借

り
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
だ
っ
た
。
本
に
挟
ま
れ
た
貸
出
カ
ー

ド
を
見
る
と
や
は
り
小
説
が
よ
く
借
り
ら
れ
て
い
た
が
、
書
架

の
下
段
に
あ
っ
た
「
雑
誌
カ
タ
ロ
グ
一
九
九
八
年
版
」
を
見
て

み
る
と
、
表
の
十
数
人
分
は
一
杯
で
裏
に
も
貸
し
出
さ
れ
た
記

録
が
あ
り
、
非
常
に
よ
く
借
り
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
つ
ま
り
こ
の
カ
タ
ロ
グ
は
自
分
で
購
入
し
た
い
私
本
を
選
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ぶ
た
め
の
不
可
欠
の
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
他
、
出
版
社
の
出
版
目
録
も
よ
く
借
り
ら
れ
て
お
り
、
図
書

選
択
に
こ
の
よ
う
な
目
録
類
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
伺
え
る
。

書
架
の
脇
に
箱
が
あ
り
こ
れ
か
ら
貸
し
出
さ
れ

る
黄
色
い
ビ
ニ
ー
ル
紐
の
挟
ま
れ
た
本
が
積
ま

れ
て
い
た
。
あ
る
舎
房
へ
届
け
ら
れ
る
一
山
を

見
る
と
、
二
十
冊
ほ
ど
の
内
「
ゴ
ル
ゴ1

3

」
が

十
冊
、
そ
の
他
の
マ
ン
ガ
が
三
冊
あ
り
、
マ
ン

ガ
が
と
て
も
人
気
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
ほ
ど
の
二
連
の

書
架
に
は
一
冊
し
か
マ
ン
ガ
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、

同
じ
箱
の
中
に
病
舎
と
書
か
れ
た
付
票
の
あ
る
山
が
あ
っ
た
の

で
聞
い
て
み
た
が
、
現
在
病
舎
で
療
養
し
て
い
る
受
刑
者
が
十

三
人
お
り
、
そ
の
内
の
何
人
か
が
利
用
す
る
本
だ
と
い
う
。
そ

の
山
を
見
る
と
瀬
戸
内
寂
聴
の
比
較
的
新
し
い
本
が
一
番
上
に

な
っ
て
い
た
。
病
舎
の
人
は
読
書
時
間
が
長
い
の
で
二
冊
以
上

の
貸
出
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
聞
い
て
み
た
が
、
そ
う
い
う
優

遇
措
置
は
と
っ
て
お
ら
ず
、
病
舎
の
人
の
読
書
時
間
は
午
前
、

午
後
、
夜
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
と
決
め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ

っ
た
。

刑
務
所
で
は
本
へ
の
書
き
込
み
に
非
常
に
気
を
遣
っ
て
お

り
、
閉
架
書
庫
か
ら
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
ア
ラ
ビ
ア
語
の
本
を

持
っ
て
き
て
見
せ
て
く
れ
た
が
、
書
き
込
み
の
あ
る
と
こ
ろ
は

全
て
黒
い
マ
ジ
ッ
ク
で
消
さ
れ
て
い
た
。
図
書
係
の
仕
事
も
返

却
さ
れ
た
本
を
点
検
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
ろ
う
。
刑
務
官

は
、
暴
力
団
関
係
者
が
他
の
暴
力
団
の
批
判
を
書
き
込
み
し
、

い
ざ
こ
ざ
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
例
を
引
い
て
お
ら
れ

た
。書

き
込
み
を
点
検
し
た
り
舎
房
へ
本
を
届
け
た
り
す
る
こ
の

図
書
の
係
と
い
う
自
営
に
含
ま
れ
る
仕
事
に
は
八
人
の
受
刑
者

が
当
た
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
仮
釈
放
の
可
能
性
の
あ
る
模
範

囚
が
選
ば
れ
、
入
所
間
近
の
者
や
無
期
懲
役
刑
の
者
は
な
れ
な

い
と
い
う
話
だ
っ
た
。
私
た
ち
が
そ
の
部
屋
を
見
学
し
説
明
を

受
け
て
い
る
間
も
一
人
の
図
書
係
の
受
刑
者
が
同
じ
部
屋
で
仕

事
を
し
て
い
た
が
、
私
た
ち
の
方
を
一
切
見
よ
う
と
せ
ず
、
黙

々
と
仕
事
を
し
て
い
た
。

さ
て
、
図
書
室
に
は
手
動
の
閉
架
書
庫
が
備
え
付
け
て
あ

り
、
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
っ
た
本
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。
閉
架
書

庫
の
前
に
は
新
し
い
雑
誌
類
が
積
ん
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
受

刑
者
が
求
め
た
私
本
だ
と
い
う
。
ほ
と
ん
ど
が
雑
誌
で
『
美
味

し
い
熟
女
』
（
月
刊
で
三
六
〇
円
）
と
い
う
劇
画
コ
ミ
ッ
ク
が

三
冊
ほ
ど
、
ヌ
ー
ド
雑
誌
『
ハ
ス
ラ
ー
』
、
『
歴
史
読
本
』
な

ど
が
目
に
入
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
ポ
ル
ノ
雑
誌
や
猥
褻
文
書
は
閲

読
を
禁
止
さ
れ
る
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
そ
う
し
た
本
が
置
か

れ
て
い
て
、
内
心
び
っ
く
り
し
て
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
一
般
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の
書
店
で
販
売
し
て
い
る
本
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
の
手
口
が
載
っ

て
い
た
り
、
自
殺
や
脱
獄
を
そ
そ
の
か
す
も
の
で
な
い
限
り
か

ま
わ
な
い
、
と
い
う
回
答
だ
っ
た
。
ま
た
、
強
姦
を
犯
し
た
者

が
強
姦
を
扱
っ
た
小
説
を
読
む
こ
と
は
問
題
だ
が
、
一
般
受
刑

者
が
読
む
分
に
は
か
ま
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
回
答
も
返
っ
て

き
た
。
こ
う
し
た
雑
誌
の
私
本
は
月
刊
誌
は
一
か
月
、
週
刊
誌

は
一
週
間
手
元
に
置
い
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
期
間
を

過
ぎ
た
も
の
は
領
置
と
い
う
行
政
処
分
で
施
設
が
受
刑
者
の
所

有
す
る
も
の
を
強
制
的
に
一
時
保
管
す
る
。
領
置
さ
れ
た
も
の

は
必
要
に
応
じ
て
舎
下
を
申
し
出
て
所
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
閲
読
期
間
が
過
ぎ
た
週
刊
誌
に
つ
い
て
は
廃
棄

す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

全
体
に
本
は
非
常
に
よ
く
借
り
ら
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を

持
っ
た
が
、
説
明
を
し
て
下
さ
っ
た
ベ
テ
ラ
ン
の
刑
務
官
の
方

が
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
た
の
は
印
象
的
だ
っ
た
。
「
昔
は
金
曜

日
の
夜
勤
が
と
て
も
楽
だ
っ
た
。
金
曜
日
は
私
本
の
配
ら
れ
る

日
で
、
そ
の
日
の
夜
に
は
い
ざ
こ
ざ
や
私
語
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
か
ら
だ
。
」

刑
務
所
に
お
い
て
は
全
く
自
由
と
い
う

も
の
が
存
在
せ
ず
、
自
ら
選
択
で
き
る
唯

一
の
行
為
が
本
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
い

う
印
象
を
強
く
感
じ
た
。
『
日
本
の
刑
務
所
』
等
を
読
む
と
、

現
在
で
も
日
本
の
刑
務
所
は
世
界
人
権
宣
言
や
国
連
で
採
択
さ

れ
た
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
等
に
照
ら
し
て
多
く
の
問

題
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
。

も
と
も
と
日
本
の
刑
務
所
に
は
本
を
置
い
て
お
く
書
庫
は
あ

る
が
、
自
由
に
閲
覧
で
き
る
図
書
館
と
い
う
場
所
は
ほ
と
ん
ど

な
い
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
る
。
（
先
の
中
根
氏
の
レ
ポ
ー

ト
）
「
あ
る
刑
務
所
図
書
館
で
は
、
ス
タ
ッ
フ
が
本
を
探
す
た

め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
、
図
書
館
員
の
監
視
の
下
、

服
役
者
自
身
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。
」

（
国
際
図
書
館
連
盟
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
二
〇
〇
二
年
春
）
と

い
う
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
映
画
「
シ
ョ
ー
シ
ャ
ン
ク
の
空
に
」
で

見
ら
れ
る
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
刑
務
所
図
書
館
は
夢
の
ま
た
夢

な
の
だ
ろ
う
か
。

［
左
記
は
、
漢
点
字
使
用
者
で
、
名
古
屋
市
在
住
の
、
平
瀬
徹
さ
ん
か

ら
、
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
介
護
保
険
制
度
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
の
資
格
を
取
得
さ
れ
て
、
ご
活
躍
で
す
。
今
年
か
ら
視
覚
障
害
者
の
生

活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る「
支
援
費
制
度
」
の
運
用
が
始
ま
り
ま
し
た
。

今
回
は
、
こ
の
制
度
を
解
明
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

平
瀬
さ
ん
は
、
本
会
に
も
ご
入
会
下
さ
い
ま
し
た
。
今
後
、
名
古
屋
と

横
浜
の
漢
点
字
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
連
携
に
ご
尽
力
い
た
だ
け
る
も
の

と
、
期
待
し
願
っ
て
お
り
ま
す
。
］
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支
援
費
制
度
と
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
制
度

平
瀬

徹

支
援
費
制
度
は
、
障
害
が
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
同
じ
よ

う
に
地
域
で
暮
ら
し
て
行
け
る
社
会
を
目
指
す
考
え
か
ら
生

ま
れ
た
、
利
用
者
本
意
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
目
的
と
し
た
制

度
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
施
設
入
所
や
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

は
市
町
村
が
決
め
て
い
ま
し
た
が
、
利
用
者
自
身
が
事
業
者

や
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
て
契
約
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

介
護
保
険
と
同
じ
よ
う
な
仕
組
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
問
題
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
が
措
置
制
度
と
支
援
費
制
度
で

ど
う
変
わ
っ
て
く
る
か
、
名
古
屋
市
役
所
の
障
害
福
祉
課
に

聞
い
て
み
ま
し
た
。

①
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣
を
円
滑
に
で
き
る
よ
う
、
予
め
事

業
者
と
契
約
し
て
お
く
。

②
業
者
と
の
契
約
は
年
一
度
更
新
す
る
。

③
人
員
不
足
で
契
約
し
た
事
業
者
か
ら
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ

ー
の
派
遣
を
受
け
ら
れ
な
い
と
き
な
ど
は
、
事
業
者

の
変
更
も
可
能
。

④
市
域
外
へ
の
派
遣
も
可
能
な
事
業
者
を
択
選
し
た
場
合

は
、
市
域
を
越
え
て
の
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
を
受
け
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。

⑤
今
ま
で
市
域
外
へ
の
ガ
イ
ド
は
全
額
実
費
だ
っ
た
が
、

日
帰
り
で
あ
れ
ば
、
提
携
事
業
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

利
用
し
て
、
例
え
ば
名
古
屋
か
ら
東
京
の
会
合
に
参
加

す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

⑥
利
用
で
き
る
時
間
帯
も
事
業
者
次
第
で
、
柔
軟
な
対
応

が
可
能
。

⑦
所
得
が
事
業
者
に
判
る
の
が
嫌
だ
と
思
う
場
合
、
事
業

者
に
利
用
額
を
全
額
支
払
っ
て
、
市
か
ら
後
で
返
し
て

も
ら
う
償
還
払
い
も
選
択
可
能
。

⑧
今
ま
で
利
用
料
が
か
か
ら
な
か
っ
た
、
官
公
庁
・
医
療

機
関
・
社
会
福
祉
施
設
・
金
融
機
関
・
冠
婚
葬
祭
・
自

治
体
や
学
校
行
事
な
ど
へ
の
ガ
イ
ド
に
も
利
用
料
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

支
援
費
制
度
で
は
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

と
し
て
、
身
体
介
護
、
家
事
援
助
と
並
ん
で
移
動
介
護
が
位
置

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

移
動
介
護
の
対
象
と
な
る
の
は
、
屋
外
の
移
動
に
著
し
い
制

限
の
あ
る
お
お
む
ね
一
・
二
級
の
障
害
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

利
用
料
は
本
人
の
収
入
の
み
で
な
く
、
配
偶
者
と
子
供
の
う
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ち
、
最
多
所
得
者
の
課
税
額
に
応
じ
て
支
払
う
形
に
変
わ
り
ま

し
た
。

外
出
の
理
由
と
し
て
は
、
社
会
生
活
上
必
要
不
可
欠
な
外
出

（
行
政
機
関
、
郵
便
局
、
病
院
な
ど
）
と
余
暇
活
動
等
社
会
参

加
の
た
め
の
外
出
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

社
会
生
活
上
必
要
不
可
欠
な
外
出
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
利

用
上
限
は
設
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
自
分
が
必
要
と
思
う
量

（
時
間
数
）
を
申
請
で
き
ま
す
。

余
暇
活
動
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
月
十
二
回
か
二
十
四
時
間

の
利
用
上
限
が
あ
り
、
選
択
性
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
名
古
屋
市
で
は
、
外
出
の
理
由
と
し
て
通
所
授
産
施

設
等
へ
の
送
迎
や
、
児
童
の
場
合
は
学
校
等
へ
の
送
迎
も
認
め

て
い
ま
す
。
支
援
費
制
度
が
始
ま
る
ま
で
は
、
十
八
才
以
上
と

い
う
年
齢
制
限
が
あ
り
、
就
労
だ
け
で
な
く
通
学
に
も
利
用
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
あ
る
短
大
の
助
教

授
が
中
心
と
な
っ
て
、
盲
学
生
を
ス
ク
ー

ル
バ
ス
の
停
留
所
ま
で
送
り
迎
え
す
る
活

動
を
長
年
に
わ
た
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

続
け
て
き
た
成
果
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

な
お
、
支
援
費
制
度
の
も
と
で
移
動
介
護
の
対
象
に
な
ら
な

い
障
害
者
が
行
政
機
関
や
病
院
へ
の
移
動
介
護
を
希
望
す
る
場

合
は
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
の
身
体
介
護
の
支
給
枠
の
範
囲
内
で
利

用
で
き
ま
す
。

宿
泊
を
伴
う
外
出
や
、
ヘ
ル
パ
ー
が
車
を
運
転
し
て
行
う
外

出
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
利
用
者
の
身
体
的
理
由
に

よ
り
ヘ
ル
パ
ー
の
二
人
派
遣
は
可
能
で
す
。

支
援
費
の
調
査
時
は
、
本
人
・
家
族
の
状
況
の
ほ
か
、
外
出

に
必
要
な
時
間
数
や
行
き
先
な
ど
が
聞
か
れ
ま
す
。
こ
の
調

査
、
私
が
中
川
区
役
所
に
呼
び
出
さ
れ
た
と
き
は
担
当
職
員
は

一
人
で
し
た
。
調
査
す
る
職
員
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
出
な
い

か
心
配
で
す
。
介
護
保
険
で
は
訪
問
調
査
が
普
通
な
の
に
、
障

害
者
の
支
援
費
制
度
で
は
役
所
に
出
向
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
が
必
要
と
い
う
の
も
何
だ
か
解

せ
な
い
気
分
で
し
た
。

「
日
常
生
活
の
状
況
」
の
身
体
介
護
に
関
す
る
領
域
の
う

ち
、
移
動
、
排
泄
、
食
事
の
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
全

介
助
か
一
部
介
助
か
介
助
少
か
と
い
う
チ
ェ
ッ
ク
を
行
政
担
当

者
が
行
い
ま
す
。
こ
の
介
助
の
状
況
に
よ
っ
て
移
動
介
護
で
も

身
体
介
護
有
・
無
と
い
う
区
分
が
生
ま
れ
て
き
て
、
伴
う
場
合

の
支
援
費
は
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
の
身
体
介
護
の
単
価
に
な
り
、
伴

わ
な
い
場
合
は
家
事
援
助
の
単
価
に
な
り
ま
す
。
こ
の
身
体
介

護
の
有
・
無
は
、
移
動
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
に
も
身
体
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
よ

っ
て
行
政
側
が
判
断
す
る
も
の
で
、
利
用
者
の
調
査
の
時
の
受

け
答
え
に
よ
っ
て
有
・
無
の
状
況
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
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択
枝
を
少
な
く
し
て
い
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

私
が
介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
の
資
格
を
取

得
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
鍼
灸
師
会
の
役
員
か
ら
「
お
ま
え
ら

勉
強
し
た
っ
て
役
に
立
た
ん
ぞ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と

き
私
は
「
こ
ん
な
人
に
は
ぜ
っ
た
い
介
護
プ
ラ
ン
は
立
て
て
も

ら
い
た
く
な
い
」
と
思
い
、
弱
者
の
立
場
で
行
動
で
き
る
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
必
要
性
を
再
認
識
し
ま
し
た
。
私
に
「
止
め
と

け
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
晴
眼
者
の
方
は
け
っ
き
ょ
く
不
合
格
だ

っ
た
よ
う
で
す
が
。

実
際
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
仕
事
は
事
務
的
な
こ
と
が
多

く
、
晴
眼
者
も
パ
ソ
コ
ン
を
駆
使
し
て
い
る
と
は
い
え
、
点
字

や
音
声
に
対
応
し
た
ソ
フ
ト
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
資
格
を
取
得
し
て
い
た
た

め
、
支
援
費
制
度
に
向
け
て
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
資
格
を
取
得

す
る
た
め
の
講
座
の
講
師
依
頼
が
月
二
回
程
度
あ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

参
入
事
業
者
が
少
な
い
の
で
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
や
、
点
字
で
確
認
で
き
る
書
類
の
必
要
性
な
ど
お
話
す
る
と

「
当
事
者
の
話
を
直
接
聞
け
て
よ
か
っ
た
。
事
業
所
に
帰
っ
て

早
速
仲
間
と
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
頼
も
し
い
お
声

を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。

介
護
保
険
も
支
援
費
制
度
も
、
ど
ん
ど
ん
福
祉
制
度
は
ビ
ジ

視
覚
障
害
者
へ
の
ト
イ
レ
で
の
位
置
説
明
や
見
守
り
は
一
部

介
助
に
な
る
の
か
介
助
少
に
な
る
の
か
、
食
事
の
時
の
説
明
や

見
守
り
や
部
分
的
な
介
助
は
一
部
介
助
に
な
る
の
か
介
助
少
に

な
る
の
か
、
細
か
く
明
確
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
い
よ
う
で
、
調

査
す
る
職
員
の
裁
量
や
本
人
の
主
張
で
変
わ
る
可
能
性
が
出
て

く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

介
護
保
険
で
は
、
病
状
が
落
ち
着
い
て
い
れ
ば
一
週
間
の
時

間
割
を
作
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

視
覚
障
害
者
の
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
の
場
合
、
本
人
や
家
族
が
病
気

に
な
っ
た
と
き
、
春
や
秋
の
よ
う
に
行
事
が
集
中
す
る
時
期
に

は
頻
繁
に
外
出
し
、
そ
の
他
の
月
は
あ
ま
り
利
用
し
な
い
と
い

う
人
も
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
量
が
月
単
位

で
決
定
さ
れ
た
場
合
、
外
出
が
集
中
す
る
月
に
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ

を
充
分
利
用
で
き
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
く
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

視
覚
障
害
者
の
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
は
、
自
宅
で
お
迎
え
し
、
自

宅
に
送
り
届
け
て
終
了
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
最
寄
り
駅
か
ら
目

的
地
ま
で
で
終
わ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
帰
り
は
別
の
ヘ
ル

パ
ー
が
出
迎
え
る
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
点

字
で
書
か
れ
て
い
な
い
煩
雑
な
書
類
を
視
覚
障
害
者
自
身
が
外

出
の
都
度
携
帯
・
管
理
で
き
る
か
心
配
で
す
。

身
体
介
助
を
伴
わ
な
い
外
出
支
援
は
報
酬
単
価
が
低
い
た
め

か
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
に
参
入
し
な
い
事
業
者
が
多
い
の
も
、
選



－ ９ －

 
ネ
ス
化
の
方
向
に
進
ん
で
い
ま
す
。
私
た
ち
当
事
者
が
、
あ
ら

ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
声
を
出
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
う
今
日
こ
の
ご
ろ
で
す
。

東
洋
医
学
に
つ
い
て
（
十
）

小
池
上

惇

（

三
）

切
診

せ

っ

し

ん

切
診
と
は
、
患
者
に
直
接
触
れ
て
患
者
の
状
態
を
観
察
す
る
方

法
で
、
現
代
医
学
の
触
診
に
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
脈
診
、
腹

診

、
候
背
、
切
経
の
四
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
は
い

せ
っ
け
い

[

脈
診

[

脈
拍
を
触
れ
て
体
の
状
態
を
観
察
す
る
も
の
で
、
西
洋
医
学
で

も
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
東
洋
医
学
で
は
西
洋
医
学
に
較
べ
、
か
な

り
詳
細
に
観
察
し
ま
す
。
こ
れ
に
、
脈
状
診
と
比
較
脈
診
が
あ
り

ま
す
。

①

脈
状
診

橈
骨
動
脈
に
示
指
、
中
指
、
薬
指
を
当
て
、
全
体
的
に
脈
拍
を

と
う
こ
つ

観
察
す
る
も
の
で
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
祖
脈
で
す
。

祖
脈
は
脈
状
の
基
本
と
な
る
も
の
で
、
病
の
陰
陽
・
虚
実
を
判

定
す
る
も
の
で
す
。

祖
脈
に
は
、
浮
・
沈
・
遅
・
数
・
虚
・
実
の
六
種
類
の
脈
が
あ
り
ま

す
。浮

脈
と
は
、
皮
膚
の
表
面
に
あ
り
軽
く
触
れ
る
と
指
下
に
感
じ

る
も
の
で
、
表
証
に
み
ら
れ
ま
す
。
沈
脈
は
脈
が
沈
ん
で
深
く
、
指

を
強
く
当
て
る
と
感
じ
る
も
の
で
、
裏
証
に
み
ら
れ
ま
す
。
数
脈
は

診
者
の
一
呼
吸
に
六
動
以
上
の
早
い
脈
で
熱
証
の
際
に
み
ら
れ
ま

す
。
遅
脈
は
一
呼
吸
に
三
動
以
下
の
遅
い
脈
で
寒
証
の
際
に
み
ら

れ
ま
す
。
実
脈
は
硬
く
強
く
大
き
い
脈
で
実
証
に
み
ら
れ
ま
す
。

虚
脈
は
軟
ら
か
く
弱
い
小
さ
い
脈
で
虚
証
に
み
ら
れ
ま
す
。

②

比
較
脈
診

数
カ
所
で
脈
拍
を
相
互
に
比
較
し
て
臓
腑
・
経
絡
の
異
常
を
判

断
す
る
方
法
で
す
。
代
表
的
な
も
の
に
六
部
定
位
の
脈
診
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
左
右
の
橈
骨
動
脈
を
比
較
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
臓
腑
経
絡
の
虚
実
を
判
断
す
る
脈
診
法
で
す
。
橈
骨
動
脈
を

寸
・
関
・
尺
の
三
部
に
、
更
に
こ
れ
を
浮
・
中
・
沈
の
三
つ
に
分
け
ら

れ
る
の
で
三
部
九
候
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
浮
に
は
腑

が
配
当
さ
れ
、
沈
に
は
臓
が
配
当
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
左

右
の
橈
骨
動
脈
の
六
部
で
臓
腑
の
状
態
を
観
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら



六
部
定
位
の
脈
診
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

[

腹
診

[

東
洋
医
学
の
腹
診
は
、
胸
腹
部
に
あ
る
反
応
を
観
察
し
て
臓
腑

の
変
動
を
と
ら
え
る
触
診
法
で
す
。

六部定位の臓腑配当表

脈位 浮 沈 脈位 浮 沈
ふ ち ん ふ ち ん

左寸口 小腸 心 右寸口 大腸 肺
ひだりすんこう み ぎ す ん こ う

左関上 胆 肝 右関上 胃 脾
ひだりかんじょう みぎかんじょう

左尺中 膀胱 腎 右尺中 三焦 心包
ひだりしゃくちゅう みぎしゃくちゅう さんしょう し ん ぽ う

①

五
臓
心
包

腹
部
に
五
臓
を
配
当
し
、
腹
部
の
動
悸
、
圧
痛
・
硬
結
を
基
に
、

五
臓
の
病
変
を
み
る
方
法
で
す
。
心
は
心
窩
部
、
肝
は
臍
の
左

側
、
肺
は
臍
の
右
側
、
脾
は
中
央
部
、
腎
は
下
腹
部
に
配
当
さ
れ

て
い
ま
す
。

②

上
下
心
包

腹
部
を
大
腹
（
上
腹
部
）
と
小
腹
（
下
腹
部
）
に
大
別
し
、
そ
れ

ぞ
れ
を
虚
と
実
に
分
け
て
観
察
し
ま
す
。
健
康
な
人
は
上
虚
下
実

じ
ょ
う
き
ょ
か
じ
つ

の
腹
で
す
。

[

候
背
診[

背
部
の
触
診
の
こ
と
で
、
腹
診
と
併
せ
て
候
背
腹
診
と
も
い
い
ま

す
。
候
背
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
後
頚
部
か
ら
殿
部
に
か
け
て
の

形
状
、
皮
膚
・
筋
肉
・
脊
柱
の
状
態
な
ど
で
す
。
特
に
、
ゆ
穴
の
触

診
が
重
要
で
す
。

[

切
経[

経
絡
に
沿
っ
て
そ
の
異
常
を
判
断
す
る
方
法
で
す
。
切
経
で
観

察
さ
れ
る
反
応
の
う
ち
圧
痛
（
圧
し
て
痛
み
が
増
す
よ
う
な
も

の
）
、
硬
結
、
熱
感
な
ど
の
反
応
は
実
。
虚
痛
（
圧
し
て
や
わ
ら
ぐ

痛
み
）
、
寒
冷
感
、
陥
下
、
皮
膚
の
ザ
ラ
ツ
キ
や
乾
燥
な
ど
は
虚
の

反
応
で
す
。

以
上
が
切
診
の
概
要
で
す
。

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

－ １０ －
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ご
報
告
と
ご
案
内

一

賛
助
会
費
ご
納
入
へ
の
御
礼

こ
こ
に
、
昨
年
度
、
賛
助
会
費
を
ご
納
入
い
た
だ
き
ま
し
た

方
々
の
ご
芳
名
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

大
滝
正
夫
様

河
村
幸
男
様

安
田

章
様

武
田
幸
太
郎
様

田
崎
吾
郎
様

関
口
常
正
様

政
井
宗
夫
様

飯
田
み
さ
様

佐
川
隆
正
様

松
村
敏
弘
様

<

順
不
同>

お
陰
様
で
本
会
の
活
動
も
、
多
く
の
皆
様
に
ご
存
じ
い
た
だ

く
よ
う
に
な
り
、
誠
に
充
実
し
て
参
り
ま
し
た
。

皆
様
の
ご
支
援
に
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

本
年
度
も
変
わ
り
ま
せ
ず
、
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二

漢
点
字
の
講
習
会

本
会
で
は
、
か
ね
て
よ
り
思
考
し
て
参
り
ま
し
た
、
漢
点
字

の
講
習
会
を
、
横
浜
市
の
ご
後
援
を
い
た
だ
い
て
、
開
催
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

講
習
は
、
テ
キ
ス
ト
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
を
製
作
し
て
、

受
講
者
お
一
人
お
一
人
の
ペ
ー
ス
に
合
わ
せ
た
も
の
に
す
る
た

め
に
、
通
信
制
を
ベ
ー
ス
に
進
め
る
こ
と
に
致

し
ま
し
た
。

会
員
各
位
の
ご
尽
力
、
横
浜
市
お
よ
び
横
浜

市
社
会
福
祉
協
議
会
の
ご
協
力
、
神
奈
川
県
ラ

イ
ト
セ
ン
タ
ー
・
市
内
で
活
動
し
て
お
ら
れ
る

音
訳
・
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
の
お
力
添

え
で
、
実
現
し
ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

随
時
受
講
者
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

読
者
の
皆
様
の
周
辺
に
ご
希
望
を
お
持
ち
の
方
が
お
ら
れ
ま

し
た
ら
、
ご
紹
介
下
さ
い
。

テ
キ
ス
ト
は
ま
だ
未
完
成
で
す
が
、
完
成
し
次
第
、
ご
希
望

の
方
に
お
分
け
す
る
予
定
で
す
。

本
誌
に
、
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
を
、
三
回
に
分
け
て
掲
載
致
し

ま
す
の
で
、
ご
意
見
ご
感
想
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
に



－ １２ －

存
じ
ま
す
。

三

イ
ラ
ス
ト
版
「
漢
点
字
っ
て
ど
ん
な
字
」
は
、

休
載
し
ま
し
た
。

四

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

とＢ
Ｎ
４
６
Ｘ

本
会
開
発
の
、
漢
点
字
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
・Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

が
、Ｋ

Ｇ
Ｓ

社
（
株
）
製
の
最
新
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
・Ｂ
Ｎ

４
６
Ｘ

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

Ｂ
Ｎ
４
６
Ｘ

は
、
同
社
の
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
し
て
定
評

が
あ
っ
て
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

も
対
応
し
て
い
るＢ

Ｎ
４
６
Ｃ

・

最新ピンディスプレイ

BN46X

Ｄ

と
、
ブ
レ
イ
ル
メ
モ
・Ｂ

Ｍ
１
６

の
機
能
を
併
せ
持
っ
た
も

の
で
す
。

ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
し
て
、
ま
た
、
四
十
六
セ
ル
の
読
書

器
と
し
て
、
大
き
な
力
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

将
来
的
に
は
、Ｂ

Ｍ
１
６
Ｓ
Ｅ

、Ｂ
Ｎ
４
６
Ｘ

両
機
種
を
使

用
し
て
、
漢
点
字
の
電
子
デ
ー
タ
に
よ
る
、
漢
点
字
の
通
信
講

座
の
開
設
も
可
能
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

＊
近
く
、
本
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
のＵ

Ｒ
Ｌ

が
変
わ
り
ま
す
。
ご
覧
に
な
り

易
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
ご
期
待
下

さ
い
。

＊
岡
田
のM

A
I
L
-
A
D
D
R
E
S
S

が
変
わ
り
ま

し
た
。

ご
意
見
ご
感
想
は
、
左
記
の
と
こ
ろ
へ
。

e
i
b
_
o
k
a
d
a
@
y
b
b
.
n
e
.
j
p

【

訂
正
と
お
詫
び

】

前
三
十
七
号
の
「
点
漢
字
っ
て
ど
ん
な
字
」
の
二
十
四
頁

誤
→

迹

音

キ

シ
ャ
ク

2
5

正
→

迹

音

セ
キ

シ
ャ
ク

2
5

に
訂
正
お
詫
び
致
し
ま
す
。



－ １３ －

点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
二
十
一
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

八

漢
点
字
Ｑ
＆
Ａ

こ
れ
ま
で
に
、
漢
点
字
に
つ
い
て
様
々
な
疑
問
や
質
問
を
頂

戴
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
へ
の
お
答
え
と
し
て
、
こ
こ
に

『
Ｑ
＆
Ａ
』
を
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
漢
点
字
の
構
成

の
説
明
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
他
の
資
料
を
ご
参
照
下
さ
い
。

ま
た
本
稿
は
、
こ
の
二
月
に
行
わ
れ
た
、
東
京
都
図
書
館
職

員
研
修
会
の
資
料
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
に
補
筆
し
た
も
の
で

す
。

▼
漢
点
字
は
難
解
か
？

Ｑ

〈
漢
字
〉
と
い
う
文
字
は
、
一
般
に
も
難
し
い
文
字
で
す

か
ら
、
視
覚
障
害
者
の
方
が
〈
漢
点
字
〉
を
学
ぶ
の
は
、

な
お
さ
ら
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

漢
点
字
が
難
し
い
文
字
で
あ
る
か
、
そ
の
た
め
に
教
え
る

の
が
困
難
で
あ
る
か
、
実
は
ま
だ
検
証
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。
現
在
の
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
独
習
だ
け
が
そ

の
方
法
で
す
か
ら
、
難
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
〈
漢
字
〉
の
習
得
は
、
一
般
に
初
等
教
育
の
課
程

で
な
さ
れ
ま
す
。
今
言
え
る
こ
と
は
、
〈
漢
点
字
〉
が
難

し
い
と
感
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
〈
独
習
〉
の
難

し
さ
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
公
教
育
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
場

合
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
困
難
と
は
、
質

を
異
に
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
け
で

す
。

Ｑ

〈
漢
点
字
〉
が
難
し
い
の
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
す

か
？

Ａ

そ
の
難
し
さ
は
、
〈
漢
点
字
〉
一
人
に
負
わ
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
言
う
の
で
す
。
教
育
の
課
程
で
文

字
が
教
え
ら
れ
て
、
初
め
て
識
字
率
の
向
上
が
見
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
我
が
国
に
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
ど
こ

で
も
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
〈
漢
字
〉

ば
か
り
で
な
く
、
二
十
六
個
し
か
な
い
欧
米
の
文
字
で

も
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

Ｑ

〈
漢
点
字
〉
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
？

Ａ

そ
う
思
い
ま
す
。
障
害
者
へ
の
教
育
で
す
か
ら
、
一
般
の

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
は
行
か
な
い
で
し
ょ
う
が
、
困
難
が

あ
っ
て
も
、
克
服
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。



－１４ －

▼
視
覚
障
害
者
と
パ
ソ
コ
ン

Ｑ

現
在
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
音
声
化
ソ
フ
ト
の
普
及
が
目

覚
ま
し
く
、
視
覚
に
障
害
を
持
つ
人
に
と
っ
て
も
、
読
み
書

き
の
環
境
が
変
わ
っ
て
、
従
来
の
点
字
さ
え
必
要
な
く
な
っ

て
来
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

技
術
の
発
達
は
視
覚
障
害
者
に
も
、
確
か
に
大
き
な
恩
恵
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
最
大
の
も
の
が
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
を
使
用
し
て
、
独
力
で
文
字
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
す
。
全
く
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
の
と
こ

ろ
、
不
自
由
な
く
普
通
の
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

Ｑ

『
読
む
』
と
い
う
側
面
か
ら
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
幾

ら
で
も
情
報
が
摂
取
で
き
て
、
そ
れ
を
音
声
で
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
〈
漢
点
字
〉
を
勉
強
し
た
り
、

触
読
し
た
り
と
い
う
苦
労
は
要
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？

Ａ

『
読
む
』
と
い
う
行
為
を
考
え
ま
す
と
、
触
読
し
得
る
〈
文

字
〉
が
必
要
な
こ
と
は
論
を
待
ち
ま
せ
ん
。
と
言
い
ま
す
の

は
、
情
報
と
は
、
単
に
買
い
物
や
イ
ベ
ン
ト
の
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
い
か
ら
で
す
。
よ
り
深
い
理
解
と
分
析
を
必
要
と
す

る
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る

技
術
の
発
達
は
、
視
覚
障
害
者
に
も
、
多
く
の
情
報
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
確
か
に
そ
れ
は
恩
恵
で
す
。
し
か
し
そ
れ

は
、
点
訳
や
音
訳
と
い
う
他
者
（
多
く
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
）
が
介
在
す
る
ト
ゥ
ー
ル
を
通
し
て
で
は
な
く
、
直

接
本
人
に
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
情
報

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
そ
れ
と

質
が
変
化
し
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
点
訳

や
音
訳
と
い
う
他
者
の
解
釈
が
介
在
せ
ず
に
、
視
覚
障

害
者
自
身
が
、
独
力
で
理
解
し
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
こ
と
こ
そ
、
重
大
な
変
化
な
の
で
す
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
他
者
の
理
解
を
頼
り
に
情
報
を
処

理
し
て
来
た
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
一
般
と
同
様

に
、
〈
漢
字
〉
の
知
識
と
読
解
力
が
求
め
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

▼
点
字
で
漢
字
を
表
す
と
は
？

Ｑ

〈
点
字
〉
で
〈
漢
字
〉
を
表
す
と
言
っ
て
も
、
〈
漢

字
〉
に
は
〈
漢
字
〉
の
形
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
表
現

す
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
字
形
が
分
か
ら

な
け
れ
ば
、
そ
の
〈
点
字
〉
を
〈
漢
字
〉
と
呼
ぶ
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
が
？

Ａ

点
字
は
一
八
二
五
年
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
・
ブ
ラ
イ

ユ
が
考
案
し
発
表
し
た
も
の
で
す
。
ブ
ラ
イ
ユ
は
、
軍

隊
の
夜
間
用
の
暗
号
を
知
り
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
、
六

つ
の
点
を
組
み
合
わ
せ
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
表
す



－１５ －

こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
こ
の
〈
点
字
〉
に
よ
っ
て
、

ブ
ラ
イ
ユ
の
周
辺
の
人
に
と
っ
て
、
一
つ
一
つ
の
文
字
だ

け
で
な
く
、
文
字
が
織
り
な
す
文
章
ま
で
理
解
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
し
か
し
何
故
か
、
盲
学
校
の
先

生
方
に
は
大
変
不
評
で
し
た
。
「
こ
の
よ
う
な
点
の
組
み

合
わ
せ
は
文
字
で
は
な
い
、
文
字
と
い
う
の
は
、
ペ
ン
を

使
っ
て
線
で
表
さ
れ
る
も
の
で
、
視
覚
障
害
者
は
、
線
の

文
字
を
浮
き
出
さ
せ
た
も
の
を
触
読
し
な
け
れ
ば
、
文
字

を
読
む
と
は
言
え
な
い
」
と
言
う
の
で
し
た
。
そ
の
た
め

に
、
〈
点
字
〉
は
三
十
年
も
の
間
、
〈
文
字
〉
と
し
て

は
、
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

〈
漢
点
字
〉
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
漢
字
を
同
等
に
語
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
「
触
読
」
の
た
め
の
文
字
と
い

う
観
点
か
ら
は
、
指
先
で
触
れ
て
読
み
易
い
〈
文
字
〉
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
〈
漢
点
字
〉
は
、
確
か
に

〈
漢
字
〉
の
形
ま
で
表
現
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
〈
漢

字
〉
の
構
成
は
、
充
分
理
解
で
き
ま
す
。
ま
た
、
補
助
的

に
、
点
線
で
表
さ
れ
た
漢
字
の
パ
タ
ー
ン
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
漢
字
や
文
章
へ
の
関
心
を
深
め
て
行
く
こ
と
も
で

き
ま
す
。
現
在
の
高
等
教
育
の
水
準
な
ら
ば
、
漢
文
の
訓

点
に
至
る
ま
で
、
充
分
表
現
で
き
て
い
ま
す
し
、
〈
漢
点

字
〉
で
表
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
要
点
を
抽
出
し
、
理

解
す
る
こ
と
や
、
文
学
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
な
ど
、
文

の
持
つ
目
的
や
機
能
は
、
充
分
果
た
し
得
ま
す
。

▼
点
字
と
し
て
の
漢
点
字
の
位
置
づ
け

Ｑ

〈
漢
点
字
〉
は
八
つ
の
点
で
で
き
て
い
る
と
言
い
ま
す

が
、
複
雑
に
な
っ
て
難
し
い
の
で
は
な
い
で
す
か
？

Ａ

〈
漢
点
字
〉
は
八
つ
の
点
で
で
き
て
い
ま
す
。
縦
に
四

点
、
横
に
二
列
で
す
。
従
来
の
点
字
よ
り
縦
の
列
に
一
点

余
分
に
あ
り
ま
す
が
、
一
番
上
の
点
は
、
〈
漢
字
〉
で
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
〈
漢
字
〉
と
カ
ナ
と
の
区
別
を

触
知
す
る
た
め
の
符
号
で
す
。
触
読
す
る
に
は
欠
か
せ
な

い
も
の
で
す
し
、
そ
の
下
の
漢
点
字
本
体
の
点
は
六
つ
で

す
の
で
、
従
来
の
点
字
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ

な
る
ほ
ど
、
『
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
』
は
、
文
字
通
り

〈
漢
字
〉
と
〈
仮
名
〉
が
交
互
に
入
り
交
じ
っ
た
文
で
す

ね
。

Ａ

そ
う
で
す
、
日
本
語
の
文
と
い
う
の
は
、
〈
漢
字
〉
も

〈
仮
名
〉
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
文

字
や
記
号
を
、
一
緒
に
溶
か
し
込
む
力
を
持
っ
た
文
な
の

で
す
、
ま
る
で
水
の
よ
う
に
。

▼
盲
学
校
に
お
け
る
漢
字
教
育



Ｑ

現
在
盲
学
校
で
は
、
〈
漢
字
〉
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に

教
え
て
い
る
の
で
す
か
？

Ａ

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
は
教
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
盲
学
校
の
初
等
教
育
の
中
で
、
先
生
方
が
そ
れ
ぞ
れ

の
お
考
え
で
、
個
別
に
漢
字
を
教
え
よ
う
と
し
て
お
ら
れ

る
と
は
聞
き
ま
す
が
、
触
読
文
字
で
あ
る
〈
漢
点
字
〉
を

教
え
て
い
る
と
は
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

Ｑ

そ
れ
で
は
〈
漢
字
〉
の
教
育
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
簡
単
な
、
画
数
の
少
な
い
漢

字
を
、
浮
き
出
し
文
字
で
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と

お
聞
き
し
て
い
ま
す
。

Ｑ

そ
れ
で
充
分
な
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

何
人
か
の
先
生
方
に
お
尋
ね
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
お
話
を
総
合
し
ま
す
と
、
「
視
覚
障
害
者
の
子
供
た
ち

に
〈
漢
字
〉
を
教
え
る
の
は
難
し
い
。
取
り
あ
え
ず
、
基

本
的
な
文
字
を
教
え
て
、
〈
漢
字
〉
に
興
味
を
持
つ
子
が

あ
れ
ば
、
〈
漢
点
字
〉
で
も
何
で
も
教
え
れ
ば
よ
い
、
能

力
と
努
力
が
あ
れ
ば
、
〈
漢
点
字
〉
な
ど
一
年
も
あ
れ
ば

習
得
で
き
る
し
、
習
得
で
き
な
い
の
は
、
能
力
が
な
い
の

だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
。
ま
た
別
の
先
生
は
、
「
学
校
で

は
〈
漢
点
字
〉
は
教
え
な
い
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
な
い
か

ら
だ
。
勉
強
し
た
い
子
が
あ
れ
ば
、
独
習
す
れ
ば
よ
い
。

ま
た
、
従
来
の
学
校
の
勉
強
が
忙
し
い
、
〈
漢
字
〉
の
勉

強
を
す
る
く
ら
い
な
ら
、
教
育
課
程
で
決
ま
っ
て
い
る
勉

強
を
し
っ
か
り
や
っ
て
欲
し
い
。
〈
漢
字
〉
や
〈
漢
点

字
〉
の
勉
強
は
、
学
習
負
担
に
な
る
だ
け
だ
」
、
と
言
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。

Ｑ

〈
漢
字
〉
の
学
習
を
、
国
語
を
含
め
て
他
の
科
目
の
学
習

と
は
別
と
言
わ
れ
る
の
で
す
か
？

Ａ

そ
の
よ
う
で
す
。

Ｑ

盲
学
校
の
教
育
と
普
通
教
育
と
は
違
う
と
考
え
て
お
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
？
普
通
教
育
で
は
、
ま
ず
〈
文
字
〉
の

教
育
を
基
本
に
置
い
て
、
そ
の
進
行
に
合
わ
せ
て
、
他
の

教
科
の
課
程
が
決
め
ら
れ
て
い
る
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す

が
？

Ａ

盲
学
校
で
は
長
く
〈
漢
字
〉
の
教
育
が
行
わ
れ
て
来
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
が
一
つ
の
伝
統
に
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

▼
日
本
語
点
字
と
漢
字

Ｑ

と
こ
ろ
で
、
全
く
素
朴
な
疑
問
で
す
が
、
何
故
点
字
に
は

漢
字
が
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

Ａ

大
き
な
理
由
は
、
視
覚
障
害
者
に
は
〈
漢
字
〉
を
理
解
さ

せ
る
こ
と
は
無
理
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

－１６ －



－１７ －

Ｑ

ど
う
し
て
で
す
か
？

Ａ

我
が
国
に
点
字
が
入
っ
て
来
た
の
は
、
明
治
維
新
の
後
の

こ
と
で
す
。
文
明
開
化
と
し
て
、
西
洋
か
ら
移
入
さ
れ
た

社
会
制
度
の
中
の
教
育
制
度
の
、
ま
た
そ
の
一
つ
の
特
殊

教
育
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
我
が
国
の
一
般
の

識
字
率
は
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
、
一
般
に
も
〈
漢

字
〉
の
教
育
は
非
常
に
困
難
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
で
す
か
ら
、
視
覚
障
害
者
に
は
「
不
可
能
」
と
思

わ
れ
て
い
た
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ

し
か
し
、
一
般
の
識
字
率
が
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
の

は
、
け
し
て
低
い
数
値
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す

が
？

Ａ

江
戸
時
代
に
は
、
公
教
育
と
い
う
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
子
供
に
手
習
い
と
し
て
〈
文
字
〉
を
教
え
よ
う

と
い
う
気
運
は
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
身
分
制
の

中
、
「
学
問
は
武
家
の
も
の
」
と
い
う
の
が
支
配
的
な
考

え
方
で
し
た
。
幕
末
に
な
っ
て
力
関
係
が
変
化
し
て
、
裕

福
な
町
人
や
百
姓
に
、
そ
の
広
ま
り
を
見
せ
ま
し
た
。

Ｑ

明
治
以
前
に
も
、
既
に
大
衆
化
が
進
ん
で
い
た
の
で
す

か
？
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
点
字
〉
に
〈
漢
字
〉
を

取
り
入
れ
な
か
っ
た
の
に
は
、
他
に
も
理
由
が
あ
り
そ
う

で
す
ね
？

Ａ

そ
う
で
す
。
も
う
一
つ
、
当
時
、
日
本
語
を
カ
ナ
文
字
で

表
そ
う
と
い
う
運
動
が
、
強
力
に
押
し
進
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
日
本
点
字
の
創
案
者
の
石
川
倉
次
先
生
も
推
進
者

の
お
一
人
で
、
〈
漢
字
〉
を
視
覚
障
害
者
に
学
ば
せ
る
の

は
無
理
と
言
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
の
日
本
語
の

表
記
か
ら
〈
漢
字
〉
を
な
く
そ
う
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
明
治
の
初
期
に
は
、
〈
点
字
〉

に
〈
漢
字
〉
を
持
ち
込
も
う
と
い
う
運
動
そ
の
も
の
が
な

か
っ
た
の
で
す
。

Ｑ

カ
ナ
文
字
の
運
動
は
、
単
に
識
字
率
が
低
い
か

ら
と
い
う
理
由
で
進
め
ら
れ
た
の
で
す
か
？

Ａ

勿
論
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
欧
の
文
字
、
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
二
十
六
文
字
で
あ
っ
て
、
大
変
効
率
的

だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
日
本
語
を
表
記
す
る
文
字

で
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
相
当
す
る
文
字
は
な
い
か
？
そ

う
、
カ
ナ
文
字
か
ロ
ー
マ
字
で
す
。

Ｑ

盲
学
校
で
は
、
現
在
で
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

そ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
積
極

的
に
〈
漢
字
〉
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

ま
た
、
先
生
方
の
中
に
は
、
カ
ナ
文
字
こ
そ
日
本
の
点
字

の
本
質
と
言
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。

Ｑ

一
般
の
カ
ナ
文
字
の
運
動
は
、
現
在
も
継
続
し
て
い
る
の

で
す
か
？



－ １８ －

Ａ

勿
論
続
い
て
い
ま
す
。

Ｑ

ど
の
よ
う
な
表
記
に
し
よ
う
と
言
う
の
で
し
ょ
う

か
？

Ａ

日
本
語
を
カ
ナ
だ
け
で
表
記
し
よ
う
と
い
う
の
で

す
が
…
…
。

Ｑ

そ
れ
は
可
能
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

Ａ

可
能
で
あ
れ
ば
、
点
字
に
と
っ
て
大
変
幸
福
だ
っ

た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
日
本
語
の

表
記
か
ら
、
漢
字
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
現
在
も
そ
れ
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ

ん
。

Ｑ

本
当
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
？
そ
れ
は
で
き
な
い

こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

Ａ

絶
対
に
不
可
能
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
う
主
張
さ
れ
る
方
が
、
普
段
か

ら
、
〈
漢
字
〉
を
用
い
な
い
文
を
書
い
て
、
発
表

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
使

っ
て
い
る
日
本
語
は
、
音
読
で
も
訓
読
で
も
、

〈
漢
字
〉
の
裏
付
け
の
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。
〈
漢
字
〉
を
除
外
し
た
日
本
語
を
使
う
の

は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
、
全
く
新
た
な
日
本

語
の
創
出
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
カ
ナ
文
字
運
動

に
は
、
そ
れ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

▼
漢
点
字
の
誕
生

Ｑ

〈
漢
点
字
〉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
産
み
出
さ
れ
た
の
で
す

か
？

Ａ

元
大
阪
府
立
盲
学
校
で
教
え
て
お
ら
れ
た
、
故
・
川
上
泰

一
先
生
が
、
盲
学
校
に
赴
任
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
視
覚
障

害
者
が
〈
漢
字
〉
を
学
ぶ
機
会
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

心
を
痛
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
〈
点
字
〉
に
も

〈
漢
字
〉
が
必
要
と
お
考
え
に
な
っ
て
、
お
作
り
に
な
っ

た
の
が
こ
の
〈
漢
点
字
〉
で
す
。

Ｑ

お
一
人
の
お
力
で
作
ら
れ
た
の
で
す
か
？

Ａ

そ
う
で
す
。
生
徒
さ
ん
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
大
変
な
ご

苦
労
の
末
、
完
成
さ
れ
ま
し
た
。

Ｑ

そ
の
〈
漢
点
字
〉
の
普
及
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
理
由

を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
？

Ａ

元
々
識
字
と
い
う
の
は
、
公
教
育
制
度
に
よ
っ
て
推
進
さ

れ
た
も
の
で
す
。
公
教
育
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ

ば
、
現
在
の
よ
う
な
九
九
．
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
値

は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
一
人
視

覚
障
害
者
だ
け
に
〈
漢
字
〉
の
教
育
が
施
さ
れ
て
い
な
い

現
状
が
、
や
は
り
普
及
を
妨
げ
て
い
る
要
因
で
あ
る
と
考

え
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



－ １９ －

Ｑ

〈
漢
点
字
〉
が
難
し
い
か
ら
だ
、
と
い
う
声
も
あ
る
よ
う

で
す
が
？

Ａ

こ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
一
度
も
検
証
さ
れ
た
こ

と
が
な
い
の
で
す
。
単
に
「
こ
れ
は
難
し
い
」
と
言
わ
れ

て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
で
は
、
普
通
の
文
字
は
難
し
く
な

い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し

に
な
り
ま
す
が
、
初
等
教
育
で
基
本
的
な
教
育
が
行
わ
れ

な
け
れ
ば
、
決
し
て
現
在
の
よ
う
な
識
字
率
に
は
至
ら
な

か
っ
た
の
で
す
か
ら
。

▼
六
点
漢
字
は
点
字
の
漢
字
か
？

Ｑ

も
う
一
つ
大
き
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
二
つ

の
点
字
の
漢
字
」
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
ま
す
か
？

Ａ

こ
れ
も
ど
な
た
が
言
い
出
し
た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
分

か
ら
な
い
こ
と
で
す
が
、
私
達
が
推
奨
し
て
い
る
〈
漢
点

字
〉
と
同
じ
よ
う
な
点
字
符
号
と
し
て
、
「
六
点
漢
字
」

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

Ｑ

や
は
り
〈
漢
字
〉
の
体
系
で
す
か
？

Ａ

確
か
に
紙
に
打
ち
出
せ
ば
点
字
の
形
を
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
元
々
触
読
を
念
頭
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

の
で
す
。

Ｑ

そ
れ
で
も
〈
文
字
〉
で
す
か
？

Ａ

〈
文
字
〉
を
、
そ
の
機
能
の
面
の
み
を
考
え
て
も
、
こ
れ

は
そ
の
働
き
の
半
分
も
果
た
し
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

「
読
む
」
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
か
ら
。
た
と
え
紙

に
点
字
の
形
で
打
ち
出
し
て
み
て
も
、
だ
れ
も
読
ま
な

い
、
だ
れ
に
も
読
め
な
い
。

Ｑ

そ
れ
で
は
何
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

目
覚
ま
し
い
普
及
を
見
せ
て
い
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
キ
ー
ボ
ー
ド
か
ら
、
こ
の
符
号
を
入
力
し

て
、
直
接
普
通
字
に
変
換
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の

記
号
の
目
的
で
す
。
ロ
ー
マ
字
や
カ
ナ
文
字
を
入
力
す
る

の
で
な
く
、
〈
漢
字
〉
一
つ
一
つ
に
対
応
し
た
入
力
符
号

を
作
っ
た
、
そ
れ
が
点
字
の
形
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
如
何
に
も
「
点
字
の
漢
字
」
と
見
え
た
の
で
し
ょ

う
。

Ｑ

〈
漢
字
〉
と
一
対
一
対
応
の
記
号
と
言
え
ば
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ

ー
ド
が
あ
り
ま
す
が
、
考
え
方
は
同
じ
で
す
か
？

Ａ

そ
う
考
え
る
の
が
一
番
分
か
り
易
い
で
す
ね
。
も
っ
と

も
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ
ー
ド
に
は
、
別
の
目
的
も
あ
り
ま
す
か

ら
、
全
く
同
じ
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
。
そ
れ
で
も
こ
れ
が
、
「
点
字
の
漢
字
」
と
思
っ
て
い

る
人
が
、
ま
だ
ま
だ
多
い
の
で
す
。

Ｑ

比
較
検
討
は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

Ａ

残
念
な
が
ら
公
式
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当

然
行
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
思
い
ま
す
が
。



－ ２０ －

▼
漢
点
字
の
普
及
へ
！

Ｑ

さ
て
、
お
話
は
〈
漢
点
字
〉
に
戻
り
ま
す
が
、
成
人
の
皆

さ
ん
へ
の
普
及
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
？

Ａ

い
わ
ゆ
る
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
か
ら
言
え

ば
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
機
関
に
、
識
字
の
意
識
を
持
っ
て

関
わ
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
り
わ

け
社
会
教
育
機
関
と
社
会
福
祉
機
関
に
は
、
社
会
的
な
責

任
と
し
て
、
視
覚
障
害
者
の
識
字
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
般
の

『
識
字
』
と
視
覚
障
害
者
の
『
識
字
』
は
別
物
と
い
う
、

ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（
二
重
規
準
）
の
存
在
を
公
認

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ

つ
ま
り
「
法
の
下
で
の
平
等
」
が
犯
さ
れ
て
い
る
と
？

Ａ

そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

Ｑ

そ
れ
で
、
〈
漢
点
字
〉
の
普
及
、
あ
る
い
は
視
覚
障
害
者

の
識
字
の
手
だ
て
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
か
？

Ａ

私
ど
も
に
で
き
る
こ
と
は
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
、

〈
漢
点
字
〉
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
、
視
覚

障
害
者
並
び
に
そ
の
よ
う
な
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
ご
両

親
、
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
、
是
非
勉
強
し
て

い
た
だ
き
た
い
も
の
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
で

は
、
そ
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Ｑ

社
会
福
祉
や
教
育
行
政
に
対
し
て
は
ど
う
で
す
か
？

Ａ

社
会
福
祉
や
社
会
教
育
の
現
場
の
皆
さ
ん
に
は
、
当
然
の

こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
視
覚
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え

て
い
た
だ
く
よ
う
努
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
中
に
は
、
必
ず
〈
漢
字
〉
に
関
わ
る
ニ
ー

ズ
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
現
場
の
職
員
の
方
ご
自
身
も
、

〈
漢
点
字
〉
に
関
心
を
お
持
ち
い
た
だ
い
て
、
〈
漢
字
〉

の
知
識
の
な
い
視
覚
障
害
者
に
対
し
て
は
、
〈
漢
点
字
〉

の
勉
強
を
勧
め
る
な
ど
、
識
字
へ
の
責
任
を
、
意
識
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｑ

盲
学
校
の
先
生
方
に
は
ど
う
で
す
か
？

Ａ

何
故
盲
学
校
の
先
生
方
が
〈
漢
字
〉
に
関
心
を
示
さ
れ
な

い
か
、
随
分
考
え
て
み
ま
し
た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、

積
極
的
な
答
え
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
結
局
こ
の
よ

う
に
考
え
る
の
が
合
理
的
と
結
論
付
け
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
先
生
方
、
特
に
視
覚
障
害
を
お
持
ち
の
先
生

方
に
と
っ
て
は
、
現
在
の
ま
ま
が
最
も
好
ま
し
い
の
で

す
。
盲
学
校
の
中
で
は
、
〈
漢
字
〉
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
何
故
な
ら
、
お
仕
事
の
対
象
が
視
覚
障
害
者
だ
か
ら

で
す
。
ま
た
、
〈
漢
字
〉
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
れ
ば
、

ご
自
身
が
真
っ
先
に
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
大
変
な
ご
苦
労
と
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
。



－ ２１ －

漢
文
の
ペ
ー
ジ

ル

ハ

ニ

テ

ク

去

者

日

以

疎

タ
ル

ハ

ニ

テ

シ

來

者

日

以

親

デ
テ

ヲ

ス
レ
バ

出
二

郭

門
一

直

視

ル
ノ
ミ

ト

ヲ

但

見
二

丘

與
一
レ

墳

ハ

カ
レ
テ

リ

ト

古

墓

犂

為
レ

田

ハ

カ
レ
テ

ル

ト

松

柏

摧

為
レ

薪

ク

白

楊

多
二

悲

風
一

ト
シ
テ

ス

ヲ

ー

蕭

蕭

愁
二

殺

人
一

ヒ

ラ
ン
コ
ト
ヲ

ノ

ニ

思
レ

還
二

故

里

閭
一

ス
ル
モ

ラ
ン
ト

シ

ル

欲
レ

歸

道

無
レ

因

『
文
選
』
古
詩
十
九
首
よ
り

も

ん

ぜ

ん

五
言
古
詩

作
者
不
明

去
る
者
は
日
に
以
て
疎
く

も

っ

う

と

来
た
る
者
は
日
に
以
て
親
し

郭
門
を
出
で
て
直
視
す
れ
ば

か

く

も

ん

但
丘
と
墳
と
を
見
る
の
み

た

だ

き
ゅ
う

ふ

ん

古
墓
は
犂
か
れ
て
田
と
為
り

こ

ぼ

す

で

ん

松
柏
は
摧
か
れ
て
薪
と
為
る

し
ょ
う
は
く

く

だ

た
き
ぎ

白
楊
悲
風
多
く

は

く

よ

う

蕭
蕭
と
し
て
人
を
愁
殺
す

し
ょ
う
し
ょ
う

し
ゅ
う
さ
つ

故
の
里
閭
に
還
ら
ん
こ
と
を
思
い

も
と

り

り

ょ

帰
ら
ん
と
欲
す
る
も
道
因
る
無
し

よ

郭
門
＝
郭
は
町
の
外
側
の
囲
い
。

丘
＝
死
者
を
葬
っ
た
小
高
い
岡
。
墓
地
。

松
柏
＝
松
や
ひ
の
き
、

白
楊
＝
は
こ
や
な
ぎ
、
い
ず
れ
も
墓
地
に
よ
く
植
え

ら
れ
た
。

里
閭
＝
村
里
・
故
郷
。
閭
は
村
里
の
門
。

無
レ

因
＝
手
段
方
法
の
な
い
こ
と
。

※
『
語
法
詳
解

漢
詩
』
（
遠
藤
哲
夫
・
旺
文
社)

を
参
照
し
ま
し
た
。



－２２ －

去 ル 者 ハ 日 ニ 以 テ 疎

ク 來 タル 者 ハ 日 ニ 以

テ 親 シ

出 デ テ 郭 門 ヲ 直 視

スレバ 但 見 ルノミ 丘 ト

與 ヲ 墳

古 墓 ハ 犂 カレテ 為 リ 田

ト 松 柏 ハ 摧 カレテ 為

ル 薪 ト

白 楊 多 ク 悲 風

蕭 蕭 トシテ 愁 ‐ 殺 ス 人

ヲ

思 ヒ 還 ランコトヲ 故

ノ 里 閭 ニ 欲 スルモ

歸 ラント 道 無 シ 因 ル



－ ２３ －

思 ひ 出 の なかに 清 まる 君 と 思 ひ

去 る 者 日日に 疎 しとも 思 ふ

草 柳 繁 一

短歌は草花や景色を詠むことによって作者の考えや心情を伝えること
が多いように思われがちですが、こんな風に正直に、心に思ったことを
そのまま一首にしてしまうこともできます。
思い出となってしまうとますます清らかになってゆく君、思い出す度

に心の高みに上ってゆくように思えるのでしょう。「清まる」と言い切
っている一語に作者の深い思いが出ています。
青春時代を思い返す時、誰もが覚えのあるような感情です。

それでも、やはり、去る者ではあるのです。

笑 ひ 声 絶 え ざ る家と いふもの が

この 世 にあると テレ ビ が 言ひぬ

小 池 光

笑いの声の絶えない家とはどんな家でしょうか。家族が仲よく集い明
るく活気に充ちている……そんな家でしょうか？。本当にそんな家のこ
とだろうかと作者は思っているのです。
よく読むと、一軒の家が絶えず笑い声をもらしているようではありま

せんか、そんな家が実在したら不気味以外の何ものでもありません。

幸福の喩たえとしてテレビ放送の中でのこの発言はあったのでしょ
たと

うが、もう一歩踏み込んで思うと、日常に、もうぴったりとくっついて
いるテレビというものの嘘くささを鋭く捉えています。

編集後記 《表紙絵 岡 稲子》
．．．．

梅雨の季節となりました。紫陽花の色も鮮やかさをましています。我家の庭で
は残り少ないビィオラが白と紫の花を咲かせています、思わず「頑張って！」と
声を掛けたくなります。つい最近までこぼれるばかりに咲いていたのに…。
夏の花のポーチラカは日に日に花芽の数を増やしながら、″ぽつり、ぽつり″

と咲き始めています。
四季の変わり目が花たちを見ていると、日一日と感じます。ジメジメした日が

しばらくは続きますが花でも見て、青空が来る日を待ちましょう。
次回の発行は8月15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。
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漢点字 講習用 テキスト

初 級 編 第１回（全１０回）

横浜漢点字羽化の会 ２００３年６月１５日

はじめに

これまで我が国の視覚障害者には、母国語である日本語を表記す

る文字がありませんでした。１９６９年に、大阪府立盲学校で教

えておられた、故川上泰一先生が、〈漢点字〉を世に問われて、

初めて日本語を表す文字を手にできたのでした。

しかし、川上先生のご努力にもかかわらず、残念ながら未だ公

教育の場ではこの〈漢点字〉を取り上げようという気運がなく、

その普及も極めて遅々としております。

本会では、改めてオリジナルな方法で、〈漢点字〉の学習環境

作りに、挑戦してみることにしました。

本テキストも、独自に作成するものです。先人・川上先生の『

漢点字解説』を参考に、一つ二つの工夫を加えてみる積もりでお

ります。

テキストの概要

１．テキストの構成

初級のテキストに収録される漢字は、教育漢字８８１文字に、出現文字の

構成の説明のために、必要な少数の文字を加えたものです。すなわち、小学

校の１年生から６年生が学んでいるものと同程度の数です。

中級のテキストは、残りの１０００字あまりを収録します。

日常生活では、５～６００字を使えれば不自由なく過ごせると言われてい

ます。つまり、この初級のテキストを修了すれば、かなりのところ漢字を使

うという手応えを感じていただけるものと考えます。

中級では、一つ一つの漢字というよりも、語の使い方、語彙の豊かさを手

に入れていただくことが目標になります。漢字の世界に踏み入っていただく

ことで、これまでとは違った世界が開けて行くことを、お約束します。
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２．漢字と日本語

（１）漢字
〈漢字〉は、中国の殷の時代に作られたと言われています。今から

3000年以上昔のことです。それから約1000年の間に、目覚ましく発達し

ました。その数も増え、使用地域も拡大して行きました。

しかも、『諸子百家』と呼ばれる思想家や、多くの詩人・文人をも排

出しました。すなわち、文字は当初から、単に伝達のためばかりに用

いられたのではなかったのでした。

紀元前３世紀に、秦の始皇帝が、分裂していた中国を統一しました。

そして、統治の方法として、度量衡の統一とともに、文字の統一にも

着手しまた。

現在の〈漢字〉は、その始皇帝の統一から続いているものです。

（２）我が国への渡来
我が国に〈漢字〉が渡来したのは、『古事記』などの文献によれば、

５世紀ころ、百済から和迩吉師（ワニキチシ）によって、『論語』な

どとともにもたらされたとあります。が、いきなり文字がやって来た

とは考え難いのと、冊封として中国（後漢）からもたらされたと思し

い金印が発掘されたりで、かなり以前に海を渡って来ていたと考えら

れます。

しかし、我が国でまとまった文書が編まれたのは、ずっと後の８世

紀になってからで、『古事記』『日本書紀』、ついで『万葉集』が出

現しました。

（３）日本語と漢字
我が国には独自の文字がありませんでしたので、中国から渡って来

た〈漢字〉を、日本語の表記に用いるようになりました。しかし、も

と もと中国の文字ですので、そのまま日本語を表すことができず、

ごく初期の書き言葉は、当時の中国語をそのまま使っていたと言われ

ています。

下るに従って、漢文を日本語式に読んだり（漢文訓読）、ひらがな

やカタカナの発明など、文字表現の幅が大きく広がりました。

（４）漢字の特徴
ａ．単音節と表意文字：中国語を表記するための文字〈漢字〉は、

中国の発音で読まれるようにできています。中国語の単語の最小単位

は一音節ですので、〈漢字〉の読みも、一音節です。しかも、一音節

が単語の最小単位ですので、〈漢字〉も、単語を表すことになります。
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このことから〈漢字〉は、『表意文字』と呼ばれていますし、単語を表す文

字という意味で『表語文字』とも呼ばれています。

ｂ．日本語の読み：〈漢字〉を日本語で読む場合、２つの読み方があり

ます。

①音読み：昔の中国語の読みを、日本語化した読みです。日本語の中には、

この音読した漢字二文字でできた熟語が沢山あります。このよ

うな読み方の熟語を「漢語」と呼んでいます。

②訓読み：〈漢字〉を日本語読みしたものです。音節では一音節から数音
節の読みまであります。例を挙げれば、

体言では、

一音節：エ（絵）、カ（蚊）、キ（木）、ケ（毛）、ト（戸）

二音節：イエ（家）、マチ（町）、ミチ（道）、イチ（市）、スミ（墨）

三音節：ハタケ（畑）、クルマ（車）、ハシラ（柱）、トコロ（所）、

ミヤコ（都）

四音節：ミズウミ（湖）、ヨコシマ（邪）

五音節：タナゴコロ（掌）、ヨリドコロ（拠）

用言では、語尾の活用があるため、「送りがな」という表記がされます。

ユく（行）、クる（来）、アルく（歩）、ハシる（走）、ウツクしい

（美）、タマワる（賜）、ウズクマる（蹲）、ウケタマワる（承）

３．漢点字

（１）漢点字の創案

〈漢点字〉は、故・川上泰一先生が、大阪府立盲学校に在職しておら

れるとき、２０年を超える研究の後、１９６９年に発表されたもので、

漢字を表す触読文字としては、初めて世に出されたものでした。

それまで日本語を表す触読用の文字は、明治２３年に〈日本語点字〉とし

て公式に認められた、石川倉次先生の、カナ点字だけでした。すなわち、日

本語の標準的な表記法である「漢字仮名交じり文」は、それまでは表すこと

ができなかったのでした。

（２）漢点字の構成

〈漢点字〉は、八つの点で表されます。と言っても、基本的なパターン

「 」のうち、「 」と「 」は、〈漢点字〉であることを示す〈漢点字

符号〉と呼ばれるもので、文字を表す点字の符号は、これまでのカナの点字
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と変わらない六つの点「 」です。

〈漢点字〉は、一マスのものが５７個、常用漢字のうちそれを除いた

ものは、全て二マスでできています。

例 漢点字のパターン：一マス「 」、

二マス「 」、

三マス「 」

４．テキストの進め方

（１）基本文字と複合文字

「基本文字」とは、漢字の中の最小単位の文字を言います、漢字の分

類法に〈六書〉がありますが、この中では「象形文字」と「指事文字」

がこれに当たります。漢点字では、この二つに加えて、「会意文字」と

「形声文字」の一部も含まれています。

「複合文字」とは、「基本文字」を部首（ブロック）として組み立て

られた文字です。「六書」では、「会意文字」と「形声文字」がそれに

当たります。

このテキストでは、「基本文字」とそれらによって組み立てられてい

る「複合文字」を、交互にご紹介します。

なお、〈近似文字〉という文字が、〈基本文字〉の最後に出て来ます

が、「形がよく似ている文字」の意味で、〈基本文字〉の一つに数えら

れています。

（２）テキストの構成

初級は10回に分けて、またその中を何回かに分けて、漢点字のご紹介、

意味と使われ方、熟語のご紹介をします。

見出し語の後ろには音読みと訓読みがあります。

次に、読みの練習文と書き取りの問題があります。

書き取りは、１回分をまとめて、郵送して下さい。

書き取りの解答を落手した後に、次回のテキストをご送付します。ま

た、書き取りの解答を採点した結果もお伝えします。

このテキストは、後々にも役立てていただけます。文字は使って初め

て身に付くものです。必ずしも覚え込む必要はありません。どんどん忘

れて下さい。

忘れたら、このテキストをご覧になって、もう一度思い出して下さい。

お気楽に向かっていただくのが、漢点字学習の、最も有効な秘訣です。
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第 一 回

１ 基本文字 （１）

漢 数 字 （１）

漢字にも数字があります。「漢数字」と呼ばれます。漢点字では

「 」の形で表されます。「 」は、〈漢数符〉と呼ばれます。

数値は、

で表されます。ご覧の通り、点字の数字と同じ点字符号です。

また、漢数字には、桁を表す数もあります。

順に見て行きましょう。

（１） 一 イチ イツ ひと‐つ

数の１、ものの初めの意味です。

（２） 二 ニ ふた‐つ

数字の２、ふたつ、二番目の意味です。

（３） 三 サン みっ‐つ

数字の３、みっつ、三番目の意味です。

（４） 四 シ よっ‐つ

数字の４、よっつ、四番目の意味です。

（５） 五 ゴ いつ‐つ

数字の５、いつつ、五番目の意味です。

（６） 六 ロク むっ‐つ

数字の６、むっつ、六番目の意味です。

（７） 七 シチ なな‐つ

数字の７、ななつ、七番目の意味です。

（８） 八 ハチ やっ‐つ

数字の８、やっつ、八番目の意味です。
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（９） 九 ク キュウ ここの‐つ
数字の９、ここのつ、九番目の意味です。

（10） 十 ジュウ とお
数字の１０、とお、１０の位を表します。この字は数字でも
ありますが、数を超えた意味を持っています。第一基本文字
として後にも出て来ます。

「 を聞いて を知る

（11） 廿 ニュウ ジュウ ニジュウ
「十 」が二つの意味です。

「 日市」

（12） 百 ヒャク もも
数の百の桁に用いられます。数の多いという意味があります。

「 聞は 見に如かず」

（13） 千 セン ち
数の千の桁に用いられます。数の多い、数え切れない数の意
味に用いられます。

「 夜 夜物語」 「今は 船 船」

（14） 万 マン バン よろず
数の万の桁、非常に数の多い様子、あらゆるものの意味を
表します。

「 に つ」 「 客 来」 「 朝報」

（15） 億 オク
数の億、万の一万倍、気の遠くなるほどの数の意味があります。

「 土」 「中国の人口は 人」

（16） 兆 チョウ きざし きざ‐す
数の兆、天文学的な数、数えられない数の意味。また、草木の
芽生え、何かこれから興る感じ、きざす、きざし。

「 候」 「 前」

「

」

＊ 〇 ゼロ れい
これは漢数字ではありませんが、漢数字を慣用的に、
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算用数字のように表記するときに用います。

「電話 」

近似文字 （１）

漢数字の近似文字

上に挙げた１６個の漢数字の近似文字、５つです。

（１） 亜 ア つ‐ぐ

「一」の近似文字です。後につづく、それに準じたの意味です。

「 細 」 「 鉛」 「 熱帯」

（２） 参 サン まい‐る

「三」の近似文字です。正式の書類には、この字を三として使い

ます。

「 加」 「 詣」 「日 」

（３） 丸 ガン まる‐い

「九」の近似文字です。まるいものの意味があります。

「弾 」 「日の 」 「 シップ」

（４） 意 イ （こころ）

「億 」の近似文字です。億の人偏のない形です。

字形は「音」の下に「心」です。

「 思」 「 識」 「 見を述べる」

（５） 元 ゲン ガン もと

「兆」の近似文字です。物事のはじめの意味があります。

「 気」 「 日」 「 旦」 「足 」

※「亜」「参」「元」のように、下の二つの点「 」がない漢点字が行頭に

ある時、６点の仮名と混同しないよう、 （行頭下点）を前置します｡
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読みの練習 （１） 《抜粋》

○ 月 日を 日と言います。

○ 書と書いてリクショと読みます。

○ は、日本の子どもの行事です。

○ つというと、君は 年生ですね。

○ 日は立春から数えます。

○ 自分の年を 支で言う人がいます。

○ 円札を知っていますか。

○ 昔、宮中のことを 敷といったそうです。

○ あの人は海 山 の人だから…。

○ 彼女の心は に乱れるのだった。

○ 象繰り合わせて ります。

○ 円の宝くじ、当たればなあ。

○ 体を動かすのが 劫でね。

○ やっと春の しを感じます。

○ とは の 倍です。

○ あの人の仕事は、 流ですよ。

○ 今、 硫酸ガスが大問題です。

○ 私、 薬が昔から苦手です。

○ 船の名前の後ろには をつけますね。

○ 城を復 するのは難しい。

○ あなたの 図はもう読めました。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

（初級編・第１回を、数回に分けて「うか」に連載いたします。）


