
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

目 次

連載「点字から識字までの距離」（４０）（山内 薫）・・・・・・・１

酔夢亭読書日記（安田 章） ・ ・・・・・・・・・３

漢点字による漢字仮名交じり文中の

カタカナの表記（岡田 健嗣） ・・・・・・・・・・・・５

横浜漢点字羽化の会規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・11

漢文のページ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

ご報告とご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

平野久美子と短歌鑑賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

２００４年 ４月１５日発行（隔月刊）



 

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
四
〇
）

山
内

薫

（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

日
本
語
の
変
化

「
日
本
語
は
中
国
語
の
植
民
地
言
語
で
あ
る
。
」
と
い
う
超

刺
激
的
な
（
小
松
英
雄
の
表
現
）
指
摘
で
展
開
さ
れ
る
、
書

家
、
石
川
九
楊
の『
二
重
言
語
国
家
・
日
本
』
（
日
本
放
送
出

版
協
会
、
一
九
九
九
）
を
読
ん
だ
。
石
川
九
楊
は
、『
「
書
く
」

と
い
う
こ
と
』
（
文
藝
春
秋

二
〇
〇
二
）
な
ど
で
、
文
字
は

肉
筆
以
外
で
は
あ
り
得
ず
、
書
字
を
妨
げ
る
ワ
ー
プ
ロ
や
パ

ソ
コ
ン
は
、
事
務
用
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
浄
書
用
に
限
定
し
て

用
い
、
文
字
を
書
く
こ
と
（
書
字
）
を
盛
ん
に
し
て
、
日
常
不

断
の
思
考
を
計
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
考
え

を
敷
衍
し
て
、
文
学
賞
は
「
本
人
自
筆
」
に
限
れ
、
な
ど
と
い

う
過
激
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
確
か
に
、
幼
い
頃
か
ら
文

字
を
手
で
書
く
と
い
う
運
動
が
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
の
出
現

に
よ
っ
て
極
端
に
少
な
く
な
れ
ば
、
こ
と
ば
が
身
に
付
か
な
く

な
る
と
い
う
事
態
が
到
来
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
以
前
紹
介

し
た
「
純
粋
失
読
」
と
い
わ
れ
る
高
次
脳
機
能
障
害
の
人
の
中

に
、
読
め
な
い
け
れ
ど
も
書
く
こ
と
は
で
き
る
人
が
い
る
こ
と

が
報
告
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
書
字
運
動
が
日
本
語
の
体
験

－ １ －

の
中
で
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
本
と
並
行
し
て
読
ん
だ
『
日
本
語
の
歴
史

青
信
号

は
な
ぜ
ア
オ
な
の
か
』
（
笠
間
書
院

二

〇
〇
一
）
と
い
う
本
の
中
で
著
者
の
小
松

英
雄
が
『
二
重
言
語
国
家
・
日
本
』
の
内

容
を
要
領
よ
く
四
点
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
六
六
頁
）

「
（
一
）
中
国
文
化
と
の
継
続
的
接
触
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ

た
大
量
の
漢
語
を
日
本
語
と
し
て
組
み
入
れ
な
か
っ
た
な

ら
、
日
本
文
化
は
、
た
い
へ
ん
貧
し
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
う
い
う
貧
し
い
文
化
し
か
も
た
な

い
社
会
に
お
け
る
伝
達
の
媒
体
と
し
て
機
能
し
つ
づ
け
て
い
た

な
ら
、
後
世
、
西
洋
文
明
の
受
け
皿
に
な
り
え
な
か
っ
た
こ

と
。（

二
）
漢
字
は
造
語
力
に
富
ん
で
お
り
、
必
要
な
語
彙
を
い

く
ら
で
も
作
り
出
せ
た
の
で
、
日
本
語
は
、
ど
れ
ほ
ど
高
度

な
内
容
で
も
自
由
に
表
現
で
き
る
言
語
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
。

（
三
）
前
項
の
副
作
用
と
し
て
、
口
頭
言
語
の
円
滑
な
運
用

が
阻
害
さ
れ
る
ほ
ど
、
漢
字
に
対
す
る
依
存
性
が
抜
き
が
た

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
。

（
四
）
現
在
、
漢
語
語
彙
の
大
き
な
部
分
を
、
文
字
へ
の
依

存
性
の
な
い
カ
タ
カ
ナ
語
と
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
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別
の
著
書
で
小
松
は
ま
た
、「
見
れ
る
、
食
べ
れ
る
」
な
ど

悪
評
の
高
い「
ら
抜
き
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（『
日
本
語
は
な
ぜ
変
化
す
る
か

母
語
と
し
て
の
日
本
語
の

歴
史
』
笠
間
書
院

一
九
九
九
）

「
尊
敬
表
現
の
つ
も
り
で
、〈
先
生
は
、
あ
し
た
大
学
に
来

ら
れ
ま
す
か
〉
と
言
う
と
、
先
生
の
ほ
う
は
、
そ
れ
を
可
能
表

現
と
理
解
し
て
腹
を
立
て
か
ね
な
い
。〈
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

か
／
お
い
で
に
な
り
ま
す
か
〉
な
ら
誤
解
を
生
じ
な
い
が
、
そ

う
い
う
表
現
は
急
速
に
影
を
ひ
そ
め
つ
つ
あ
る
。
」
（
二
三
二

頁
）
助
動
詞
の
レ
ル
が
尊
敬
表
現
と
可
能
表
現
を
兼
ね
て
い

る
た
め
に
誤
解
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
、〈
来
ら
れ

ま
す
か
／
来
れ
ま
す
か
〉
と
使
い
分
け
る
シ
ス
テ
ム
に
す
れ
ば

そ
う
い
う
誤
解
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
。
小
松
は
こ
の
本
で
歴

史
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
日
本
語
の
変
化
を
検
証
し
、
日
本
語
の

効
率
的
な
運
用
に
と
っ
て「
ら
抜
き
こ
と
ば
」
が
積
極
的
な
意

義
を
持
つ
こ
と
を
客
観
的
に
証
明
し
て
い
る
。

「
い
つ
の
時
期
の
ど
の
言
語
に
も
多
く
の
不
安
定
要
因
が
潜

在
し
て
お
り
、
言
語
体
系
は
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
立
っ
て

い
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
条
件
が
変
化
し
て
、
そ
れ
ま
で
潜
在
し
て

い
た
デ
メ
リ
ッ
ト
が
部
分
調
整
で
き
る
限
界
を
超
え
た
り
、

複
数
の
不
安
定
要
因
が
結
合
し
た
り
す
る
と
バ
ラ
ン
ス
が
崩

れ
、
新
し
い
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
て
言
語
変
化
が
始
動
す
る
。
」

（
二
二
九
頁
）
ま
た
「
ど
れ
ほ
ど
合
理
的
な
変
化
で
あ
っ
て

滑
な
情
報
伝
達
が
可
能
な
言
語
へ
の
抜
本
的
な
体
質
改
善
が

進
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
。
そ
の
意
味
で
、
現
在
の
日
本
語
は
、

大
き
な
転
換
期
に
あ
る
こ
と
。
」

小
松
英
雄
は
特
に
こ
の
（
四
）
に
つ
い
て
言
及
す
る
。「
日
本

語
が
刻
々
と
変
化
す
る
の
は
、
日
本
語
が
日
本
社
会
に
お
け

る
情
報
伝
達
の
媒
体
と
し
て
効
率
的
に
機
能
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
社
会
環
境
の
変
化
に
連
動
し
て
体
系
を

更
新
し
つ
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
同
書
、
二
五
頁
）

例
え
ば
漢
字
と
い
え
ば
す
ぐ
に
同
音
異
義
語
の
問
題
が

取
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
小
松
は
こ
の
本
の
中
で
自
身
の
経
験

か
ら
「
ソ
ー
タ
イ
テ
キ
に
把
握
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
講
義
の

中
で
言
う
と
き
に
、
そ
の
言
葉
を
口
に
し
な
が
ら
黒
板
に

「
総
体
（
的
）
」
と
書
く
習
慣
が
身
に
付
い
て
い
た
と
い
う
。
学

生
は
「
相
対
的
」
と
聞
き
取
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で

「
総
体
的
」
よ
り
も
多
く
使
っ
た
は
ず
の「
相
対
的
」
を
黒
板

に
書
い
た
記
憶
が
な
い
。
黒
板
に
書
く
と
い
う
手

間
を
か
け
る
く
ら
い
な
ら
最
初
か
ら
「
ト
ー
タ
ル

と
し
て
」
と
言
え
ば
よ
い
、
む
し
ろ
「
総
体
的
」
と

書
か
れ
て
も
全
員
が
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
と
は
限
ら
な

い
、
と
い
う
。「
す
な
わ
ち
、
同
音
異
義
の
紛
ら
わ
し
い
漢
語

が
あ
れ
ば
、
優
勢
な
方
が
漢
語
で
残
り
、
劣
勢
な
ほ
う
は
、

対
応
す
る
適
切
な
カ
タ
カ
ナ
語
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
置
き
換

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
七
〇
頁
）
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 も
、
新
し
い
言
い
か
た
は
、
当
分
の
間
、
低
く
位
置
づ
け
ら

れ
、
そ
れ
を
使
う
人
も
低
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
お

く
こ
と
は
、
社
会
生
活
に
お
け
る
円
滑
な
伝
達
に
と
っ
て
大

切
な
こ
と
で
あ
る
。
」
（
二
四
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
本
で
は
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

助
詞
の
用
例
な
ど
を
豊
富
に
引
用
し
な
が
ら
、
助
動
詞
の

変
化
を
考
察
し
て
い
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
是
非
原

本
に
当
た
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

酔
夢
亭
読
書
日
記

安
田

章

孫
子
そ
の
三

「
迂
（
う
）
を
以
て
直
と
為
し
、
患
（
う
れ
）
い
を
以
て
利
と

為
す
」
（
軍
争
篇
）

所
謂
、「
迂
直
の
計
」
、「
患
利
の
計
」
と
い
わ
れ
る
高
等
戦

術
で
あ
る
。

回
り
道
を
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
は
実
は
ま
っ
す
ぐ
の
一

番
の
近
道
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
の
は
何
だ
か
目
眩
ま
し
、
幻

術
み
た
い
で
あ
る
。
世
俗
に
も
「
こ
つ
こ
つ
と
地
道
に
努
力
す

る
の
だ
よ
、
成
功
す
る
に
は
回
り
道
の
よ
う
に
見
え
て
そ
れ

が
一
番
の
近
道
な
ん
だ
よ
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
孫

子
と
関
係
あ
る
か
ど
う
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。

「
迂
を
以
て
直
と
為
し
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
か
ら
「
損
し
て
得

取
れ
」
、「
急
が
ば
回
れ
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
つ
い
つ
い
連
想

し
て
し
ま
う
が
、
さ
て
、「
損
し
て
得
取
れ
」
な
ど
と
い
う
こ
と

は
現
代
日
本
に
も
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
損
す
る
の

は
絶
対
イ
ヤ
だ
が
、
得
す
る
た
め
に
は
人
を
押
し
の
け
、
な
り

ふ
り
構
わ
な
い
、
な
ん
て
格
好
悪
い
こ
と
は
し
た
く
な
い
な

あ
。目

先
利
益
の
優
先
ば
か
り
考
え
て
、
買
い
物
を
し
て
も
レ

シ
ー
ト
も
出
さ
な
い
商
売
人
が
タ
マ
に
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な

商
店
は
案
の
定
閑
古
鳥
が
鳴
い
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
「
小
さ

な
得
を
し
よ
う
と
し
て
、
大
き
な
損
を
し
て
い
る
」
状
態
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

金
銭
の
出
費
を
「
損
」
と
捉
え
、
収
入
を
「
得
」
と
し
て
、

「
得
」
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
す
る
よ
う
な
社
会
活
動
、
事
業

な
ど
は
何
か
底
が
浅
い
感
じ
が
し
て
な
ら
な
い
。
金
銭
的
結

果
が
す
ぐ
現
わ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
は
誰
も
が
や
ら
な
い
、

な
ん
て
事
態
に
な
っ
た
ら
文
化
国
家
と
は
と
て
も
言
え
た
義
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似
た
よ
う
な
も
の
に
「
わ
ざ
わ
い
を
変
じ
て
福
と
な
す
」「
禍

福
は
あ
ざ
な
え
る
縄
の
如
し
」「
人
間
万
事
塞
翁
が
馬
」
な
ど

が
あ
る
。「
煩
悩
即
菩
提
」
に
な
る
と
離
れ
す
ぎ
か
。
不
利
な

条
件
を
有
利
な
も
の
へ
転
じ
る
。
そ
ん
な
こ
と
不
可
能
で
あ

る
、
と
考
え
る
よ
り
も
何
と
か
逆
転
し
よ
う
と
日
々
思
考
を

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
立
て
て
い
る
方
が
精
神
衛
生
的
に
は
良
い
と

思
う
。

「
故
に
兵
は
詐
を
以
て
立
ち
、
利
を
以
て
動
き
、
分
合
を

以
て
変
を
為
す
者
な
り
。
故
に
其
の
疾
（
は
や
）
き
こ
と
風
の

如
く
、
其
の
徐
（
し
ず
）
か
な
る
こ
と
林
の
如
く
、
知
り
難
き

こ
と
陰
の
如
く
、
動
か
ざ
る
こ
と
山
の
如
く
、
動
く
こ
と
雷

（
い
か
ず
ち
）
の
震
う
が
如
く
に
し
て
、
郷
を
掠
む
る
に
は
衆

を
分
か
ち
、
地
を
廓
（
ひ
ろ
）
む
る
に
は
利
を
分
か
ち
、

権
に
懸
け
て
而
し
て
動
く
。
迂
直
の
計
を
先
知
す
る
者
は
勝

つ
。
此
れ
軍
争
の
法
な
り
。
」
（
軍
争
篇
）

ご
存
知
、
武
田
信
玄
の
軍
旗
、
風
林
火
山
の
部
分
で
あ

る
。
実
際
に
は
孫
子
の
兵
法
は
武
田
の
甲
州
軍
団
で
は
活
用

さ
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

「
将
に
五
危
有
り
。
」
（
九
変
篇
）
と
し
、
将
た
る
も
の
に

は
、
五
つ
の
危
険
が
つ
き
ま
と
う
と
孫
先
生
は
言
わ
れ
る
。

「
必
死
は
殺
さ
れ
、
必
生
（
ひ
っ
せ
い
）
は
虜
に
さ
れ
、
忿
速

（
ふ
ん
そ
く
）
は
侮
ら
れ
、
潔
廉
（
け
つ
れ
ん
）
は
辱
め
ら
れ
、

が
す
ぐ
現
わ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
は
誰
も
が
や
ら
な
い
、
な

ん
て
事
態
に
な
っ
た
ら
文
化
国
家
と
は
と
て
も
言
え
た
義
理

で
は
な
い
と
思
う
。
少
な
く
と
も
イ
キ
で
無
い
の
は
確
か
だ
。

「
迂
直
の
計
」
と
い
う
高
等
戦
術
を
実
践
す
る
に
は
、
恐
ら

く
、
思
考
の
枠
組
み
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
転
換
が
必
要
な
の
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
考
現
学
で
著
名
な
今
和
次
郎
は
、
戦
後
混

乱
期
の
人
び
と
の
具
体
的
生
活
に
着
目
し
、「
生
活
学
」
を
提

唱
し
た
が
、「
生
活
」
と
い
う
も
の
を
考
え
る
最
初
の
一
歩
を

「
娯
楽
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
始
め
た
と
い
う
。
今
が

提
唱
す
る
ま
で
は「
生
活
」
と
い
う
も
の
は
労
働
力
再
生
産
の

視
点
か
ら
し
か
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
私

な
ど
は
何
も
し
な
い
で
、
公
園
で
ぽ
か
ん
と
し
て
い
た
り
、
行

く
雲
を
飽
き
ず
に
眺
め
て
い
た
り
す
る
こ
と
に
大
い
な
る
慰

安
を
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
無
意
味
に
見
え
る

行
為
は
労
働
力
再
生
産
と
い
う
視
点
か
ら
で
は
理
解
さ
れ
に

く
い
。
し
か
し
、
今
は
そ
う
し
た
も
の
も
精
神
的
充
実
と
い
う

視
点
か
ら
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
光
を
当
て
た
の
で
あ
る
（
以

上
、
天
野
正
子
著

「
生
活
者
と
は
だ
れ
か
」
中
公
新
書
）
。

視
点
を
変
え
る
、
逆
に
考
え
て
み
る
、
と
い
う
こ
と
も
時
に
は

必
要
か
も
し
れ
な
い
。

「
患
利
の
計
」
の
方
が
分
か
り
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ

ま
り
、「
患
（
う
れ
）
い
を
以
て
利
と
為
す
」
わ
け
で
あ
る
が
、
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愛
民
（
あ
い
み
ん
）
は
煩
わ
さ
れ
る
。
」

決
死
の
覚
悟
で
行
け
ば
、
殺
さ
れ
、
生
き
た
い
、
生
き
延

び
た
い
と
い
う
思
い
の
強
い
も
の
は
捕
虜
に
さ
れ
、
怒
り
っ
ぽ

い
も
の
は
敵
の
挑
発
に
乗
り
や
す
い
し
、
人
格
高
潔
な
も
の
は

侮
辱
に
弱
く
、
人
情
あ
る
も
の
は
部
下
に
振
り
回
さ
れ
る
。

「
厚
く
す
る
も
使
う
こ
と
能
わ
ず
、
愛
す
る
も
令
す
る
こ
と

能
わ
ず
、
乱
る
る
も
治
む
る
こ
と
能
わ
ざ
る
」
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
、
部
下
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
様
は
ど
ら
息
子
の

如
く
で
、
も
の
の
や
く
に
は
立
た
な
い
状
態
に
陥
っ
て
し
ま

う
。こ

の
五
つ
の
危
険
は
、
将
で
な
く
て
も
普
通
に
生
き
る
私
た

ち
に
も
戒
め
に
な
る
言
葉
だ
と
思
う
。

孫
子

完

今
回
引
用
、
参
考
に
し
た
文
献
は
以
下
の
と
お
り
。

「
孫
子
」
浅
野
裕
一

講
談
社
学
術
文
庫

「
孫
子
」
町
田
三
郎

中
公
文
庫

「
「
生
活
者
」
と
は
だ
れ
か
」
天
野
正
子

中
公
新
書

漢
点
字
に
よ
る
漢
字

仮
名
交
じ
り
文
中
の

カ
タ
カ
ナ
の
表
記

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

 

去
る
本
年
二
月
十
五
日
（
日
）
、
本
会
の
木
下
と
、
漢
点

字
使
用
者
二
名
と
ガ
イ
ド
の
方
お
二
方
と
私
で
、
大
阪
府
吹

田
市
の
、
故
・
川
上
泰
一
先
生
宅
を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。

先
方
で
は
、
日
本
漢
点
字
協
会
の
会
長
を
お
務
め
に
な
る

川
上
先
生
の
奥
様
と
、
少
し
遅
れ
て
、
協
会
の
理
事
で
、
京

都
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
点
字
図
書
館
長
の
加
藤
俊
和
様
と
、
協
会

の
漢
点
字
訳
を
行
っ
て
下
さ
っ
て
お
ら
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
に
、
お
出
迎
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
話
題
と
な
っ
た
の
は
、
現
在
協
会
で
討
議
さ
れ
て
い

る
、
漢
点
字
訳
に
当
た
っ
て
の
、
文
章
記
号
の
処
理
、
と
り
わ

け
現
在
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
表
記
に
そ
の
議
論
が
集
ま
っ
て
い

て
、
多
方
面
の
意
見
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

本
会
で
も
か
ね
て
よ
り
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

と
い
う
漢
点
字

訳
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
て
、
漢
点
字
の
文
書
を
作
成
・
配

布
し
て
来
ま
し
た
の
で
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
充
分
明
ら
か

に
し
て
来
た
積
も
り
で
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
議
論
が
継
続
し
て
い
る
今
日
、
再
度
こ
こ
に
、
改

め
て
そ
れ
を
表
明
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。

以
下
に
記
す
通
り
で
す
。

一
．
前

提

（
一
）
日
本
語
点
字
と
カ
タ
カ
ナ
の
表
記

従
来
の
点
字
に
は
漢
字
は
お
ろ
か
、
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
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の
区
別
さ
え
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
カ
タ
カ
ナ
の
表

記
に
は
、
何
の
注
意
も
払
わ
れ
ず
に
来
ま
し
た
。
漢
点
字
を

習
得
し
て
お
ら
ず
、
漢
字
と
い
う
文
字
の
知
識
を
も
た
な
い

視
覚
障
害
者
の
中
に
は
、
一
般
に
、
ひ
ら
が
な
で
表
記
す
る

の
か
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
の
か
、
は
た
ま
た
漢
字
で
書
く

の
か
、
判
断
で
き
な
い
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
場

合
、
外
来
語
は
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
の
だ
ろ
う
、
日

本
語
と
は

違
う
音
は
、
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
の
だ
ろ
う
と
理
解
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。

漢
点
字
の
学
習
を
希
望
さ
れ
る
成
人
の
視
覚
障
害
者
の

方
に
、「
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、
ト
ラ
ッ
ク
」
は
カ
タ
カ
ナ
で
書
き
ま

す
。「
電
車
、
自
動
車
、
自
転
車
」
は
漢
字
で
書
き
ま
す
。
漢

字
で
書
く
も
の
は
、
ひ
ら
が
な
で
書
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
漢
語
は
漢
字
で
、
和
語
は
送
り
が
な
を
つ
け
た
漢
字

か
ひ
ら
が
な
で
書
く
の
が
普
通
で
す
、
と
い
う
お
話
を
し
ま

す
が
、
従
来
の
点
字
に
よ
る
知
識
で
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明

も
、
決
し
て
容
易
に
理
解
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
に
点
字
の
世
界
に
カ
タ
カ
ナ
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に

は
、
予
想
を
超
え
た
困
難
が
存
在
し
ま
す
。

川
上
先
生
も
、
大
変
ご
苦
労
を
重
ね
て
お
ら
れ
た
ご
様

子
で
、
幾
つ
か
の
方
法
を
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

何
れ
に
せ
よ
括
弧
と
同
様
に
、
ひ
ら
が
な
と
同
じ
点
字
符

号
を
、
開
き
と
閉
じ
の
記
号
で
括
っ
て
示
す
も
の
で
す
。
た
と

え
ば
、〈

〉
、〈

〉
、〈

〉
な
ど

を
お
試
し
で
し
た
。

（
二
）
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
中
の
カ
タ
カ
ナ
の
位
置
と
表
記

漢
点
字
に
よ
る
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
の
中
の
カ
タ
カ
ナ

を
考
え
る
に
は
、
一
般
の「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
の
カ
タ
カ

ナ
の
扱
い
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
般
に
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
は
、〈
漢
字
〉
と
〈
ひ
ら
が

な
〉
が
交
互
に
現
れ
る
形
を
採
り
ま
す
。〈
漢
字
〉
は
概
念
を

表
す
、
あ
る
い
は
主
体
的
に
働
く
〈
語
〉
を
表
し
ま
す
。〈
ひ

ら
が
な
〉
は
、
概
念
と
概
念
を
結
ぶ
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
の

〈
語
〉
を
受
け
て
、
客
体
的
に
働
き
ま
す
。〈
ひ
ら
が
な
〉
は
、

文
中
で
は
そ
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
指
示
し
ま
す
の

で
、
大
変
大
き
な
働
き
を
し
ま
す
が
、
文
を
離
れ
て
、
単
独

に
は
、
働
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
、
極
め
て

機
能
的
に
関
与
す
る
〈
文
字
〉
で
す
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
機
能
を
、
時
枝
誠
記
先
生
の
概
念
と

用
語
を
お
借
り
し
て
、〈
漢
字
〉
で
表
さ
れ
る
語
を
〈
詞
〉
、
ひ

ら
が
な
で
表
さ
れ
る
語
を
〈
辞
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
文
中
で
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
は
ど

う
い
う
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

多
く
の
場
合
〈
カ
タ
カ
ナ
〉
は
、〈
ひ
ら
が
な
〉
と
は
一
線
を

画
し
た
機
能
を
果
た
し
て
、〈
漢
字
〉
の
位
置
に
、
代
わ
っ
て

用
い
ら
れ
ま
す
。
と
り
わ
け
外
来
語
の
体
言
で
は
、「
サ
ー
ビ
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ス
、
ケ
ア
、
ヘ
ル
パ
ー
」
な
ど
と
、〈
漢
語
〉
の〈
漢
字
〉
に
代
っ
て

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
用
言
で
も
、「
サ
ー
ビ
ス
す
る
、
ケ
ア
す

る
、
テ
レ
す
る
」
と
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
に「
す
る
」
を
付
け
る
こ
と

で
、〈
漢
字
〉
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の〈
カ
タ
カ

ナ
〉
の
表
記
は
、
西
洋
か
ら
の
外
来
語
を
受
け
入
れ
る
た
め
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

（
三
）
熟

語

〈
漢
字
〉
に
は〈
熟
語
〉
と
呼
ば
れ
る
語
群
が
あ
り
ま
す
。

元
来
〈
漢
字
〉
は
、
一
文
字
で
一
つ
の
概
念
を
表
す
も
の

で
、〈
文
字
〉
と
し
て
の
性
格
ば
か
り
で
な
く
、〈
語
〉
と
し
て
の

性
格
を
兼
ね
備
え
た
も
の
で
す
。

古
代
の
中
国
で
は
、
こ
の
一
文
字
を
一
つ
の
語
と
し
て
用
い

て
い
ま
し
た
が
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
、
言
葉
の
表
現
の
巾

を
広
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
二
つ
の

文
字
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
単
語
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
を
『
聯
綿
』
と
呼
び
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の

二
文
字
で
構
成
さ
れ
る
語
を
〈
熟
語
〉
と
呼
ん
で
も
、
英
語
で

言
う

id
io
m

（
慣
用
句
）
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
す
。
む
し
ろ

〈
単
語
〉
で
あ
っ
て
、〈
複
合
語
〉
と
規
定
す
る
の
が
正
し
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

我
が
国
で
も
、
多
く
の
二
字
の〈
漢
語
〉
の〈
熟
語
〉
が
作
ら

れ
ま
し
た
。
ど
れ
が
中
国
か
ら
や
っ
て
来
た
も
の
か
、
我
が
国

で
作
ら
れ
た
も
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
、
判
然
と
し
な
い
状
態

で
す
。
そ
の
中
に
は
、「
道
路
、
河
川
、
山
岳
、
家
屋
、
海
洋
」

な
ど
、
同
じ
概
念
の
文
字
を
重
ね
る
も
の
も
多
く
見
ら
れ

て
、
日
本
語
で
は
、
一
文
字
で
表
す
よ
り
、
二
文
字
で
表
す

方
が
、
落
ち
着
き
が
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

〈
カ
タ
カ
ナ
〉
の
用
い
ら
れ
方
は
、〈
漢
字
〉
と
同
様
で
は
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
外
来
語
で
す
の

で
、
二
つ
、
三
つ
の
単
語
が
並
ぶ
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
と
き
は
、
日
本
語
の
表
記
の
慣
習
で
、
外
国
語
の

表
記
で
は
ス
ペ
ー
ス
が
入
る
と
こ
ろ
に
、「
・
」
（
中
点
）
を
入
れ

て
い
ま
す
。
日
本
語
の
表
記
に
は
、
欧
米
の
文
中
に
あ
る
よ
う

な
ス
ペ
ー
ス
は
馴
染
ま
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
、〈
漢
字
〉
の
熟
語
に
は
、「
四
文
字
熟
語
」
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
。「
閑
話
休
題
、
七
転
八
倒
、
弱
肉
強
食
」

等
々
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
英
語
の

id
io
m

と
は
そ

の
用
い
ら
れ
方
・
性
格
を
異
に
す
る
と
は
言
え
、〈
複
合
語
〉

で
は
な
く
、〈
慣
用
句
〉
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
。

二
．
漢
点
字
に
よ
る
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
中
の
カ

タ
カ
ナ
の
表
記

本
会
で
はＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

と
い
う
漢
点
字
変
換
・
編
集
・

印
刷
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
独
自
に
開
発
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ

の
コ
ン
セ
プ
ト
の
あ
ら
ま
し
は
、
本
誌
四
十
一
号
（
二
〇
〇
三



年
一
二
月
発
行
）
に
詳
し
く
記
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
各

論
（
こ
こ
で
は〈
カ
タ
カ
ナ
〉
の
表
記
で
す
が
）
、
に
は
、
充
分
触

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
以
下
に
、
そ
の
考
え
方
と

実
際
に
つ
い
て
、
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

（
一
）
単
語
と
し
て
の
扱
い

現
代
の
日
本
語
文
で
あ
る
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
で
は
、

先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
は
、〈
詞
〉
と
し
て
の

主
体
的
な
〈
語
〉
と
い
う
単
位
で
登
場
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ

の
文
中
に
占
め
る
位
置
は
、〈
漢
字
〉
と
同
様
で
あ
っ
て
、〈
ひ

ら
が
な
〉
と
は
入
れ
替
え
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
す

な
わ
ち
、
文
の
構
造
上
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
」
を
「
カ
タ
カ
ナ

ひ
ら
が
な
交
じ
り
」
に
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、「
漢
字
カ
タ

カ
ナ
交
じ
り
」
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
誤
解
を
避

け
る
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ひ
ら
が
な
の
性
格
と
機

能
の
面
か
ら
言
え
る
こ
と
で
、
一
つ
の
約
束
事
の
上
に
立
て

ば
、
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
が
入
れ
替
わ
っ
て
、
漢
字
と
カ
タ

カ
ナ
で
構
成
さ
れ
る
文
書
も
不
可
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

（
二
）
触
読
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
カ
タ
カ
ナ

本
誌
に
連
載
し
て
お
り
ま
す
、
拙
稿
『
点
字
の
読
み
づ
ら

さ
と
漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
』
で
、〈
触
読
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
〉

を
考
え
て
み
ま
し
た
。

〈
点
字
〉
は
、
触
覚
に
訴
え
る
文
字
で
す
の
で
、〈
文
字
〉
と

し
て
の
機
能
を
備
え
て
い
て
、
し
か
も
〈
触
読
〉
に
耐
え
得
る

体
系
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の〈
触
読
文
字
〉
で
あ
る
〈
点
字
〉
は
六
つ
の
点
の
構
成
で

す
の
で
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
フ
リ
ー
を
含
め
て
六
十
四
通

り
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
触
知
す
る
に
は
、
整
理
し
分
類
し

て
、
で
き
る
だ
け
小
さ
な
単
位
に
分
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
う
し
て
、
指
で
触
れ
て
、
そ
の
点
字
符
号
が
即
時
に
何

を
指
示
す
る
か
、
判
断
を
伴
わ
ず
に
読
み
取
れ
る
も
の
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
（
以
上
、
前
記
拙
稿
を
ご
笑
覧

下
さ
い
。
）

〈
カ
タ
カ
ナ
〉
の
表
記
も
、
こ
の
原
則
を
生
か
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
本
会
で
は
川
上
先
生
の
試
み
か
ら
、
最
も
〈
触

読
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
と
考
え
て
、〈

〉
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

（
三
）
文
章
記
号
と
句
切
り
符
号

文
章
に
は
多
く
の
記
号
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。〈
句
読
符

号
〉
（
、
。
？
！
）
、〈
引
用
符
号
と
括
弧
〉
（「
」

『
』

（
）

〈
〉

“
”
等
）
、
そ
の
他
に
も
「
・

‐

～

＊

※
」
や
、
数

学
記
号
の「
＝

＋

－
」
等
ど
は
、
文
字
と
等
価
に
常
時

用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
〈
句
切
り
符
号
〉
と
呼
ば

れ
て
、
文
脈
の
要
所
要
所
を
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
認
識
で

き
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、〈
句
切
り
符
号
〉
で
は
な
い
、
文
字
の
間
に
埋
め
込

ま
れ
て
、〈
語
〉
の
要
素
と
し
て
用
い
ら
れ
る
符
号
も
あ
り
ま

－８ －
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ナ
〉
を
、
意
味
の
あ
る
〈
語
〉
と
し
て
捕
ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
も
う
一
つ
付
言
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
二
）
そ
の
他
の
符
号
と
の
関
係

句
読
点
等
の〈
句
切
り
符
号
〉
は
、
あ
る
意
味
で
大
変
分
か

り
易
い
記
号
で
す
。

し
か
し
、
と
り
わ
け
注
意
の
必
要
な
記
号
に
、「
・
」
（
中

点
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
号
は
大
変
特
異
な
性
格
を
持
つ

も
の
で
す
。

例
を
挙
げ
ま
す
と
、「
マ
ガ
ジ
ン
・
オ
ブ
・
メ
デ
ィ
シ
ン
」
の
よ

う
な
も
の
で
は
、
単
に
ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
る
た
め
に
使
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、「
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・

ロ
シ
ア
」
と
な
り
ま
す
と
、
明
ら
か
に
〈
句
切
り
〉
を
意
識
し
た

使
い
方
と
言
え
ま
す
。

墨
字
で
は
〈
ひ
ら
が
な
〉
と
〈
カ
タ
カ
ナ
〉
は
、
は
っ
き
り
と

字
体
が
異
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
「
・
」
も
、
ほ
と
ん

ど
意
識
に
上
ら
せ
る
こ
と
な
く
過
ご
せ
る
も
の
で
す
が
、〈
触

読
文
字
〉
で
あ
る
〈
漢
点
字
文
〉
で
は
、
指
に
触
れ
て
直
ぐ
に

文
字
・
記
号
の
示
す
と
こ
ろ
を
読
み
と
っ
て
、
そ
の
文
脈
を
読

み
取
る
よ
う
、
理
解
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

意
味
で
、
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
と
の
区
別
、
句
切
り
符
号

と
そ
う
で
な
い
記
号
と
の
区
別
が
で
き
る
体
系
を
模
索
し
て

い
る
の
が
現
状
で
す
。

す
。
通
常
は
「
・

‐
」
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
数
字
の
間
の「
．

，

：

」
も
そ
の
よ
う
に
働
く
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

三
．
カ
タ
カ
ナ
の
表
記
と
そ
の
実
際

（
一
）
句
切
り
符
号
、
お
よ
び
、
漢
字
と
の
関
係

「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
の
中
の〈
カ
タ
カ
ナ
〉
は
、
こ
れ
ま

で
述
べ
て
来
ま
し
た
よ
う
に
、〈
漢
字
〉
の
占
め
る
、
す
な
わ
ち

多
く
は
〈
詞
〉
に
当
た
る
位
置
に
、〈
漢
字
〉
に
変
わ
っ
て
用
い

ら
れ
ま
す
。
こ
の〈
詞
〉
と
し
て
の
単
語
は
、
文
の
主
体
的
な

要
素
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
は
、
単
に
文

字
の
並
ん
で
い
る
も
の
で
な
く
、
一
つ
の
意
味
・
概
念
を
表
す

も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。

〈
漢
点
字
文
〉
の
中
で
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
を
そ
の
よ
う
に
表
記

す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

本
会
で
は
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
を
表
す
符
号
と
し
て
、〈
ひ
ら
が

な
〉
と
同
じ
点
字
符
号
を
、
〈

〉
で
括
っ
て
表
す
こ

と
に
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、〈
ひ
ら
が
な
〉
と
の
区
別
だ
け

を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
句
読
点
等
の〈
句

切
り
符
号
〉
の
前
で
は
、
必
ず
カ
タ
カ
ナ
符
号
を
閉
じ
ま
す

し
、
カ
タ
カ
ナ
と
カ
タ
カ
ナ
の
間
に
〈
句
切
り
符
号
〉
が
あ
る

場
合
も
、
カ
タ
カ
ナ
符
号
を
閉
じ
・
開
け
し
ま
す
。〈
漢
字
〉

と
の
間
も
同
様
に
、
そ
の
前
後
で
、
閉
じ
・
開
け
し
ま
す
。

本
会
の〈
カ
タ
カ
ナ
〉
の
表
記
は
、
こ
の
よ
う
に
、〈
カ
タ
カ
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（
三
）
漢
文
と
訓
点

こ
こ
ま
で
は
、
現
代
の
日
本
語
文
の
表
記
を
考
え
て
来
ま

し
た
。
歴
史
的
に
は
『
記
・
紀
・
万
葉
』
以
来
の
、
古
典
の
表
記

に
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
浅
学
な
私

に
と
っ
て
は
、
そ
ろ
そ
ろ
荷
の
重
さ
を
感
じ
て
参
り
ま
し
た
。

し
か
し
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
の
表
記
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
忘
れ

て
な
ら
な
い
の
が
、〈
漢
文
〉
で
す
。

〈
漢
文
〉
は
、
元
来
中
国
語
の
、
古
典
の
文
章
で
す
。
そ
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
は
〈
漢
字
〉
だ
け
で
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
〈
白
文
〉
と
呼
び
ま
す
。

我
が
国
で
は
、
伝
わ
っ
て
来
た
こ
の〈
漢
文
〉
を
、
日
本
語
と

し
て
読
ん
だ
の
で
す
。
こ
れ
が
〈
漢
文
訓
読
〉
で
す
。
こ
の〈
漢

文
訓
読
文
〉
を
、
日
本
語
の
読
み
に
従
っ
て
書
き
換
え
た
も
の

が
、〈
読
み
下
し
文
〉
で
す
。

こ
の〈
漢
文
訓
読
文
〉
は
、〈
訓
点
〉
と
呼
ば
れ
る
カ
タ
カ
ナ

と
返
り
点
と
い
う
符
号
が
、
左
右
に
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

カ
タ
カ
ナ
は
、
現
代
文
の
送
り
仮
名
や
助
詞
に
当
た
る
も
の

で
す
。
返
り
点
は
、
中
国
語
と
日
本
語
の
、
語
順
の
相
違
の

調
整
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
す
。

〈
読
み
下
し
文
〉
は
、〈
漢
文
訓
読
〉
の
返
り
点
を
除
い
て
、

語
を
日
本
語
の
順
序
に
並
べ
替
え
て
、
訓
点
の
カ
タ
カ
ナ
を

漢
字
の
後
ろ
に
付
け
た
形
で
す
。
形
の
上
で
は
、
現
代
の「
漢

字
仮
名
交
じ
り
文
」
の
ひ
ら
が
な
を
、
カ
タ
カ
ナ
に
置
き
換
え

た
も
の
と
考
え
て
も
、
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
間
の
順

序
か
ら
言
え
ば
、〈
読
み
下
し
文
〉
の
送
り
仮
名
の
カ
タ
カ
ナ

が
、
現
代
文
の
、
ひ
ら
が
な
の
送
り
仮
名
に
変
化
し
た
も
の
と

言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

訓
点
の
表
記
に
つ
い
て
は
他
に
譲
っ
て
、
こ
こ
で
は
触
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
」
の

〈
カ
タ
カ
ナ
〉
の
表
記
に
つ
い
て
も
、
本
会
で
は
、
現
代
日
本
語

文
の
表
記
法
に
準
じ
る
こ
と
で
、
充
分
に
そ
の
要
件
は
満
た

さ
れ
る
と
考
え
ま
し
た
。

そ
の
理
由
は
、〈
読
み
下
し
文
〉
は
既
に
日
本
語
の
文
章
と

し
て
息
付
い
て
い
て
、
そ
の
中
に
、
ル
ビ
や
注
記
と
し
て
、〈
ひ

ら
が
な
〉
が
交
じ
り
込
ん
で
来
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、〈
辞
〉
と

し
て
用
い
ら
れ
る
〈
カ
タ
カ
ナ
〉
も
、
現
代
文
の〈
カ
タ
カ
ナ
〉

と
同
様
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
異
議
は
な
い
も
の
と
考
え
る
か

ら
で
す
。

以
上
、〈
漢
点
字
文
〉
の
中
で
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
を
、
如
何
に

表
記
す
る
か
を
、
考
え
て
来
ま
し
た
。
日
本
語
の
文
章
は
、

あ
ら
ゆ
る
文
字
に
開
か
れ
て
い
て
、
ま
た
、
古
代
か
ら
の
韻
律

が
、
脈
々
と
続
い
て
い
る
と
い
う
、
世
界
に
も
例
を
見
な
い
言

語
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
表
記
で
す
の
で
、
多
様
な
考
え

が
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

本
拙
文
も
、
そ
の
一
つ
に
加
え
て
い
た
だ
い
て
、
活
発
な
議

論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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横浜漢点字羽化の会規約

第１章 総則
第１条 名称
本会は、横浜漢点字羽化の会という。

第２条 場所
本会は、以下の所に本部を置く。
〒231-0851 横浜市中区山元町２丁目１０５番地

第３条 目的
本会の目的は、以下の二つである。
（１）本会は、漢字体系の触読文字である『漢点字』で表わ

された点字の資料を製作して、『漢点字』を必要とす
る者にそれを提供する。

（２）本会は、任意のボランティア団体として、（１）の活
動を通して、日本語の標準的な表記法である『漢字仮
名交じり文』を、視覚障害者の文字である点字に実現
される
べきことを一般の認識に求め、『漢点字』の普及に努
める。

第４条 活動
（１）本会の活動は、以下の３つを柱として行なわれる。
１ 漢点字の資料に関する要望を募り、それを製作する。
１ 古典・辞書等、基本的に不可欠な文献資料を選択し製作

する。
３ 学習教材として必要なものを選択し製作する。
（２）本会は、主に横浜市社会福祉協議会ボランティアセン

ターを活動場所として利用する。

第２章 会則
第５条 会員
（１）本会は、横浜ならびにその近在に居住する者で、漢点

字訳をボランティア活動として希望する者、および本
会の活動を支援する者によって構成される。
本会の会員は、以下の２つからなる。

１ 一般ボランティア会員
ボランティア活動として、漢点字書を製作し、必要な者
に提供する。その方法は、主としてパソコンによる漢点
字訳である。

２ 賛助会員
本会の活動、ならびにその理念に賛同し、財政的援助を
通して本会を支援する。
１と２を兼ねることはできる。
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（２）入会および退会は、希望するものが随時入会、退会
できる。

第６条 運営
会の運営は、代表ならびに若干名の幹事、会計によって行な
われる。代表ならびに幹事、会計は総会において会員の互選
により選出され、任期は１年とする。ただし、再任はできる。
代表、幹事、および会計によって、幹事会を構成する。

第７条 総会
その年度の初めに、総会を行なう。
総会は、出席会員によって成立する。
総会は前年度の活動報告、決算報告と当年度の活動計画及び
予算計 画の審議、決定を行なう。

第８条 例会
毎月１回、原則として１５日に、全体の例会を行なう。
例会は、活動等に関して話し合い、研究し、報告される場
である。

第９条 会計
（１）会計の運営は以下の３つからなる。
１ 一般ボランティア会員による会費
２ 賛助会員による会費
３ 助成金

会計年度は、４月１日から翌年３月３１日とする。
第１０条 会費
（１）会費の種類

会費は、通常会費と臨時会費に分けられる。通常会費
は、以下の納入規定により定められる。
臨時会費は、幹事会の承認を経て徴収される。

（２）会費の納入
１ 一般ボランティア会員は、通常会費を月額３００円とし、

毎年４月、１０月に６ヵ月前納する。
２ 賛助会員は、１口１０００円とし１口以上とする。

ただし、一般ボランティア会員で途中入会の場合は、当
該半期の残り月数に月額を乗じたものを前納する。

（３）既納会費は、前払いを含め返還しない。
第１１条 規約の改正
規約は会員にはかり改正することができる。

附則
１９９６年６月１５日制定
１９９７年７月１５日改定
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漢
文
の
ペ
ー
ジ

絶

句

〔
盛
唐
〕

杜
甫

と

ほ

ニ
シ
テ

ク

江

碧

鳥

逾

白

ク
シ
テ

ス

エ
ン
ト

山

青

花

欲
レ

然
ダ

今

春

看

又

過

レ
ノ

カ

レ

ナ
ラ
ン

何

日

是

歸

年

江
碧
に
し
て
鳥

逾

〃
白
く

こ

う
み
ど
り

い
よ
い
よ

山
青
く
し
て
花
然
え
ん
欲
す
と

も

ほ

今
春
看
〃
又
過
ぐ

こ

ん
し
ゅ
ん
み

す

み

す

何
れ
の
日
か
是
れ
帰
年
な
ら
ん

い

ず

こ

絶
句

＝

特
に
題
を
定
め
な
い
詩
。

江

＝

揚
子
江
上
流
の
成
都
（
四
川
省
）
付
近
の
川
と

さ
れ
る
。

逾
〃

＝

い
よ
い
よ
。
ま
す
ま
す
。
「
〃
」
は
、
く
り
返

し
て
読
む
こ
と
を
示
す
記
号
。

欲
然

＝
「
欲
」
は
助
動
詞
的
用
法
で
「
今
に
も
…
せ
ん
ば

か
り
」
。
「
然
」
は
「
燃
」
の
本
字
。
燃
え
立

つ
ば
か
り
に
赤
い
。

看
〃

＝

み
る
み
る
う
ち
に
。

何
日

＝

い
つ
に
な
っ
た
ら
…
か
。
「
何
」
は
疑
問
。

帰
年

＝

故
郷
に
帰
る
年
。

ノ

江

南

春

〔
晩
唐
〕

杜
牧

と

ぼ

く

イ
テ

ズ

ニ

千

里

鶯

啼

緑

映
レ

紅

ノ

水

村

山

郭

酒

旗

風

南

朝

四

百

八

十

寺

ノ

ノ

多

少

樓

臺

煙

雨

中

千
里
鶯
啼
い
て
、
緑
紅
に
映
ず

く
れ
な
い

水
村
山
郭
酒
旗
の
風

す

い

そ

ん

さ

ん

か

く

し

ゅ

き

南
朝
四
百
八
十
寺

し

ひ

ゃ

く

は

っ

し

ん

じ

多
少
の
楼
台
煙
雨
の
中

ろ

う

だ

い

え

ん

う

江
南

＝

揚
子
江
下
流
の
南
岸
地
域
（
今
の
南
京
一
帯
）
。

紅

＝

桃
や
す
も
も
な
ど
の
花
の
あ
か
い
色
。

水
村
山
郭

＝

水
べ
の
村
や
山
ぞ
い
の
町
。

酒
旗

＝

酒
屋
の
旗
じ
る
し
。

南
朝

＝

五
～
六
世
紀
、
中
国
南
部
を
統
治
し
た
四
王
朝
を

指
す
。
仏
教
が
盛
ん
だ
っ
た
。

多
少

＝

こ
こ
で
は
、
「
多
く
の
」
の
意
。

楼
台

＝

高
い
建
造
物
。
寺
院
の
堂
や
塔
。

煙
雨

＝

煙
の
よ
う
に
降
る
雨
。
春
の
雨
。

＊

杜
牧
は
晩
唐
第
一
の
詩
人
と
さ
れ
、
杜
甫
を
「
大
杜
」

と
称
す
る
の
に
対
し
、
「
小
杜
」
と
呼
ば
れ
た
。



－ １４ －

絶 句

江 碧 ニシテ鳥 逾 白 ク

山 青 クシテ 花 欲 ス 然 エント

今 春 看 又 過 グ

何 レノ 日 カ 是 レ 歸 年 ナラン

江 南 ノ 春

千 里 鶯 啼 イテ 緑 映 ズ 紅

ニ

水村 山 郭 酒 旗 ノ 風

南 朝 四 百 八 十寺

多 少 ノ 樓 臺 煙 雨 ノ 中

※「絶句」の逾と看の後のおどり字は「〃」と同じで「 」に
なります。（墨字印刷では「 」のHGS祥南行書体を使用。）

※ 「青」「緑」の旧字「靑」「綠」はJIS第１・第２水準外の漢字です。
点字では、「青」「緑」に変えました。

（参照図書）遠藤哲夫『語法詳解 漢詩』（旺文社）
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ご
報
告
と
ご
案
内

本
誌
・
機
関
誌
『
う
か
』
は
、
創
刊
か
ら
八
年
目
に
入
り

ま
し
た
。
本
会
の
活
動
を
ご
支
援
下
さ
っ
て
お
ら
れ
る
皆
様

・
本
誌
を
ご
愛
読
下
さ
っ
て
お
ら
れ
る
皆
様
に
は
、
深
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
引
き
続
き
の
ご
支
援
・
ご
愛

読
を
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
号
か
ら
、
現
在
特
定
非
営
利
法
人
を
申
請
中
の
、
定
款

に
「
視
覚
障
害
者
の
識
字
と
漢
点
字
の
普
及
」
を
謳
っ
て
お

り
ま
す
、
「
ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト２

１

（Ｔ
Ｈ
Ｎ

２
１

）
」
の
機
関
誌
『
う
ず
れ
ぽ
』
と
合
体
し
た
形
で
発
行

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

は
、
現
在
、
こ
の
十
月
を
目
標
に
、
知
的
障

害
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
設
立
に
邁
進
し
て
お
り
ま
す
。

両
誌
と
も
に
、
ご
愛
読
い
た
だ
け
ま
す
こ
と
を
、
切
に
願

っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

日
本
漢
点
字
協
会
を
訪
問
し
ま
し
た
。

去
る
二
月
十
五
日
（
日
）
に
、
漢
点
字
の
創
案
者
で
あ

る
故
・
川
上
泰
一
先
生
が
設
立
さ
れ
た
、
日
本
漢
点
字
協

会
を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。

 

現
会
長
の
川
上
リ
ツ
エ

様
（
川
上
先
生
の
奥
様
）

と
同
協
会
の
加
藤
俊
和
理

事
、
そ
し
て
漢
点
字
訳
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
と
お

会
い
し
ま
し
た
。

お
訪
ね
し
た
の
は
、
本

会
の
木
下
と
岡
田
、
漢
点

字
使
用
者
で
東
京
在
住
の
田
中
秀
臣
さ
ん
と
木
村
多
恵
子

さ
ん
、
そ
し
て
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
方
お
二
人
で
す
。

お
元
気
な
奥
様
に
お
目
に
か
か
れ
た
こ
と
は
、
望
外
の

喜
び
で
し
た
。

お
話
は
多
岐
に
渡
り
ま
し
た
が
、
漢
点
字
の
普
及
・
発

展
を
図
る
に
は
、
漢
点
字
の
使
用
者
と
、
漢
点
字
訳
書
の

製
作
を
担
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様

が
、
よ
り
一
層
力
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
と
こ

ろ
で
、
一
致
を
見
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

川
上
先
生
が
お
元
気
な
こ
ろ
、
漢
点
字
の
資
料
を
お
作

り
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
お
部
屋
（
現
在
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
様
が
ご
使
用
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
）
を
拝
見
し
た

と
き
は
、
胸
に
熱
い
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

最
後
に
、
漢
点
字
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
・Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
実
践
を
ご
紹
介
し
て
、
本
会
の
活
動
の
一
端
を
ご
覧
い



た
だ
き
ま
し
た
。

漢
点
字
協
会
と
私
達
会
員
が
、
よ
り
密
接
に
関
係
付
け

ら
れ
る
よ
う
、
努
力
す
る
必
要
を
、
痛
感
し
て
帰
っ
て
参

り
ま
し
た
。

漢
点
字
講
習
会

昨

年

度

は

、

初

め

て

横

浜

市

の

ご

後

援

を

い

た

だ

い

て

、

漢

点

字

の

講

習

会

を

行

い

ま

し

た
。受

講

者

の

皆

様

は

、

大

変

熱

心

に

取

り

組

ん

で

お

ら

れ

ま

す
。今

年

度

も

同

様

に

開

催

す

る

予
定
で
す
。

視

覚

障

害

者

に

も

、

漢

字

の

知

識

が

、

ま

す

ま

す

求

め

ら

れ
て
来
て
い
ま
す
。
受
講
を
ご
希
望
の
方
を
、
ご
紹
介

下
さ
い
。

記

主

催
：
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

後

援
：
横
浜
市
福
祉
局
障
害
福
祉
課

日

時
：
（
初
回
）
二
〇
〇
四
年
五
月
二
三
日
（
日
）
、

 

 

一
四：

〇
〇
～
一
六：

〇
〇
。

会

場
：
横
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
八
階
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
コ
ー
ナ
ー
。

申
し
込
み
・
締
め
切
り
：
五
月
一
六
日
（
日
）
ま
で
に

電
話
〇
三
‐
三
六
一
三
‐
三
一
六
〇

漢
点
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト２

１

主
催
、
本
会
共
催

で
計
画
し
て
お
り
ま
す
、
「
漢
点
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
開
催
の
草
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
こ

こ
に
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
に
は
、
日
本
漢
点
字
協
会
様
か
ら
も
ご
協
賛
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
大
変
心
強
い
見
方
を
得
た
思

い
で
す
。

ご
参
加
下
さ
る
漢
点
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
に
は
、

Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

が
、
交
通
費
の
半
額
を
負
担
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

多
数
の
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

記

名

称
：

漢
点
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

主

催
：

ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト２

１
共

催
：

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

協

賛
：

日
本
漢
点
字
協
会
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日

時
：

二
〇
〇
四
年
十
月
六
日
（
水
）

七
日
（
木
）

会

場
：

ウ
ィ
リ
ン
グ
横
浜
（
京
急
・
市
営
地
下
鉄
・

上
大
岡
駅
〇
分
、
宿
泊
・
可
）

今
年
は
、
川
上
先
生
ご
逝
去
か
ら
十
年
に
当
た
り
ま

す
。
協
会
の
会
長
で
あ
る
奥
様
を
ご
招
待
し
て
、
先
生
の

思
い
出
、
漢
点
字
誕
生
に
ま
つ
わ
る
秘
話
な
ど
、
お
話
を

お
伺
い
で
き
ま
し
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
各
地
域
の
活
動
の
ご
様
子
を
お
伺
い
し
た

り
、
漢
点
字
の
将
来
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が

で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

夜
に
は
、
交
流
パ
ー
テ
ィ
ー
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
普

段
お
話
し
す
る
機
会
の
少
な
い
各
地
域
の
皆
様
に
、
大
い

に
友
好
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
成
果
を
紀
要
に
ま
と

め
て
、
各
関
係
方
面
に
配
布
し
て
、
漢
点
字
へ
の
理
解
を

働
き
か
け
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み
は
、

電

話
：
〇
三
‐
三
六
一
三
‐
三
一
六
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
〇
四
五
‐
八
〇
三
‐
九
四
六
四

『
唐
詩
選

下
』
を
、
横
浜
市
中
央

図
書
館
に
、
納
入
し
ま
し
た
。
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昨
年
に
引
き
続
き
、
吉
川
幸
次
郎
・
小
川
環
樹
編
集
、

こ
う
じ
ろ
う

た

ま

き

株
式
会
社
筑
摩
書
房
発
行
、
『
唐
詩
選

下
』
の
漢
点
字

版
が
完
成
し
、
横
浜
市
立
中
央
図
書
館
に
、
平
成
十
五
年

度
分
と
し
て
、
納
入
し
ま
し
た
。

市
内
に
お
住
ま
い
の
方
は
同
館
に
申
し
込
ん
で
ご
利
用

下
さ
い
。
他
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
は
、
最
寄
り
の
図
書

館
を
通
し
て
ご
利
用
下
さ
い
。

平
成
十
五
年
度
の
賛
助
会
員
の
ご
芳
名

以
下
の
皆
様
か
ら
、
賛
助
会
費
の
ご
納
入
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
順
不
同
）

中
村
裕
一
様

大
滝
正
夫
様

河
村
幸
男
様

安
田
章
様

田
崎
吾
郎
様

関
口
常
正
様

武
田
幸
太
郎
様

松
村
敏
弘
様

飯
田
み
さ
様

佐
川
隆
正
様

Ｅ

‐Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ

：

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

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
、Ｕ

Ｒ
Ｌ

：

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

 



－１８－

 

ちる 花 の か ず 限 りなし こと ご とく

光 をひきて 谷 にゆくかも

上 田 三 四 二
み よ じ

桜は日本列島を北上しながら、日本人に春の喜びを伝えてくれます。

桜の前後の、どこか待ち遠しい浮きたつ思いは人だけのものなので

しょうが、美しい一日のなかで数限りない花びらを散らす時、花の

思いはいかばかりでしょう。どこか深い山奥にひっそり咲いた桜で

しょうか。谷に吸いこまれるように散ってゆくのでしょう。花びら

のいちまいいちまいに春の光をひいて。作者の至福の時間をこの一

首は読者に分けてくれるようです。美しい春の名歌です。

ともすれ ば かろきねたみの き ざ し 来 る

日 が なかなしく ものな ど 縫 わむ

岡 本 かの子

「春愁」という言葉があります。ものみな明るく動き出す季節の中

であるからこそ、心弱くなる事もあるのでしょう。作者は画家、岡本

太郎の母であり、自由に生き生きと小説や歌を書き、個性的な一生を

送った女性でした。そのような女性にもこの一首のような思いをする

日があった事は、とても人間らしくて素敵だと思うのです。ともすれ

ばとは、どうかするとというような意味です。大きく重い嫉妬ではな

いけれど、でもちょっとなんだか妬ましい、そんな自分自身に気付い
ねた

ている一首です。日がなとは一日中ということでしょう。

ものなど縫わんという下句に女性らしい心の姿がよく出ています。

編集後記 表紙絵 岡 稲子
．．．．

右開きから｢羽化｣・左開きより｢うずれぽ｣、新生機関誌の始まりです。
表紙が二つ?､編集後記が二つもある?･･･｡まか不思議な紙面となりまし
たが､ネットワークが広がり､より多くの情報発信が出来ればと思います｡

次回の発行は6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。


