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漢
点
字
の
散
歩
（
十
一
）

岡
田

健
嗣

五

点

字

お
詫
び
と
訂
正
：

前
号
に
掲
げ
ま
し
た
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ

の
点
字
一
覧
の
英
語
の
略
字
に
、
一
部
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

番
「

」
は
、“

b
l
e
”

の
略
字
で
す
。“

b
r
l
”

は
誤
り
で

53す
。
謹
ん
で
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

①

英
語
点
字(

二)

英
語
点
字
と
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
承
前
）

（
冒
頭
部
分
再
掲
）

〈
点
字
〉
は
一
八
二
五
年
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
創
出
し
た

「
触
読
文
字
」
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
存
命
中
に
は
世
に
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、
〈
点
字
〉
を
ご
存
じ
な
い
皆
様
も
、
点
字

を
パ
タ
ー
ン
と
し
て
お
受
け
止
め
い
た
だ
け
れ
ば
充
分
で

す
。
点
字
で
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
読
み
取
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

当
初
の
〈
点
字
〉
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
そ
の
ま
ま
点
字

符
号
に
置
き
換
え
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
そ
れ
ま
で
の
墨

字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
浮
き
出
さ
せ
た
も
の
に
比
べ
れ
ば
、

遥
か
に
読
み
易
い
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
の
没
後
、
彼
を
慕
う
人
た
ち
が
立
ち
上
が
っ
て
、
欧
州
各

国
に
〈
点
字
〉
を
伝
え
る
こ
と
に
努
め
た
。
そ
の
結
果
と
し
て

〈
点
字
〉
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
表
す
符
号
で
あ
る
こ
と
が

広
ま
っ
て
、
欧
州
各
国
語
が
そ
の
ま
ま
表
記
で
き
る
こ
と
が
知

れ
渡
っ
た
。

し
か
し
人
の
欲
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
を
求
め
た
。
「
も
っ
と
読

み
易
い
〈
点
字
〉
が
欲
し
い
」
。

確
か
に
〈
点
字
〉
は
、
触
読
に
適
し
た
文
字
で
あ
る
。
が
何

か
が
足
り
な
い
。
「
そ
う
だ
、
朗
読
が
で
き
な
い
」
。
欧
州
の

文
学
の
習
慣
に
は
、
「
朗
読
」
が
欠
か
せ
な
い
。
「
朗
読
の
で

き
る
〈
点
字
〉
が
欲
し
い
」
。

ブ
ラ
イ
ユ
の
〈
点
字
〉
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
あ
る
。
触
読

し
な
が
ら
音
声
に
す
る
と
、
ひ
ど
く
間
延
び
し
た
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
ど
う
す
れ
ば
「
朗
読
」
で
き
る
か
、

単
に
練
習
だ
け
で
は
果
た
せ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
来
た
。

そ
こ
で
人
々
は
、
研
究
し
工
夫
を
加
え
た
。

英
語
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

（
以
下
は
、
英
語
点
字
の
解
説
書
に
よ
る
説
明
で
は
な
く
、

英
語
点
字
の
成
り
立
ち
を
分
析
し
て
の
説
明
で
あ
る
。
従
っ

－ １ －



ルイ・ブライユの点字表

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
１： Upper4

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
２： ＋

Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
３： ＋

Uu Vv Xx Yy Zz and for of the with

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
４： ＋

ch gh sh th wh ed er ou ow Ww

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
５： Lower4

， ； ： ． en ！ () ？ in ”

51 52 53 54 55 56
６：

st ing ble ar ’ ‐

57 58 59 60 61 62 63
７：

て
、
英
語
点
字
の
教
本
と
は
、
説
明
の
順
序

が
異
な
る
。
）

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
音
素
（
子
音
と
母

音
）
を
表
す
二
六
文
字
の
一
並
び
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
ａ
・
ｅ
・
ｉ
・
ｏ
・
ｕ
と
い
う

五
つ
の
母
音
と
、
二
一
個
の
子
音
が
含
ま
れ

る
。
子
音
の
中
に
も
、
ｒ
・
ｗ
・
ｙ
の
よ
う

に
、
母
音
の
働
き
を
兼
ね
る
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ら
が
幾
つ
か
並
ん
で
、
音
節
を
作
る
の

で
あ
る
。

音
節
と
は
、
前
回
述
べ
た
よ
う
に
、
母
音

を
単
位
と
し
た
音
の
並
び
で
あ
っ
て
、
英
語

で
は
子
音
が
複
数
個
含
ま
れ
る
の
が
通
常
で

あ
る
。

欧
州
の
言
語
を
表
す
文
字
は
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
で
あ
る
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
そ
の

ま
ま
で
は
語
と
し
て
の
意
味
は
表
さ
な
い
。

言
葉
の
発
音
を
表
記
し
構
成
し
、
そ
の
音
が

意
味
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
語
頭
にp

r
e

が
あ
れ
ば
時
間
的
に
前

を
、p

o
s
t

が
あ
れ
ば
後
ろ
を
、i

n

が
あ
れ
ば

中
の
方
を
、e

x

が
あ
れ
ば
外
の
方
を
指
示
す

－ ２ －



る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
文
字
と
意
味
と
は
、
音
を
介
し
て
連
結

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
文
字
の
一
連
は
、
発
音
の
規
則

に
従
っ
て
表
記
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
英
語
の
語
頭
の
子
音
の
並

び
で
は
、
ｓ
（
摩
擦
音
）
・
ｔ
（
破
裂
音
）
・
ｒ
（
流
音
）
の

並
び
は
あ
る
が
、
そ
の
逆
の
並
び
は
な
い
。
ま
た
、s

t
l

、t
l

が
語
頭
に
並
ぶ
こ
と
は
な
い
な
ど
で
あ
る
。

英
語
点
字
で
は
こ
の
よ
う
な
規
則
を
応
用
し
て
、
「
略
字

（c
o
n
t
r
a
c
t

）
」
を
作
っ
た
。
先
ず
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
一
文
字

で
、
一
つ
の
単
語
を
表
す
こ
と
か
ら
始
め
た
。
た
だ
し
、
ａ
・

ｉ
・
ｏ
の
三
文
字
は
、
一
字
だ
け
で
語
を
為
し
て
い
る
の
で
、

残
り
の
二
三
文
字
で
単
語
を
表
す
こ
と
に
し
た
。

b

＝b
u
t

c

＝c
a
n

d

＝d
o

e

＝e
v
e
r
y

f

＝f
r
o
m

g

＝g
o

h

＝h
a
v
e

j

＝j
u
s
t

k

＝k
n
o
w
l
e
d
g
e

l

＝l
i
k
e
m

＝m
o
r
e

n

＝n
o
t

p

＝p
e
o
p
l
e

q

＝q
u
i
t
e

r

＝r
a
t
h
e
r

s

＝s
o

t

＝t
h
a
t

u

＝u
s

v

＝v
e
r
y

w

＝w
i
l
l

x

＝i
t

y

＝y
o
u

z

＝a
s

こ
れ
ら
は
、
前
後
に
ス
ペ
ー
ス
を
伴
う
か
、
語
頭
に
位
置
し

て
だ
け
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
ア
ポ
ス
ト
ロ
フ
ィ

ー
だ
け
は
後
ろ
に
続
け
ら
れ
る
。

c
'
t

＝c
a
n
'
t

t
'
s

＝t
h
a
t
'
s
x
'
s

＝i
t
'
s

x
'
l
l

＝i
t
'
l
l

y
'
r
e

＝y
o
u
'
r
e

y
'
l
l

＝y
o
u
'
l
l

英
語
点
字
で
は
さ
ら
に
、
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
一
覧
の3

1
c
h

・3
2
g
h

・3
3

s
h

・3
4

t
h

・3
5
w
h

の
五
個
の
点
字
符
号

を
、
そ
れ
ぞ
れh

を
後
ろ
に
伴
う
単
独
の
子
音
と
捉
え
て
、
点

字
符
号
一
文
字
で
、
他
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
同
様
に
扱
う
こ

と
と
し
た
。5

1
s
t

も
そ
の
中
に
含
め
て
、
六
個
が
増
え
て
子

音
は
二
七
個
と
な
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、3

8
o
u

の
重
母
音
を

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
母
音
に
加
え
て
、
母
音
の
数
は
六
個
と
な

る
。
こ
れ
ら
の
点
字
符
号
も
元
来
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
同
様

に
、
一
つ
の
符
号
で
一
つ
の
単
語
を
表
す
略
字
と
し
て
も
用
い

ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
私
は
〈
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
〉
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。

c
h

＝c
h
i
l
d

s
h

＝s
h
a
l
l

t
h

＝t
h
i
s

w
h

＝w
h
i
c
h

o
u

＝o
u
t

s
t

＝s
t
i
l
l

（3
2
g
h

に
は
、
単
語
は
当
て
ら
れ
て
い
な
い
。
）

こ
の
よ
う
に
し
て
英
語
点
字
で
は
、
三
三
文
字
を
〈
拡
張
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
〉
と
し
て
、
一
般
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
同
様

に
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
後
述
す
る
縮
語
（s

h
o
r
t
f
o
r
m

w
o
r
d

）
に
も
、
こ
の
〈
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
〉
が
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

一
マ
ス
音
節
略
字
と
句
読
符
号

六
つ
の
点
で
構
成
さ
れ
る
点
字
符
号
は
、
六
三
通
り
で
あ

－ ３ －



る
。
右
の
〈
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
〉
三
三
個
を
除
け
ば
、
三

〇
個
の
符
号
が
残
る
。
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い

る
か
見
て
み
よ
う
。

こ
の
三
〇
個
の
点
字
符
号
の
中
に
、

～

、

・

番
が

41

50

55

56

あ
る
。
こ
の
う
ち
の
前
の
一
〇
個
はl

o
w
e
r
4
d
o
t
s
s
i
g
n

と

呼
ば
れ
て
、
１
～

番
（
ａ
～
ｊ
、u

p
p
e
r
4
d
o
t
s
s
i
g
n
)

の

10

符
号
を
下
に
下
げ
た
形
で
あ
る
。

・

番
を
加
え
て
、
先
ず

55

56

はp
u
n
c
t
u
a
t
i
o
n
(

句
読
符
号
）
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
略

字
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
が
、
用
途
の
制
限
が
多
い
の
で
、
そ

の
紹
介
は
後
ろ
に
回
す
。

～

番
の
点
字
符
号
は
、r

i
g
h
t
s
i
d
e
d
o
t
s

と
呼
ば
れ

57

63

る
。
こ
れ
ら
は
次
の
マ
ス
の
点
字
符
号
に
前
置
さ
れ
て
、
そ
の

文
字
の
性
格
を
表
し
た
り
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
た
り
、
ま
た
二

マ
ス
の
略
字
を
作
っ
た
り
す
る
。

以
上
一
九
個
の
点
字
符
号
を
除
く
と
、
残
り
は
一
一
個
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
音
節
を
表
す
略
字
で
、
私
は
〈
一
マ
ス
音
節
略

字
〉
と
呼
ぶ
。
そ
の
う
ち

～

番
は
単
語
と
し
て
も
用
い
ら

26

30

れ
る
。
加
え
て

・

・

・

・

・

番
と
と
も
に
音
節

36

37

39

52

53

54

文
字
と
し
て
機
能
し
て
、
他
の
語
の
構
成
要
素
と
な
る
。

＝a
n
d

l

＝l
a
n
d

a
b
o
n

＝a
b
a
n
d
o
n

＝s
t
a
n
d

＝f
o
r

g
e
t

＝f
o
r
g
e
t

e
i
g
n

＝f
o
r
e
i
g
n

t
u
n
e

＝f
o
r
t
u
n
e

＝o
f

f

＝o
f
f

f
i
c
e

＝o
f
f
i
c
e

＝t
h
e

m

＝t
h
e
m

n

＝t
h
e
n

o
r
y

＝t
h
e
o
r
y

＝w
i
t
h

t

＝w
i
t
h
o
u
t

＝e
d

l
i
k

＝l
i
k
e
d

a
v

＝s
h
a
v
e
d

u
c
a
t
e

＝e
d
u
c
a
t
e

＝e
r

s
o
o
n

＝s
o
o
n
e
r

e
o

＝s
t
e
r
e
o

w
i
p

＝w
i
p
e
r

＝o
w
n

＝n
o
w

n

＝o
w
n
e
r
p

＝p
o
w
e
r

＝a
r

t

＝a
r
t

＝s
t
a
r

d

＝s
t
a
n
d
a
r
d

（
以
下
の
二
つ
は
、
語
尾
あ
る
い
は
語
中
に
の
み
用
い
ら
れ

る
。
）＝i

n
g

g
e
t
t

＝g
e
t
t
i
n
g

g
o

＝g
o
i
n
g

s

＝s
i
n
g
i
n
g

＝b
l
e

a

＝a
b
l
e

p
o
s
s
i

＝p
o
s
s
i
b
l
e

p
r
o
m

＝p
r
o
b
l
e
m

～

番
及
び

･

番
は
、p

u
n
c
t
u
a
t
i
o
n

と
し
て
、
語
頭

41

50

55

56

略
字
と
し
て
、
短
縮
字
と
し
て
、
ま
た
単
独
語
と
し
て
、
以
下

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

－ ４ －



＝,
e
a

r
d

＝r
e
a
d

b
u
t
y

＝b
e
a
u
t
y

＝;
b
e
b
b

c
o
m
e

＝b
e
c
o
m
e

＝b
e
i
n
g

c
a
a
g
e

＝c
a
b
b
a
g
e

＝:
c
o
n
c
c

t
e

＝c
o
n
t
e
s
t

t
e
x
t

＝c
o
n
t
e
x
t

a
e
s
s

＝a
c
c
e
s
s

＝.
d
i
s
d
d

a

＝d
i
s
a
b
l
e

p
l
a
y

＝d
i
s
p
l
a
y

a
r
e
s
s

＝a
d
d
r
e
s
s

＝e
n

e
n
o
u
g
h

a
＝e

n
a
b
l
e

t

＝o
f
t
e
n

t
i
s

＝t
e
n
i
s

＝!
t
o
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＝e
f
f
e
c
t

＝(
)

w
e
r
e

g
g

b
i
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t
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i
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r
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＝i
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r
u
c
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w
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＝b
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＝c
o
m
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＝c
o
m
i
n
g

p
u
c
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＝c
o
m
p
u
c
t

＝'

＊

（c
o
n

）
、

（d
i
s

）
、

(
c
o
m

）
は
、
語
頭
に
の

み
用
い
ら
れ
る
。

（b
e

）
は
、b

e

動
詞
と
し
て
、
単
独
に
も

も
ち
い
ら
れ
る
。

・

の
よ
う
に
音
節
略
字
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
が
、

（b
e
e
n

）
と
は
用
い
ら
れ
な
い
。
こ

の
二
つ
の
点
字
符
号
は
、
双
方
と
も
にl

o
w
e
r
4

で
あ
る
こ
と
か

ら
、
触
読
に
不
適
当
と
さ
れ
る
。

＊

（e
a

）
、

（b
b

）
、

（c
c

）
、

（d
d

）
、

（f
f

）
、

（g
g

）
は
、
語
中
に
の
み
用
い
ら
れ
る
。
他
の

略
字
の
可
能
性
の
あ
る
場
合
は
、
そ
ち
ら
が
優
先
さ
れ
る
。

＊

（e
n

）
は
音
節
略
字
と
し
て
、

（e
n
o
u
g
h

）
、

（w
e
r
e

）
、

（h
i
s

）
、

（w
a
s

）
は
、
単
独
語
と
し
て

用
い
ら
れ
る
。

（i
n

）
は
、
単
独
語
と
し
て
も
音
節
略
字
と

し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

＊

（t
o

）
、

（b
y

）
、

（i
n
t
o

）
は
、
単
独
語

と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
次
の
語
と
の
間
の
ス
ペ
ー
ス
が
省
略

さ
れ
る
。

以
上
、
駆
け
足
で
英
語
点
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
、
一
マ

ス
略
字
に
つ
い
て
述
べ
た
。
〈
拡
張
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
〉
と

〈
音
節
略
字
〉
と
い
う
英
語
点
字
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
こ

れ
で
ほ
ぼ
出
尽
く
し
た
は
ず
で
あ
る
。
次
回
は
一
歩
進
め
て
、

前
置
符
号
を
伴
っ
た
二
マ
ス
の
略
字
と
、
縮
語
を
ご
紹
介
す
る

－ ５ －



予
定
で
あ
る
。

付
記
：

ブ
ラ
イ
ユ
生
誕
二
百
年
と
漢
点
字

本
稿
を
執
筆
す
る
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
の
は
、
私
た
ち
が
今

使
用
し
て
い
る
〈
漢
点
字
〉
が
、
な
ぜ
か
視
覚
障
害
者
と
そ
の

周
辺
（
盲
教
育
関
係
者
と
点
字
図
書
館
等
）
の
晴
眼
者
の
間
で

は
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。

今
年
は
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
生
誕
二
百
年
に
当
た
る
。
ブ
ラ
イ

ユ
の
点
字
の
創
案
は
、
点
字
に
関
わ
る
機
関
で
あ
れ
ば
ど
こ
で

も
、
視
覚
障
害
者
に
文
字
を
も
た
ら
し
て
、
本
が
読
め
、
字
が

書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
し
て
、
そ
の
事
業
を
賞
賛
し
、

そ
の
恩
恵
へ
の
感
謝
の
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
私
も
全
く
同
感

で
あ
る
。

ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
は
各
国
に
伝
播
し
、
各
国
語
に
適
し
た
体

系
に
翻
案
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
欧
米
の
言
語
で
は
著
し
く
発
展

し
た
。
我
が
国
で
は
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
、
石
川
倉

次
に
よ
っ
て
「
日
本
語
点
字
」
が
作
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
残
念

な
が
ら
カ
ナ
体
系
に
留
ま
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
石
川
は
、
日
本

語
の
表
記
は
カ
ナ
文
字
で
充
分
と
言
い
、
自
ら
も
カ
ナ
文
字
運

動
に
身
を
投
じ
た
と
い
う
。
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
た
現
在

も
、
触
読
文
字
と
し
て
は
こ
の
石
川
の
カ
ナ
点
字
体
系
し
か
教

え
ら
れ
て
い
な
い
。

〈
漢
点
字
〉
は
故
・
川
上
泰
一
先
生
が
世
に
問
う
た
、
ル
イ

・
ブ
ラ
イ
ユ
の
流
れ
を
汲
ん
だ
、
触
読
文
字
の
漢
字
体
系
で
あ

る
。
川
上
先
生
は
、
視
覚
障
害
者
の
文
字
は
触
読
し
得
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
日
本
語
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
で
な
け

れ
ば
充
分
に
表
現
で
き
な
い
と
の
お
考
え
か
ら
、
〈
漢
点
字
〉

を
考
案
し
、
通
信
教
育
で
普
及
を
図
ら
れ
た
。
私
た
ち
は
そ
の

お
陰
で
、
漢
字
の
世
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
文

字
を
読
ま
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
読
ん
で
初
め

て
分
か
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
実
現
し
た
の
が
〈
漢
点
字
〉

で
あ
っ
た
。

こ
う
い
う
事
実
は
こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
述
べ
て
来
た

が
、
視
覚
障
害
者
の
多
く
と
そ
の
周
辺
の
晴
眼
者
は
、
こ
の
よ

う
な
議
論
に
は
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
な
い
。
触
読
文
字
と
漢
字

体
系
の
話
を
し
始
め
る
と
、
彼
ら
は
口
を
つ
ぐ
ん
で
時
の
過
ぎ

る
の
を
待
つ
姿
勢
に
な
る
。

こ
の
度
本
会
で
は
、
『
常
用
字
解
』
（
白
川
静
著
、
平
凡

社
）
の
漢
点
字
訳
を
完
成
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
〈
漢
点
字
〉

が
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
と
、

胸
を
張
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。

有
意
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
、
多
く
の
視
覚
障

害
者
が
触
読
文
字
を
通
し
て
、
漢
字
の
世
界
に
歩
を
進
め
る
時

の
来
る
こ
と
を
願
っ
て
止
ま
な
い
。

－ ６ －



点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
六
八
）

『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
を
読
む

山
内

薫
（
墨
田
区
立
あ
ず
ま
図
書
館
）

水
村
美
苗
の
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き－

英
語
の
世
紀
の
中

で
』
（
筑
摩
書
房

二
〇
〇
八
）
は
、
今
、
最
も
話
題
に
な
っ

て
い
る
本
で
あ
る
。
最
近
も
文
芸
誌
『
ユ
リ
イ
カ
』
（
二
〇
〇

九
年
二
月
号
）
が
、
こ
の
本
を
巡
っ
て
「
日
本
語
は
亡
び
る
の

か
？
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
で
い
る
。

こ
の
本
は
言
語
の
三
つ
の
概
念
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
「
普
遍
語
」
は
、
遠
い
昔
は
ギ
リ
シ
ャ
語
、
中
世
に

は
ラ
テ
ン
語
が
果
た
し
た
よ
う
に
、
文
化
や
技
術
を
伝
達
し
た

り
継
承
す
る
た
め
に
存
在
し
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

個
々
の
地
域
で
話
さ
れ
る
母
語
は
「
現
地
語
」
と
呼
ば
れ
る
。

そ
し
て
「
普
遍
語
」
を
学
ん
だ
二
重
言
語
者
が
、
翻
訳
と
い
う

行
為
を
通
じ
て
そ
の
内
容
を
「
現
地
語
」
に
移
し
替
え
、
普
遍

語
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
現
地
語
」
を

「
国
語
」
と
呼
ぶ
。
筆
者
は
日
本
語
が
「
国
語
」
と
し
て
成
立

し
た
条
件
と
し
て
、
「
普
遍
語
」
と
し
て
の
漢
文
を
漢
文
訓
読

法
な
ど
に
よ
っ
て
翻
訳
す
る
こ
と
で
「
現
地
語
」
が
成
熟
し
て

い
た
こ
と
、
印
刷
資
本
主
義
が
発
達
し
て
い
て
識
字
率
が
高
か

っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
条
件
と
し
て
西

洋
列
強
の
植
民
地
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
三
点
を
挙
げ
て
い

る
。
こ
う
し
た
条
件
が
重
な
っ
て
日
本
は
明
治
以
降
奇
跡
的
に

二
葉
亭
四
迷
、
鴎
外
、
漱
石
な
ど
の
日
本
近
代
文
学
と
い
う
宝

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
現
在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
な
ど
に
よ
っ
て
の

英
語
の
世
紀
に
入
り
、
近
い
将
来
、
文
学
で
す
ら
「
普
遍
語
」

で
あ
る
英
語
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
？
と
い

う
危
機
感
が
こ
の
本
の
提
起
す
る
危
惧
で
あ
る
。

実
際
、
医
学
、
物
理
学
と
い
っ
た
自
然
科
学
の
世
界
で
は
、

ど
こ
の
国
の
研
究
者
で
あ
っ
て
も
、
論
文
は
英
語
で
書
き
、
英

語
で
読
む
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
県
立
病
院
の

図
書
室
に
勤
務
し
て
い
る
司
書
の
話
に
よ
れ
ば
、
病
院
図
書
室

に
異
動
が
決
ま
っ
た
と
き
、
ド
イ
ツ
語
が
で
き
な
い
の
で
医
者

へ
の
情
報
提
供
が
で
き
る
の
か
と
不
安
に
な
っ
た
そ
う
だ
が
、

実
際
に
要
求
さ
れ
る
論
文
等
は
す
べ
て
英
語
の
論
文
で
、
今
で

は
カ
ル
テ
さ
え
も
英
語
で
書
い
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
本
の
中
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
カ
レ
ツ
キ
と
い
う
経
済
学
者

の
悲
劇
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
カ
レ
ツ
キ
は
一
九
三
三
年
に
、

ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
に
あ
る
原
理
を
先
に
発
見
し
た

が
、
そ
の
論
文
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の

二
年
後
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
翻
訳
し
た
の
だ
が
、
翌
一
九
三

六
年
、
ケ
イ
ン
ズ
が
『
一
般
理
論
』
を
英
語
で
出
版
し
、
経
済

学
の
流
れ
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
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カ
レ
ツ
キ
は
、
ケ
イ
ン
ズ
に
先
駈
け
る
こ
と
三
年
前
に
自
分
は

そ
の
理
論
を
発
表
し
て
い
た
と
、
い
わ
ゆ
る
「
知
的
所
有
権
」

を
主
張
し
た
が
、
そ
の
論
文
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
書
い
た
た
め

に
誰
の
目
に
も
と
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
現
在
「
普

遍
語
」
は
英
語
と
い
う
形
を
取
り
、
地
球
全
体
を
覆
い
尽
く
し

て
い
る
。
そ
こ
で
思
い
起
こ
し
た
の
は
、
昨
年
の
チ
ベ
ッ
ト
問

題
の
時
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
英
語

で
答
え
て
い
た
こ
と
だ
。
世
界
に
自
分
の
考
え
を
発
信
す
る
た

め
に
は
英
語
で
発
信
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
こ

と
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

さ
て
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
今
後
と
も
日
本
語
が
「
国

語
」
と
し
て
の
魅
力
を
持
ち
続
け
る
た
め
の
方
策
と
し
て
著
者

は
、
世
界
に
向
か
っ
て
英
語
で
発
言
力
を
持
て
る
二
重
言
語
者

の
エ
リ
ー
ト
を
育
て
る
こ
と
、
日
本
の
国
語
教
育
は
日
本
語
が

「
国
語
」
と
し
て
成
立
し
た
原
点
で
あ
る
近
代
日
本
文
学
を
読

み
継
が
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
二
点
を

挙
げ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
本
の
終
わ
り
の
方
で
、
著
者
は
日
本
語
の
表

記
法
の
複
雑
さ
に
つ
い
て
言
及
す
る
中
で
「
表
記
法
を
使
い
分

け
る
の
が
意
味
の
生
産
に
か
か
わ
る
」
と
い
う
日
本
語
の
独
自

性
に
つ
い
て
、
朔
太
郎
の
詩
を
例
に
し
て
述
べ
て
い
る
。

ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
え
ど
も

ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し

と
い
う
詩
を

仏
蘭
西
へ
行
き
た
し
と
思
え
ど
も

仏
蘭
西
は
あ
ま
り
に
遠
し

で
は
、
な
よ
な
よ
と
頼
り
な
げ
な
詩
情
が
消
え
て
し
ま
い

フ
ラ
ン
ス
へ
行
き
た
し
と
思
え
ど
も

フ
ラ
ン
ス
は
あ
ま
り
に
遠
し

で
は
、
あ
た
り
ま
え
の
心
情
を
あ
た
り
ま
え
に
訴
え
て
い
る

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
。
蛇
足
と
し
て

フ
ラ
ン
ス
へ
行
き
た
い
と
思
う
が

フ
ラ
ン
ス
は
あ
ま
り
に
遠
い

せ
め
て
あ
た
ら
し
い
背
広
を
き
て

き
ま
ま
な
旅
に
で
て
み
よ
う

と
口
語
に
変
え
た
ら
、
Ｊ
Ｒ
の
広
告
以
下
で
あ
る
。
と
述
べ
、

「
こ
の
よ
う
に
表
記
法
を
使
い
分
け
る
の
が
意
味
の
生
産
に
か

か
わ
る
〈
書
き
言
葉
〉
は
、
朝
鮮
語
が
ハ
ン
グ
ル
に
漢
字
を
交

ぜ
な
い
限
り
は
、
日
本
語
以
外
に
存
在
し
な
い
。(

中
略
）
日

本
語
や
朝
鮮
語
の
よ
う
な
〈
書
き
言
葉
〉
は
一
見
例
外
的
な

〈
書
き
言
葉
〉
に
見
え
る
が
、
実
は
、
そ
の
例
外
的
な
〈
書
き

言
葉
〉
こ
そ
が
、
〈
書
き
言
葉
〉
は
〈
話
し
言
葉
〉
の
音
を
書

き
表
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
〈
書
き
言
葉
〉
の
本
質
を

露
呈
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

漢
点
字
の
必
要
性
も
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
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『
日
本
と
中
国
』
新
春
提
言

地
域
起
こ
し
と
日
中
友
好
交
流
と
を
結
び
つ
け
よ
う

横
浜
国
立
大
学

村
田
忠
禧

中
華
人
民
共
和
国
は
今
年
、
還
暦
を
迎
え
る
。
人
の
一
生
と

違
っ
て
、
中
国
と
い
う
国
家
は
ま
だ
青
春
真
っ
直
中
。
七
十
年

代
末
の
改
革
開
放
政
策
へ
の
転
換
で
国
家
発
展
の
方
向
を
見
い

だ
し
、
ぐ
ん
ぐ
ん
と
総
合
国
力
を
増
し
て
き
た
。
し
か
し
二
十

一
世
紀
に
入
り
、
沿
海
と
内
陸
、
都
市
と
農
村
、
富
貧
の
格
差

拡
大
や
環
境
破
壊
な
ど
、
急
激
な
発
展
に
伴
う
負
の
側
面
も
顕

在
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
発
の
世
界
金
融
危
機
は
、

世
界
の
加
工
工
場
と
し
て
の
発
展
モ
デ
ル
の
見
直
し
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
。
中
国
は
こ
れ
か
ら
ど
う
進
み
、
そ
の
内
政
・

以
下
は
、
横
浜
国
大
の
村
田
忠
禧
先
生
が
、
日
中
友
好

協
会
の
機
関
紙
『
日
本
と
中
国
』
に
に
執
筆
さ
れ
た
も
の

で
す
。
中
国
と
の
よ
き
隣
人
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
の
は
、

私
達
に
と
っ
て
至
上
命
題
で
す
。
残
念
な
が
ら
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
の
報
道
は
、
そ
の
時
々
の
利
害
や
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ

に
左
右
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
の
ご
理
解
を
通
し
て
、
私

達
の
視
野
の
欠
損
が
補
え
れ
ば
、
先
生
の
お
仕
事
に
も
報

い
ら
れ
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。
転
載
を
ご
快
諾
下
さ
い
ま

し
た
先
生
に
は
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

外
交
政
策
は
ど
う
な
る
の
か
、
世
界
中
が
注
目
し
て
い
る
。
洞

爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｍ
（
ア
ジ
ア
欧
州
会
議
）
、
金
融
サ

ミ
ッ
ト
（
Ｇ
２
０
）
な
ど
昨
年
相
次
い
で
開
催
さ
れ
た
国
際
会

議
に
お
け
る
中
国
の
存
在
感
は
、
世
界
経
済
の
先
行
き
不
安
が

深
ま
る
中
、
じ
わ
じ
わ
と
そ
の
「
重
み
」
を
増
し
つ
つ
あ
る
。

中
国
の
存
在
感
は
国
際
政
治
の
舞
台
だ
け
で
な
い
。
教
育
、
文

化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
旅
行
、
労
働
、
消
費
な
ど
わ
れ
わ
れ
の
日
常

生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
及
ん
で
お
り
、
思
い
も
し
な
か
っ

た
と
こ
ろ
で
「
中
国
」
に
遭
遇
す
る
と
い
う
こ
と
を
多
く
の
人

が
体
験
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
ド
イ
ツ
を
抜
き
、
ア

メ
リ
カ
、
日
本
に
次
ぐ
地
位
を
占
め
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
予
測
で
は
あ

と
二
年
も
す
れ
ば
日
本
を
も
抜
く
と
の
こ
と
。
し
か
し
そ
れ
で

も
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
は
ま
だ
日
本
の
十
分
の
一
に
も
達
し

な
い
。
日
本
の
二
十
六
倍
も
あ
る
国
土
、
十
三
億
の
人
口
、
五

十
五
の
少
数
民
族
を
抱
え
、
地
域
間
の
経
済
水
準
の
不
均
衡
が

著
し
い
中
国
を
、
日
本
人
の
「
常
識
」
で
単
純
に
割
り
切
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

い
ま
中
国
で
は
科
学
的
発
展
観
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
人
間

を
第
一
と
す
る
、
全
面
的
で
、
調
和
の
取
れ
た
、
持
続
可
能
な

発
展
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
優
先
の
旧
来

の
指
導
思
想
か
ら
、
実
際
に
生
活
す
る
人
々
の
暮
ら
し
を
大
事

に
す
る
思
想
へ
と
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
提
唱
し
て
い
る

こ
と
は
必
ず
し
も
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
が
、
と

も
か
く
そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
る
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事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
経
済
政
策
に
お
い
て
外
資
導
入
と
輸

出
依
存
型
の
発
展
戦
略
か
ら
、
内
需
拡
大
、
と
り
わ
け
低
所
得

者
向
け
住
宅
建
設
、
高
速
鉄
道
網
の
建
設
、
農
村
を
中
心
と
す

る
内
陸
部
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
に
力
点
を
置
く
方
向
に
大
き

く
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
旧
来
の
知
識
で
は
理
解
で
き
な

い
、
新
た
な
局
面
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
。

注
目
す
べ
き
事
実
が
あ
る
。
胡
錦
濤
政
権
は
そ
の
発
足
以

来
、
中
共
中
央
政
治
局
の
集
団
学
習
活
動
を
実
践
し
て
い
る
。

あ
る
政
策
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
そ
の
方
面
の
専
門
家

か
ら
の
講
義
を
受
け
、
そ
の
う
え
で
政
治
局
に
お
い
て
討
論
し

方
針
を
決
定
し
て
い
く
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
制
度
化
し
て
お

り
、
下
部
も
そ
れ
を
見
習
っ
て
同
様
な
集
団
学
習
活
動
を
行
っ

て
い
る
。
こ
れ
も
科
学
的
発
展
観
に
基
づ
く
政
治
指
導
の
具
体

化
と
い
え
よ
う
。

旧
来
の
経
験
や
知
識
で
は
理
解
で
き
な
い
事
態
に
遭
遇
し
た

時
、
前
進
す
る
意
欲
の
あ
る
人
は
常
に
現
実
に
向
き
合
い
、
何

が
新
し
い
変
化
で
あ
る
の
か
を
見
つ
け
出
し
、
対
処
す
べ
き
方

策
を
考
え
出
す
。
そ
れ
を
怠
れ
ば
事
態
の
変
化
を
的
確
に
把
握

で
き
ず
、
次
第
に
現
実
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。

伸
び
盛
り
の
中
国
を
固
定
的
な
観
点
で
見
て
は
い
け
な
い
。

局
部
的
、
一
時
的
な
現
象
を
絶
対
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

現
実
は
常
に
具
体
的
な
姿
で
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
登
場
す
る

が
、
大
き
な
流
れ
、
全
体
と
の
結
び
つ
き
の
中
で
理
解
し
よ
う

と
努
め
な
い
と
、
脈
絡
の
な
い
断
片
的
知
識
の
集
積
に
と
ど
ま

っ
て
し
ま
う
。

友
好
は
易
し
い
が
理
解
は
難
し
い
、
と
い
う
の
は
一
面
の
真

理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
真
の
友
好
は
正
確
な
理
解
が
あ
っ
て
始

め
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
理
解
を
怠
っ
た
友
好
は
誤
解
と

失
望
を
生
み
出
す
だ
け
で
あ
る
。
中
国
理
解
を
促
進
す
る
た
め

の
多
種
多
様
な
学
習
活
動
を
積
極
的
に
展
開
す
る
必
要
が
あ

る
。
学
習
活
動
と
い
っ
て
も
上
か
ら
の
お
仕
着
せ
で
は
な
く
、

中
国
で
起
こ
っ
て
い
る
事
柄
を
し
っ
か
り
と
直
視
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
、
た
だ
し
断

片
的
で
は
な
く
、
総
合
的
に
、
た
だ
し
観
念
的
で
は
な
く
、
正

確
に
知
ろ
う
と
す
る
活
動
で
あ
る
。

生
き
生
き
と
し
た
学
習
は
現
実
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま

る
。
中
国
を
理
解
す
る
う
え
で
最
も
効
果
的
な
の
は
自
分
の
眼

で
中
国
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
と

し
て
、
研
修
と
交
流
の
要
素
を
盛
り
込
ん
だ
中
国
旅
行
を
積
極

的
に
推
進
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
ま
さ
に
「
百
聞
は
一
見

に
如
か
ず
」
。
必
ず
生
き
生
き
し
た
中
国
を
体
得
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
「
一
見
」
は
あ
く
ま
で
も
「
一
見
」
で
あ
っ
て

「
一
切
」
で
は
な
い
。
中
国
と
い
う
巨
大
国
家
を
部
分
的
知
見

だ
け
に
頼
っ
て
、
「
だ
か
ら
中
国
は
こ
う
だ
」
と
決
め
つ
け
て

し
ま
う
こ
と
は
「
群
盲
象
を
撫
で
る
」
に
等
し
い
。
そ
れ
を
防

ぐ
た
め
に
は
個
別
的
な
事
象
と
全
体
像
と
を
有
機
的
に
結
び
つ

け
る
作
業
が
必
要
で
、
そ
れ
こ
そ
が
本
当
の
意
味
で
の
学
習
で

あ
ろ
う
。
実
体
験
と
理
論
的
学
習
、
そ
れ
を
有
機
的
に
結
び
つ
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け
る
こ
と
を
し
て
い
け
ば
、
中
国
に
た
い
す
る
理
解
は
深
ま
る

し
、
生
き
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
提
案
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の

日
本
の
発
展
は
国
内
だ
け
に
視
野
を
限
定
し
て
い
て
は
難
し

い
。
ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
活
気
あ
ふ
れ
る
中
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
積
極
的
に
取
り
組
む
方
策
を
考
え
な
い
と
、
日
本
は
次
第
に

小
さ
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
悲
観
す
る
こ
と
は
な
い
。
日

中
間
に
は
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
友
好
都
市
関
係
が
す
で
に

３
３
０
組
存
在
も
す
る
。
ま
た
大
学
間
交
流
も
盛
ん
で
、
と
り

わ
け
中
国
か
ら
の
留
学
生
数
は
７
万
人
（
留
学
生
の
７
割
）
に

も
及
ん
で
い
る
。
日
中
間
の
密
接
な
関
係
を
示
す
他
に
も
沢
山

あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
そ
れ
ら
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
全
国
各
地
に
あ
る
日
中
友
好
協
会
に

代
表
さ
れ
る
民
間
友
好
団
体
が
こ
れ
ら
自
治
体
や
大
学
、
さ
ら

に
は
企
業
等
と
も
協
力
し
あ
っ
て
、
「
地
域
起
こ
し
」
と
「
国

際
連
携
」
を
実
現
し
て
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
別
の
力
だ
け

で
は
実
現
で
き
な
い
こ
と
も
、
連
携
し
合
う
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ

の
長
所
を
出
し
、
短
所
を
補
い
あ
え
ば
、
大
き
な
成
果
を
引
き

出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
個
々
の
地
域
だ
け

で
な
く
、
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
連
携
し
て
い

け
ば
、
巨
大
な
成
果
を
収
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

今
年
は
中
華
人
民
共
和
国
建
国
六
十
周
年
。
記
念
す
べ
き
こ

の
年
に
日
中
友
好
協
会
が
重
要
な
旗
振
り
役
と
な
っ
て
く
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

漢
字
の
歴
史
と[

説
文
解
字](

続)

四

［
説
文
解
字
］

［
説
文
解
字
］
（
以
下
［
説
文
］
と
い
う
）
は
、
後
漢
の
許

せ
つ
も
ん

か

い

じ

せ
つ
も
ん

慎
が
篆
文
・
籀
文
・
古
文
、
そ
の
他
当
時
見
る
こ
と
の
で
き
た

資
料
に
よ
っ
て
、
そ
の
字
形
を
研
究
し
、
九
三
五
三
字
を
五
四

〇
の
部
首
に
分
け
、
そ
の
部
首
に
よ
っ
て
字
形
を
説
明
す
る
と

い
う
方
法
を
と
っ
た
字
形
の
研
究
書
で
あ
る
。
ま
た
六
書
に
よ

り
く
し
よ

っ
て
文
字
の
成
り
立
ち
を
説
明
し
、
そ
の
字
の
意
味
を
述
べ
て

い
る
。
字
形
の
研
究
と
し
て
は
最
も
早
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
後
、
こ
の
［
説
文
］
に
匹
敵
す
る
研
究
は
な
か
っ
た
。

秦
が
滅
亡
し
て
漢
の
時
代
に
な
る
と
、
散
逸
し
て
い
た
古
い

文
献
を
蒐

集
・
整
理
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
古
い
字
形
に
対

し
ゆ
う
し
ゆ
う

す
る
知
識
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
［
説
文
］
は
そ
の

要
求
に
応
え
る
と
と
も
に
、
文
字
の
全
体
が
ま
た
存
在
の
秩
序

こ
た

の
あ
り
方
と
対
応
す
る
と
い
う
の
で
、
当
時
の
天
人
合
一
、
陰

前
号
に
引
き
続
き
、
白
川
静
先
生
が
書
き
下
ろ
さ
れ

て
、
同
書
の
最
後
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
漢
字
の
歴

史
と
［
説
文
解
字
］
」
の
後
半
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ご
精
読
下
さ
い
。
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陽
五
行
の
思
想
に
本
づ
い
て
、
一
よ
り
発
し
て
三
と
な
り
万
象

と
な
り
万
物
は
ま
た
十
干
・
十
二
支
に
よ
っ
て
循
環
す
る
と
い

う
の
で
、
最
後
に
十
干
・
十
二
支
の
字
で
収
束
す
る
と
い
う
方

法
を
と
っ
た
。
文
字
の
全
体
を
、
一
種
の
自
然
観
に
合
致
す
る

思
想
の
体
系
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
説
明
す
る
。
や
が
て

［
説
文
］
の
原
本
は
失
わ
れ
た
が
、
北
宋
時
代
の
九
八
六
年
、

ほ
く
そ
う

徐
鉉
が
［
説
文
］
を
校
訂
し
て
（
書
物
の
文
字
・
語
句
の
誤
り

じ
よ
げ
ん

を
正
し
て
）
［
説
文
］
の
校
訂
本
（
大
徐
本
と
い
う
）
を
作
っ

だ
い
じ
よ
ぼ
ん

た
。
本
書
の
解
説
に
引
用
し
た
［
説
文
］
は
、
そ
の
校
訂
本
で

あ
る
。

五

六
書
に
つ
い
て

漢
字
の
構
成
法
に
つ
い
て
、
［
説
文
］
の
叙
に
六
書
、
つ
ま

り
く
し
よ

り
六
通
り
の
漢
字
の
構
成
法
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
六
書
と
は

象
形
・
指
事
・
会
意
・
形
声
・
転
注
・
仮
借
で
、
［
説
文
］
に

か

し

や

は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

象
形
と
は
、
も
の
の
形
を
そ
の
ま
ま

象

る
こ
と
、
も
の
の

か
た
ど

形
を
写
し
取
る
こ
と
で
あ
る
。
［
説
文
］
は
例
と
し
て
日
・
月

の
字
を
あ
げ
て
い
る
。
日
は
ま
る
い
太
陽
の
形
の
中
に
、
中
が

か
ら
っ
ぽ
の
輪
で
は
な
く
て
中
身
が
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め

に
、
小
さ
な
点
を
加
え
た
。
月
は
、
月
が
満
ち
欠
け
す
る
の
で

三
日
月
の
形
に
し
る
す
。
大
は
手
足
を
広
げ
て
立
つ
人
を
正
面

か
ら
見
た
形
、
女
は
手
を
前
で
重
ね
て

跪

い
て
い
る
女
の
人

ひ
ざ
ま
ず

の
形
で
あ
る
。

指
事
は
見
て
す
ぐ
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
事
物
の
関
係
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
［
説
文
］
は
例
と
し
て
上
・
下
の
字
を
あ
げ

て
い
る
。
上
は
掌
（
て
の
ひ
ら
）
の
上
に
指
示
の
点
を
つ
け
て

掌
の
上
を
示
し
、
下
は
掌
を
伏
せ
、
そ
の
下
に
指
示
の
点
を
つ

け
て
掌
の
下
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
う
え
」
と
「
し
た
」
の
意

味
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
事
物
の
関
係
に
つ
い
て
の
表
示
を
指

事
と
い
う
。

会
意
は
二
つ
以
上
の
字
の
要
素
、
象
形
や
指
事
の
字
を
組
み

合
わ
せ
て
、
新
し
い
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
［
説
文
］
は

例
と
し
て
武
と
信
の
字
を
あ
げ
て
い
る
。
［
説
文
］
十
二
下
に

戈
を
止
め
る
（
兵
戦
を
や
め
さ
せ
る
）
こ
と
を
武
と
い
う
と
す

ほ
こ

と
ど

る
。
信
は
［
説
文
］
三
上
に
「

誠

な
り
」
と
す
る
。
こ
の
よ

ま
こ
と

う
な
［
説
文
］
の
解
説
に
は
、
会
意
に
つ
い
て
必
ず
し
も
適
確

で
な
い
も
の
が
あ
る
。
武
は
戈
と
止
（

趾

の
形
で
、
進
む
の

か

あ
し
あ
と

意
味
が
あ
る
）
と
を
組
み
合
わ
せ
た
形
で
、
戈
を
持
っ
て
進

ほ
こ

み
、
戦
う
と
き
の
歩
き
か
た
で
あ
る
か
ら
、
「
い
さ
ま
し
い
、

た
け
し
」
の
意
味
と
な
る
。
信
は
人
と
言
（
神
へ
の
誓
い
の
こ

と
ば
）
と
を
組
み
合
わ
せ
た
形
で
、
神
に
誓
い
を
た
て
た
上

で
、
人
と
の
間
に
約
束
し
た
こ
と
を
信
と
い
い
、
「
ま
こ
と
」

の
意
味
と
な
る
。

形
声
は
音
符
に
よ
っ
て
そ
の
字
の
音
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

川
や
水
の
関
係
の
字
は
さ
ん
ず
い
を
字
の
属
す
る
分
類
を
示
す
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限
定
符
と
し
て
、
そ
れ
に
そ
の
字
の
音
符
を
加
え
る
。
［
説

文
］
は
形
声
の
例
と
し
て
江
・
河
の
二
字
を
あ
げ
て
い
る
。
江

は
音
符
は
工
で
、
古
く
か
ら
長
江
（
揚
子
江
と
も
い
う
）
の
意

こ
う

よ

う
す
こ
う

味
に
用
い
る
。
河
は
音
符
は
可
で
、
黄
河
で
あ
り
、
北
方
の
川

か

で
あ
っ
た
。
象
形
や
会
意
の
方
法
で
は
表
し
が
た
い
山
河
・
鳥

虫
・
草
木
な
ど
の
事
物
の
名
は
、
だ
い
た
い
こ
の
方
法
で
表

す
。
木
の
名
は
木
偏
金
属
製
の
も
の
は
金
偏
を
つ
け
る
。
木
や

き

へ

ん

か
ね
へ
ん

金
の
よ
う
に
部
首
と
さ
れ
て
い
る
字
に
は
、
そ
の
よ
う
な
分
類

を
示
す
限
定
符
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

形
声
の
字
に
は
限
定
符
を
後
に
な
っ
て
加
え
た
字
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
申
は
神
の
も
と
の
字
、
土
は

社

の
も
と
の
字
で

か
み

や
し
ろ

あ
っ
た
。
申
は
稲
妻
の
走
る
形
、
土
は
縦
長
の
饅

頭

形
に
ま

い
な
ず
ま

ま
ん
じ
ゆ
う
が
た

る
め
た
土
を
台
の
上
に
置
い
た
形
で
、
と
も
に
象
形
の
字
で
あ

る
。
し
か
し
申
が
「
の
び
る
」
の
意
味
に
、
土
が
「
つ
ち
」
の

意
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
字
の
意
味
が
分
化
し
て
く

る
と
、
本
来
の
「
か
み
」
、
「
や
し
ろ
」
の
意
味
を
限
定
す
る

た
め
に
、
示
（
神
を
祭
る
と
き
に
使
う
机
で
あ
る
祭
卓
の
形
）

を
加
え
て
神
・
社
と
し
た
。
［
説
文
］
で
は
神
・
社
を
と
も
に

会
意
の
字
と
し
て
い
る
が
、
甲
骨
文
字
や
金
文
で
は
申
を
神
・

土
を
社
の
意
味
に
使
用
し
て
お
り
、
示
は
の
ち
に
付
け
加
え
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
で
申
・
土
は
音
符
（
声

し
ん

ど

符
と
も
い
う
）
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
意
味
を
含
め
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の

も
の
を
亦
声
と
い
う
。

転
注
に
つ
い
て
は
、
［
説
文
］
に
「
建
類
一
首
、
同
意
相
承

あ

い

う

く
。
考
老
是
な
り
」
と
説
く
が
、
そ
の
意
味
が
あ
ま
り
明
ら
か

こ
れ

で
な
く
、
研
究
者
の
間
に
も
ま
だ
一
致
し
た
解
釈
は
得
ら
れ
て

い
な
い
。
［
説
文
］
で
は
、
部
首
の
老
部
に
収
め
る
字
に
つ
い

て
は
、
壽
（
寿
）
・
考
・
孝
な
ど
十
字
す
べ
て
「
老
の
省
に

せ
い

從

ひ
、
丂
聲
」
の
よ
う
な
形
式
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ

し
た
が

か
う
せ
い

と
か
ら
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
ふ
く
ら
ん
だ
も
の
を
畐
と
い

ふ
く

い
、
ひ
と
つ
な
が
り
に
連
な
っ
た
も
の
を
侖
と
い
い
、
畐
・
侖

り
ん

を
字
の
要
素
と
す
る
字
に
一
貫
し
た
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
よ
う
な
関
係
の
字
を
転
注
と
い
う
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
同
じ
音
符
を
も
つ
多
く
の
字
が
、
そ
の
音
符
の
も

つ
意
味
と
音
と
を
共
有
す
る
と
い
う
関
係
が
転
注
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
六
書
の
中
で
、
他
に
こ
の
よ
う
な
関
係
の
字
を
一
類
と

す
る
規
定
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

畐

偪
（
せ
ま
る
）
・
副
（
そ
う
）
・
幅
（
は
ば
）
・
輻

ふ
く

ふ
く

（
車
の
矢
）

侖

倫
（
兄
弟
な
ど
、
な
か
ま
）
・
淪
（
さ
ざ
な
み
）
・

り
ん

綸
（
よ
り
合
わ
せ
た
つ
り
い
と
）
・
輪
（
車
の
並
ん

り
んだ

わ
）

こ
の
よ
う
な
関
係
を
「
同
意
相
承
く
」
と
規
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。

仮
借
に
つ
い
て
は
［
説
文
］
に
「
本
）
、
其
の
字
無
く
、
聲

も
と

そ

せ
い
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に
依
り
て
事
を
託
す
」
と
し
て
、
令
・
長
の
二
字
を
そ
の
例
と

よ

し
て
あ
げ
て
い
る
。
令
は
深
い
儀
礼
用
の
帽
子
を
被
り
、

跪

か
ぶ

ひ
ざ
ま
ず

い
て
神
の
お
告
げ
を
受
け
る
人
の
形
で
、
神
の
お
告
げ
と
し
て

与
え
ら
れ
る
も
の
を
令
と
い
い
、
「
お
つ
げ
、
い
い
つ
け
る
」

の
意
味
と
な
る
。
こ
れ
を
命
令
者
の
意
味
と
す
る
。
長
は
長
髪

の
人
の
形
で
、
長
髪
で
あ
る
か
ら
、
「
な
が
い
」
の
意
味
と
な

る
。
こ
れ
を
長
老
の
意
味
と
す
る
。
仮
借
は
、
字
形
と
し
て
表

し
が
た
い
も
の
を
、
同
じ
音
の
別
の
字
の
音
の
み
を
借
り
て
表

す
こ
と
で
あ
る
が
、
令
・
長
は
音
の
み
を
借
り
た
字
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
の
関
連
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
と

え
ば
代
名
詞
や
方
位
の
名
の
よ
う
に
、
は
じ
め
か
ら
字
形
と
し

て
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
、
同
じ
音
の
字
を
借
り
て
表

す
こ
と
を
仮
借
と
い
う
。
我
は
も
と

鋸

の
形
、
余
は
も
と

の
こ
ぎ
り

把
手
の
つ
い
た
長
い
針
の
形
で
あ
る
が
、
我
と
余
を
そ
の
も
と

と

つ

て

の
意
味
と
は
関
係
な
く
、
一
人
称
の
「
わ
れ
」
の
意
味
に
用
い

る
の
は
、
そ
の
音
を
借
り
る
仮
借
の
用
法
で
あ
る
。
東
は
上
下

を
括
っ
た

橐

の
形
、
西
は
鳥
の
栖
の
形
で
あ
る
が
、
方
位
の

く
く

ふ
く
ろ

す

名
の
「
ひ
が
し
」
と
「
に
し
」
の
意
味
に
用
い
る
の
は
仮
借
の

用
法
で
あ
る
。
仮
借
は
字
の
構
成
法
で
は
な
く
、
字
の
用
法
を

い
う
。

以
下
、
［
説
文
解
字
］
の
ほ
か
に
、
解
説
本
文
中
に
引
用
し

せ
つ
も
ん

か

い

じ

た
主
な
文
献
に
つ
い
て
も
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

［
詩
経
］

紀
元
前
九
世
紀
～
前
八
世
紀
こ
ろ
を
中
心
と
し

し
き
よ
うた

、
中
国
の
古
代
歌
謡
三
〇
五
篇
を
集
め
た
書
。
各
国
の

へ
ん

民
謡
や
貴
族
社
会
の
儀
礼･

宴
遊
歌
、
周･

魯･

商
の
廟
歌
。

ろ

び
よ
う
か

［
書

経
］

尭

・

舜

の
神
話
時
代
か
ら
周
代
ま
で
の
記
録
を

し
よ
き
よ
う

ぎ
よ
う

し
ゆ
ん

集
録
し
た
書
。
［
詩
経
］
に
次
い
で
古
い
文
献
。

［
周

礼
］

周
代
の
官
制
を
中
心
と
し
た
制
度
を
述
べ
た
書
。

し
ゆ
う
ら
い

［
礼
記
］

祭
祀
・
儀
礼
・
喪
葬
・
教
学
な
ど
の
礼
に
関
す
る

ら

い

き

さ

い

し

記
録
。

［
春

秋
左
氏
伝
］

魯
国
の
編
年
史
［
春

秋]

の
た
め
に
左

し
ゆ
ん
じ
ゆ
う

さ

し

で

ん

し
ゆ
ん
じ
ゆ
う

丘
明
が
著
し
た
伝
（
解
説
）
。
史
実
を
詳
し
く
述
べ
て
い

る
。

［
論
語
］

孔
子
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
言
行
を
記
録
し
た
書
。

孔
子
の
言
動
に
は
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
人
格
を
思
わ
せ
る
も

の
が
多
く
、
の
ち
儒
教
の
経
典
と
さ
れ
た
。

け
い
て
ん

［
孟
子
）

戦
国
時
代
の
魯
の
孟
軻
の
編
纂
し
た
書
。

も

う

し

も

う

か

へ
ん
さ
ん

［
爾
雅
］

漢
代
に
成
立
し
た
中
国
最
古
の
字
書
。
古
い
経
伝

じ

が

け
い
で
ん

の
注
を
集
め
て
、
字
の
意
味
な
ど
を
記
し
て
い
る
字
書
。

［
広
雅
］

魏
の
張

揖
が
著
し
た
訓
詁
形
式
の
字
書
。
［
爾

ぎ

ち
よ
う
ゆ
う

く

ん

こ

雅
］
を
基
に
し
、
こ
れ
を
増
補
し
た
も
の
。

［
玉

篇
］

顧
野
王
（
六
世
紀
の
人
）
が
著
し
た
字
書
。
［
説

ぎ
よ
く
へ
ん

こ

や

お

う

文
解
字
］
を
増
広
し
、
一
万
六
九
一
七
字
を
収
め
る
。
字

形
の
説
明
は
な
く
、
音
と
意
味
を
記
し
た
字
書
。
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一

言

岡

田

健

嗣

《
「
い
つ
も
よ
り
１
、
２
両
前
す
ぎ
ま
す
わ
」
／

２
両
目
に

乗
っ
て
い
た
伯
鶴
さ
ん
は
、
一
緒
に
い
た
落
語
作
家
の
男
性

（

）
に
そ
う
話
し
た
。
い
つ
も
は
４
両
目
付
近
に
乗
っ
て
い

59
る
。
自
宅
最
寄
り
の
三
国
駅
で
は
、
改
札
に
通
じ
る
エ
ス
カ
レ

ー
タ
ー
に
一
番
近
い
か
ら
だ
。
／

「
後
ろ
に
行
き
ま
す
か
」

と
男
性
が
尋
ね
る
と
、
伯
鶴
さ
ん
は
「
慣
れ
て
る
か
ら
大
丈

夫
」
と
答
え
た
と
い
う
。
／

上
方
落
語
の
定
席
「
天
満
天
神

繁

昌
亭
」
で
の
寄
席
が
８
日
に
控
え
て
い
た
。
こ
の
日
は
打

は
ん
じ
よ
う

ち
合
わ
せ
を
兼
ね
、
男
性
ら
と
計
３
人
で
大
阪
・
梅
田
で
会
食

し
た
帰
り
だ
っ
た
と
い
う
。
／

淀
川
署
に
よ
る
と
、
伯
鶴
さ

ん
は
下
車
し
た
後
、
白
い
つ
え
を
持
っ
て
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の

あ
る
南
の
方
に
歩
い
た
が
、
突
然
向
き
を
変
え
、
北
側
の
ホ
ー

ム
先
端
に
向
け
て
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
を
歩
き
出
し
た
。
電
車

が
動
き
出
し
た
直
後
、
線
路
側
へ
ず
れ
て
車
両
へ
近
づ
い
て
い

き
、
電
車
に
接
触
。
ホ
ー
ム
と
車
両
の
間
に
体
の
一
部
を
挟
ま

れ
た
よ
う
な
状
態
の
ま
ま
、
約

メ
ー
ト
ル
引
き
ず
ら
れ
て
い

15

っ
た
と
い
う
。
／

駅
に
よ
っ
て
は
、
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
横

に
、
ど
ち
ら
が
ホ
ー
ム
の
内
側
か
を
示
す
凸
型
の
線
「
内
方

な
い
ほ
う

線
」
を
敷
設
し
て
い
る
が
、
三
国
駅
に
は
な
か
っ
た
。
ホ
ー
ム

に
駅
員
は
お
ら
ず
、
車
掌
も
運
転
士
も
事
故
に
は
気
付
か
な
か

っ
た
と
い
い
、
電
車
は
そ
の
ま
ま
走
り
去
っ
た
と
い
う
。
／

落
語
作
家
の
男
性
は
「
と
て
も
慎
重
な
人
な
の
に
。
方
向
を
見

失
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
話
す
。
（
以
下

略
）
》

（
朝
日
新
聞
２
０
０
８
年

月
１
日
号
）

12

昨
年
十
一
月
末
の
事
故
で
あ
る
。

笑
福
亭
伯
鶴
さ
ん
は
、
上
方
落
語
の
落
語
家
で
、
大
阪
府
立

盲
学
校
出
身
の
視
覚
障
害
者
で
あ
る
。
私
が
伯
鶴
さ
ん
の
声
を

聞
い
た
の
は
、
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
発
刊
の
テ
ー
プ
雑
誌
「
声

の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
に
お
出
に
な
っ
て
い
た
と
き
で
あ
る
。
そ
の

後
同
誌
は
、
全
国
貸
し
出
し
を
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
耳
に
し

な
く
な
っ
た
。
点
字
新
聞
の
「
点
字
毎
日
」
に
は
、
毎
月
「
ご

き
げ
ん
さ
ん
」
と
い
う
エ
セ
イ
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

点
字
毎
日
の
報
道
で
は
、
伯
鶴
さ
ん
の
怪
我
は
、
脳
挫
傷
と

両
足
骨
折
と
あ
る
。
幸
い
に
し
て
意
識
は
回
復
し
、
足
の
怪
我

が
治
り
次
第
、
高
座
へ
の
復
帰
を
目
指
し
た
い
と
意
欲
を
燃
や

し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
。

右
の
記
事
に
は
そ
の
後
に
、
安
全
対
策
と
し
て
点
字
ブ
ロ
ッ

ク
の
敷
設
の
仕
方
や
、
開
閉
柵
の
早
期
の
設
備
な
ど
が
、
提
言

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

一
人
歩
き
す
る
視
覚
障
害
者
（
全
盲
）
は
、
恐
ら
く
乗
り
物

の
事
故
に
遭
っ
た
経
験
の
な
い
者
は
い
な
い
と
思
う
。
筆
者
も

そ
の
一
人
で
、
何
度
か
ホ
ー
ム
か
ら
転
落
し
て
い
る
。
若
い
頃

は
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
は
な
か
っ
た
が
、
敷
設
さ
れ
て
も
、
や
は
り

落
ち
た
。
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そ
の
時
駅
員
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
が
、
今
も
心
に
残
る
。

「
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
落
ち
る
ん
で
す

か
？
」

私
が
関
わ
っ
て
い
る
会
社
の
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
に
は
、
視
覚

障
害
者
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
一
人
歩
き
し
て
い
る
か
知
っ
て
も

ら
い
た
い
の
で
、
時
折
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
。
「
目
を
開
い
て

い
て
も
い
い
で
す
か
ら
、
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
を
レ
ー
ル
に
見
立
て

て
、
そ
の
上
を
逸
れ
な
い
よ
う
に
歩
い
て
み
て
下
さ
い
」
。
ど

ん
な
こ
と
が
起
こ
る
か
試
し
て
も
ら
い
た
い
か
ら
で
あ
る
。
読

者
諸
兄
姉
に
も
お
試
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

電
車
の
車
両
の
連
結
部
分
に
ホ
ー
ム
か
ら
の
転
落
防
止
の
カ

バ
ー
が
付
い
た
。

視
覚
障
害
者
は
、
車
両
の
連
結
部
を
開
い
た
ド
ア
と
間
違
え

る
こ
と
が
ち
ょ
く
ち
ょ
く
あ
る
。
乗
ろ
う
と
思
う
途
端
に
車
両

と
車
両
の
間
に
落
ち
込
む
の
で
あ
る
。
落
ち
な
い
に
し
て
も
そ

の
よ
う
な
危
険
に
遭
遇
し
た
経
験
の
な
い
者
は
い
な
い
は
ず
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
処
置
は
、
極
め
て
有
効
だ
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
一
人
歩
き
の
視
覚
障
害
者
が

電
車
に
乗
る
と
き
、
開
い
た
ド
ア
に
直
進
す
る
こ
と
は
ま
ず
な

い
。
停
止
し
た
車
両
を
確
認
し
て
、
そ
れ
に
沿
っ
て
ド
ア
を
探

す
。
止
ま
っ
て
い
る
車
両
は
、
動
か
ず
に
い
る
限
り
ホ
ー
ム
と

の
間
の
幅
や
人
の
動
き
を
確
認
す
る
な
ど
の
、
安
全
な
ガ
イ
ド

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
従
来
の
電
車
で
は
、
連
結
部

を
、
ド
ア
と
間
違
え
て
、
転
落
の
危
険
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。ホ

ー
ム
に
開
閉
式
の
柵
を
設
け
る
と
い
う
の
は
、
転
落
や
電

車
と
の
接
触
事
故
防
止
に
は
、
極
め
て
有
効
に
違
い
な
い
。
し

か
し
私
の
知
る
限
り
現
在
設
備
さ
れ
て
い
る
の
は
、
新
幹
線
の

ホ
ー
ム
と
、
横
浜
で
は
市
営
地
下
鉄
の
全
駅
、
東
京
で
は
地
下

鉄
南
北
線
と
都
営
三
田
線
だ
け
で
あ
る
。
Ｊ
Ｒ
で
は
、
山
手
線

と
山
手
線
の
内
側
の
駅
に
設
置
す
る
と
発
表
し
て
い
る
が
、
実

現
は
ま
だ
先
の
よ
う
で
あ
る
。

開
閉
式
の
柵
の
設
置
を
困
難
に
し
て
い
る
理
由
は
何
だ
ろ

う
。
先
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
が
コ
ス
ト
で
あ
る
。
相
当
の
金
額
が

か
か
り
そ
う
で
あ
る
。

次
に
気
付
く
の
が
、
車
両
の
多
様
さ
で
あ
る
。
私
が
常
時
乗

降
す
る
京
浜
急
行
線
で
は
、
同
社
の
車
両
だ
け
で
も
ド
ア
の
位

置
の
違
う
車
両
が
何
種
類
か
あ
る
。
さ
ら
に
都
営
地
下
鉄
、
京

成
線
、
北
総
線
と
乗
り
入
れ
し
て
い
る
た
め
に
、
他
社
の
車
両

も
走
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
ド
ア
の
位
置
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
？

そ
の
次
は
、
駅
が
カ
ー
ブ
の
場
所
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
開

閉
柵
の
設
置
を
困
難
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い

が
、
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
別
の
工
夫
が
必
要
に
思

わ
れ
る
。

最
後
に
思
い
つ
く
の
が
、
柵
の
強
度
で
あ
る
。
横
浜
市
営
地

下
鉄
で
は
さ
ほ
ど
の
混
雑
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
が
京
急
線

や
Ｊ
Ｒ
各
線
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
の
混
雑
は
言
語
に
絶
す
る
も
の
が
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あ
る
。
先
達
て
Ｊ
Ｒ
京
浜
東
北
線
が
止
ま
っ
て
、
京
急
線
に
振

り
替
え
の
乗
客
が
殺
到
し
た
。
そ
の
電
車
に
私
も
乗
り
合
わ
せ

て
し
ま
っ
た
が
、
電
車
が
弾
け
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な

っ
た
ほ
ど
の
混
雑
だ
っ
た
。
こ
ん
な
時
に
は
柵
に
も
大
き
な
負

荷
が
か
か
る
に
違
い
な
い
。

市
営
地
下
鉄
に
開
閉
柵
が
設
置
さ
れ
て
、
思
わ
ぬ
利
点
が
あ

っ
た
。
転
落
と
車
両
と
の
接
触
の
危
険
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
ホ
ー
ム
の
幅
を
、
そ
の
ま
ま
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
柵
が
な
け
れ
ば
黄
色
い
線
の
内
側
を
歩
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
（
こ
れ
が
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
一
苦
労
な

の
だ
）
が
、
柵
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
側
は
ど
こ
で
も
安
全
に
な

っ
て
、
結
果
的
に
ホ
ー
ム
の
幅
が
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

障
害
者
自
立
支
援
法
と
い
う
法
律
が
で
き
た
。
ガ
イ
ド
ヘ
ル

プ
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
が
、
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
運
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ガ

イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
に
課
せ
ら
れ
る
責
任
は
、
こ
れ
ま
で
の
付
き
添
い

と
か
介
添
え
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
よ
り
格
段
に
重
く
な
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
全
国
的
に
は
地
域
の
格
差
が
大

き
い
こ
と
、
利
用
で
き
る
時
間
が
少
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
利

用
内
容
が
余
暇
や
通
院
に
限
ら
れ
て
い
て
、
職
業
上
の
外
出
や

通
学
に
は
利
用
で
き
な
い
な
ど
の
制
限
が
あ
る
。
（
こ
の
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
）

今
回
の
伯
鶴
さ
ん
の
事
故
も
、
制
度
に
暖
か
み
が
あ
れ
ば
、

な
か
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
私
は
密
か
に
思
っ
た
。

「
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
」
例
会
報
告
と

わ
た
く
し
ご
と

木
村

多
恵
子

第

回
例
会

２
０
０
８
年

月

日(

水)

：

～

37

12

10

13

30

：

、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
第
１
会
議
室

15

30

「
東
京
羽
化
の
会
」
の
活
動
も
、
い
よ
い
よ
４
年
目
に
入
っ

た
。
視
覚
障
害
者
の
方
た
ち
と
の
「
漢
点
字
学
習
会
」
も
、
も

う
じ
き
ま
る
２
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
規
定
の

時
間
で
は
足
り
な
い
ほ
ど
熱
心
で
、
し
か
も
和
や
か
に
会
話
も

進
む
の
で
き
ず
ま
り
に
は
な
ら
な
い
の
で
ほ
っ
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
入
力
し
て
い
た
だ
い
た
本
の
校
正
を
本
格
的
に

仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
固
有
名
詞
は
丁
寧
に
見
る

必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

学
習
会
も
レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
で
漢
字
を
大
き
く
書
い
て
い
た

だ
い
て
い
る
の
で
、
字
式
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
、
少
し
ず
つ

文
字
の
構
成
が
分
か
っ
て
き
て
興
味
が
増
し
て
い
る
。

月

日
の
学
習
会
は
、
い
つ
も
よ
り
早
い
時
間
か
ら
学
習

12

20

を
始
め
、
学
習
後
に
忘
年
会
を
し
た
。
会
長
が
わ
た
し
た
ち
に

手
頃
な
安
価
で
美
味
し
い
お
店
を
探
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、

大
い
に
の
み
、
食
べ
て
、
皆
満
足
し
た
。
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２
０
０
９
年
は
も
う
少
し
学
習
者
が
増
え
て
、
漢
点
字
で
本

を
読
む
楽
し
さ
を
分
か
っ
て
下
さ
る
人
が
増
え
た
ら
い
い
と
願

っ
て
い
る
。

第

回
例
会

２
０
０
９
年
１
月

日
（
水
）

：

～

38

21

13

30

：

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
竹
芝
小
記
念
ホ
ー
ル

15

30

Ｎ
Ｈ
Ｋ
わ
か
ば
基
金
か
ら
頂
い
た
パ
ソ
コ
ン
を
、
そ
の
後
ど

う
活
動
に
生
か
し
て
い
る
か
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
て
い
る
と

こ
ろ
も
撮
影
し
、
添
付
し
て
そ
の
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
基
本
的
に
は
皆
様
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
自
宅
で
、
入

力
、
調
べ
物
、
学
習
会
の
た
め
の
資
料
づ
く
り
が
多
く
、
例
会

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
確
認
調
整
が
多
い
。
そ
ん
な
こ
ん
な
を
会
長

に
ま
と
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
た
。

漢
点
字
の
価
値
を
ど
う
や
っ
た
ら
、
点
字
使
用
者
、
教
育
関

係
者
を
は
じ
め
、
一
般
の
人
に
も
伝
え
ら
れ
る
か
話
し
合
っ

た
。わ

た
し
が
一
番
残
念
に
思
う
こ
と
は
、
せ
っ
か
く
美
味
し
い

知
識
の
ご
馳
走
が
目
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
鼻
や

口
の
前
で
ブ
ラ
ブ
ラ
し
て
い
る
の
に
、
多
く
の
視
覚
障
害
者
や

そ
の
関
係
者
は
、
気
づ
か
な
い
の
か
、
ま
た
は
敢
え
て
気
づ
か

な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

漢
字
の
学
習
は
、
子
供
の
時
か
ら
始
め
て
い
れ
ば
、
漢
字

（
漢
点
字
）
を
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
覚
え
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
な
だ
ら
か
な
道
で
あ
る
が
、
大
人
に
な
っ

て
、
社
会
的
な
仕
事
を
し
な
が
ら
、
い
き
な
り
漢
字
の
脅
威
に

さ
ら
さ
れ
て
、
慌
て
て
漢
字
（
漢
点
字
）
の
勉
強
を
す
る
と
い

う
の
は
、
険
し
い
山
道
を
フ
ウ
フ
ウ
息
を
切
ら
し
な
が
ら
登
っ

て
行
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
を
知
り
な
が
ら
避
け
て

い
る
、
子
供
た
ち
に
遠
回
り
を
さ
せ
て
い
る
大
人
の
責
任
を
も

っ
と
も
っ
と
実
感
し
て
欲
し
い
。

羽
化
の
会
員
の
皆
様
の
、
こ
ん
な
に
大
き
な
力
と
努
力
が
今

現
在
、
わ
た
し
一
人
で
さ
え
も
有
意
義
で
、
有
り
難
い
こ
と
と

思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
多
く
の
人
び
と
に
漢
点

字
で
読
む
喜
び
を
知
っ
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。

ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
が
６
つ
の
点
で
点
字
を
作
り
、
石
川
倉
次

が
日
本
点
字
に
翻
案
し
て
か
ら
百
数
十
年
、
そ
し
て
今
漢
点
字

が
こ
れ
だ
け
体
系
的
に
整
備
さ
れ
、
整
え
ら
れ
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
漢
点
字
を
見
過
ご
し
に
し
て
い
る
愚
は
大
き
な

損
失
で
あ
る
。

２
０
０
９
年
１
月
４
日
は
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の
生
誕
２
百

年
の
記
念
日
で
あ
る
。
そ
れ
を
記
念
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
横

浜
漢
点
字
羽
化
の
会
」
と
平
凡
社
の
ご
協
力
に
よ
り
、
『
常
用

字
解
』
（
白
川
静
編

２
０
０
３
年

平
凡
社
）
が
、
漢
点
字

訳
の
完
成
に
至
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
、
単
に
漢
点
字
で
読
む
だ
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け
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
も
実
際
に
漢
字
の
辞
典
と
し
て
使

う
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
よ
う
に
、
『
常
用
字
解
漢
点
字
版
』
に
倣
っ
て
、
「
東

京
漢
点
字
羽
化
の
会
」
で
も
、
白
川
静
監
修
、
山
本
史
也
著

『
神
さ
ま
が
く
れ
た
漢
字
た
ち
』
を
漢
点
字
訳
し
て
く
だ
さ
っ

た
。
こ
れ
は
、
小
学
校
高
学
年
か
ら
、
中
学
生
を
対
象
に
し
た

も
の
で
、
白
川
静
氏
が
『
常
用
字
解
』
の
「
は
じ
め
に
」
の
な

か
で
、
「
小
学
生
用
に
漢
字
の
知
識
と
古
代
社
会
に
つ
い
て
理

解
し
や
す
い
も
の
を
、
別
に
用
意
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
た
も

の
だ
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
自
身
は
『
神
さ
ま
が
く

れ
た
漢
字
た
ち
』
か
ら
読
む
方
が
順
序
だ
と
思
う
。

＊

予
告

２
月
の
例
会
（
第

回
）

39

２
０
０
９
年
２
月

日
（
水
）

：

～

：

18

13

30

15

30

７
階
第
１
会
議
室

第

回
学
習
会

23
２
０
０
９
年
２
月

日
（
土
）

：

～

：

21

18

30

20

30

港
区
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
１
会
議
室

３
月
の
例
会
（
第

回
）

40

２
０
０
９
年
３
月

日
（
水
）
第
１
会
議
室

11

第

回
学
習
会

24
２
０
０
９
年
３
月

日
（
土
）

：

～

：

21

18

30

20

30

わ
た
く
し
ご
と

『
常
用
字
解
』
の
Ｅ
Ｉ
Ｂ
フ
ァ
イ
ル
が
届
け
ら
れ
た
。
勿
論

漢
点
字
デ
ー
タ
の
、
著
作
権
保
護
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
著
者
の

白
河
静
氏
の
「
は
じ
め
に
」
を
読
み
始
め
た
。
「
中
・
高
校
生

を
対
象
に
書
い
た
」
と
あ
る
が
、
ど
こ
ま
で
追
い
つ
い
て
行
け

る
か
大
い
に
心
配
で
あ
る
。
わ
た
し
の
、
飲
み
込
み
の
悪
い
非

効
率
な
や
り
方
に
せ
よ
、
こ
の
指
を
使
わ
な
け
れ
ば
何
の
意
味

も
な
い
。
た
と
え
少
し
し
か
分
か
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
こ
そ
見

ず
に
い
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
。

ま
ず
、
東
京
点
字
出
版
所
の
『
点
線
文
字
・
常
用
漢
字
編
』

の
第
１
巻
を
手
元
に
置
い
た
。
１
ペ
ー
ジ
を
開
く
。
そ
し
て
、

「
亜
」
の
角
張
っ
た
直
線
だ
け
の
形
を
指
で
た
ど
る
。
勝
手
に

画
数
を
数
え
る
。
横
棒
が
あ
る
。
そ
の
下
に
横
長
の
四
角
が
あ

る
。
そ
の
下
に
も
う
１
本
横
棒
が
あ
る
。
上
の
横
棒
と
一
番
下

の
横
棒
を
結
ん
で
、
２
本
の
縦
線
が
あ
る
。
以
前
に
教
え
て
い

た
だ
い
た
、
こ
の
文
字
の
筆
順
を
思
い
出
し
な
が
ら
数
え
る
。

７
画
。

さ
て
、
ど
う
だ
ろ
う
。
今
度
は
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
表
示

さ
れ
て
い
る
常
用
字
解
の
「
亜
」
の
項
を
見
る
。

「
亜
」

７

（
亞
）

８

と
、
常
用
漢
字
と
旧
字
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
画
数
と
共
に
並

ん
で
い
る
。

－ １９ －



２
行
目
を
見
る
と
、

一
・
〝
口
＼
∥
〟
・
一

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
下
に
横
線
が
あ
り
、
そ
の
間
に
〝

〟

の
中
に
横
長
の
口
と
２
本
の
縦
線
と
が
「
＼
」
の
記
号
で
重
な

っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
上
下
の
横
線
と
の
間
は

「
・
」
で
結
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
２
本
の
縦
線
と
く
っ
つ

い
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
川
上
泰
一
先
生
が
最

初
に
考
え
出
さ
れ
た
、
数
学
の
数
式
の
表
記
法
を
応
用
し
た

「
字
式
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
漢
字
を
構
成
す
る
パ
ー
ツ
の
位

置
関
係
を
、
上
下
左
右
の
関
係
と
し
て
、
数
学
記
号
を
利
用
し

て
表
す
も
の
で
あ
る
。

『
常
用
字
解
』
の
三
行
目
を
見
る
と
、

ア

（
ア
ク

つ
ぐ
）

次
の
行
か
ら
、
こ
の
文
字
の
解
説
に
入
り
、
次
に
用
例
が
書
い

て
あ
る
。

つ
ま
り
、
見
出
し
文
字
の
と
こ
ろ
で
、
漢
点
字
だ
け
で
な

く
、
そ
の
漢
字
の
形
が
、
ど
の
よ
う
な
漢
字
で
構
成
さ
れ
て
い

る
か
、
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
説
明
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
「
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
」
が
、
こ
の
字
典
の
漢
点
字
入

力
を
成
し
遂
げ
た
、
画
期
的
な
成
果
で
あ
り
、
大
き
な
特
徴
で

あ
る
。

た
と
え
ば
「
悪
」
の
漢
字
の
字
式
は
、

亜

／

心

と
あ
り
、
こ
の
「
／
」
は
、
上
下
の
関
係
を
表
し
て
い
る
。

ま
た
「
相
」
は
、

木

＋

目

「
暗
」
は
、

日
偏

＋

音

と
、
横
並
び
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
漢
字
の
構
成
は
、
そ
ん
な
に
簡
単
な
も
の
ば
か

り
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
漢
字
の
パ
ー
ツ
を
用
い
て
、
少

し
で
も
、
漢
字
の
形
が
解
り
や
す
い
よ
う
に
、
そ
し
て
、
白
川

先
生
の
「
漢
字
の
成
り
立
ち
と
そ
の
意
義
」
を
想
像
し
、
理
解

で
き
る
よ
う
に
、
各
所
に
驚
く
ば
か
り
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い

る
。第

一
、
『
常
用
字
解
』
の
本
文
、
特
に
文
字
の
成
り
立
ち
の

解
説
を
読
ん
で
い
る
と
、
本
当
に
古
代
の
人
び
と
の
、
「
死

者
」
に
た
い
す
る
恐
れ
、
恐
怖
の
思
い
は
並
々
な
ら
ぬ
物
が
あ

っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
ど
う
し
た
な
ら
ば
、
生
者
を
脅
か

さ
ず
に
、
死
者
の
霊
魂
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か

と
、
悩
み
続
け
て
き
た
長
い
長
い
歴
史
の
後
の
よ
う
に
思
え

る
。「

哀
」
の
解
説
を
見
て
も
、
「
衣
と
口
を
組
み
合
わ
せ
た

形
。
口
は
【
サ
イ
】
で
、
神
へ
の
祈
り
の
文
で
あ
る
祝
詞
（
の

り
と
）
を
入
れ
る
器
の
形
。
人
が
死
ぬ
と
、
死
者
の
衣
の
襟
も

と
に
サ
イ
を
お
い
て
お
祈
り
を
す
る
。
こ
う
し
て
死
者
を
あ
わ

－ ２０ －



れ
み
、
死
者
の
魂
を
よ
び
か
え
す
招
魂
と
い
う
儀
礼
を
哀
と
い

い
、
あ
わ
れ
、
あ
わ
れ
む
、
か
な
し
い
、
の
意
味
に
用
い
る
」

と
あ
る
。

ま
た
、
死
者
の
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
忌
み
き
ら
い
、

謹
み
、
そ
れ
が
「
に
く
む
」
と
変
化
し
て
ゆ
く
の
も
自
然
な
流

れ
の
よ
う
に
思
え
る
。

古
代
の
人
々
は
現
代
の
わ
た
し
た
ち
よ
り
命
を
大
切
に
し
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
よ
り
人
口
も
少
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
し
、
病
気
や
怪
我
や
自
然
災
害
も
、
現
在
よ
り
は
る

か
に
多
く
、
絶
え
ず
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

家
族
、
あ
る
い
は
少
数
単
位
の
仲
間
の
生
活
を
維
持
し
て
ゆ
く

た
め
に
は
、
労
働
力
も
一
人
一
人
が
重
要
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
恐
ら
く
招
魂
も
蘇
生
の
儀
式
も
、
族
長
の
盛

大
な
も
の
と
は
規
模
は
ま
る
で
異
な
る
に
せ
よ
、
小
さ
い
な
が

ら
、
似
た
よ
う
な
儀
式
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。『

常
用
字
解
』
の
ほ
ん
の
入
り
口
に
、
そ
う
、
ほ
ん
の
少
し

覗
い
た
だ
け
で
、
な
ん
だ
か
お
も
し
ろ
い
よ
う
な
怖
い
よ
う

な
、
何
処
ま
で
使
い
こ
な
せ
る
か
、
不
安
と
ド
キ
ド
キ
を
一
緒

に
抱
え
て
い
る
わ
た
し
で
あ
る
。

横
浜
羽
化
の
皆
様
、
大
変
な
お
仕
事
を
仕
上
げ
て
く
だ
さ
い

ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

２
０
０
９
年
１
月

日
26

－ ２１ －

東
京
漢
点
字

学
習
会
報
告

東
京
漢
点
字
羽
化
の
会

菅
野
良
之

年
度

第
８
回
（
第

回
）
報
告

20

20

１

日
時

平
成

年

月

日

(

土)

20

11

22

時

分
～

時

分

18

30

20

30

２

場
所

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階

第
１
会
議
室

３

出
席
者
（
省
略
）

４

教
材

「
漢
点
字
講
習
用
テ
キ
ス
ト

初
級
編

第
二
回
（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
：
恋
、
戀
、
芸
、
藝
、
会
、
會
、
絵
、

伝
、
傳
、
転
、
轉
、
秋
、
畑

５

学
習
会
内
容

（
１
）
漢
点
字
講
習
用
テ
キ
ス
ト

初
級
編

第
三
回
（
全
十
回
）

点
字
・
墨
字
配
布

（
２
）

前
回
の
復
習

テ
キ
ス
ト
第
二
回
、

３

複
合
文
字
（
１
）

「
加

」
、
「
賀

」
、
「
化

」
、

「
花

」
、
「
貨

」

賀

、
貨

の
〝
貝

〟
は
元
は
お
金
で
、
富
み
や
商

品
・
財
産
を
表
す
。



（
３
）

今
回
の
学
習
内
容

『
漢
数
字
及
び
第
一
基
本
文

字
を
部
首
と
し
た
文
字
（
４
）
』

漢
点
字
編
ｐ
１
０
２

墨
字
編
ｐ
41

＊

言

（
；
１
・
２
・
４
の
点
）
、
云

（
３
、
１
・

２
・
４
の
点
）
を
含
む
文
字
。

・
言

を
含
む
文
字
。

「
信

」

人
偏
（
；
１
・
３
の
点
）
と
言

で
表

63
す
。
欺
か
な
い
と
い
う
意
味
。
音
読
み
の
シ
ン
は
漢
・
呉
音
、

訓
読
み
に
〝
た
よ
り
〟
が
あ
る
。
熟
語
に
〝
信
心
〟
〝
信
者
〟

〝
信
念
〟
〝
信
望
〟
〝
信
義
〟
〝
信
託
〟
〝
確
信
〟
〝
通
信
〟

〝
発
信
〟
〝
送
信
〟
〝
受
信
〟
〝
過
信
〟
〝
迷
信
〟
な
ど
が
あ

る
。

「
恋

」

上
部
は
「
亦
（
マ
タ
）
」
で
あ
る
が
、

64
旧
字
の
「
戀
」
か
ら
言

（
１
・
２
・
４
の
点
）
と
心

（
２

・
５
・
６
の
点
）
で
表
し
、
左
右
の
「
糸
」
は
省
略
し
て
い

る
。
音
読
み
の
レ
ン
は
漢
・
呉
音
。
熟
語
に
〝
悲
恋
〟
〝
恋
恋

（
レ
ン
レ
ン
；
思
い
焦
が
れ
て
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
）
〟
〝
初

恋
（
は
つ
こ
い
）
〟
〝
恋
旧
（
レ
ン
キ
ュ
ウ
；
昔
の
こ
と
を
な

つ
か
し
む
）
〟
〝
恋
著
（
れ
ん
ち
ゃ
く
…
何
か
に
思
い
焦
が
れ

る
）
〟
〝
恋
人
（
こ
い
び
と
）
〟
な
ど
。

・
云

を
含
む
文
字
。

「
芸

」

草

冠
（
；
１
・
４
・
６
の
点
）
と
云

65
（
エ
；
１
・
２
・
４
の
点
）
で
表
す
。
旧
字
は
「
藝
」

で
、
草
木
が
芽
吹
い
て
伸
び
始
め
る
形
を
意
味
す
る
。
丸
は
勢

い
と
か
熱
を
意
味
し
て
い
る
。
音
読
み
の
ゲ
イ
は
漢
音
、
ゲ
は

呉
音
。
熟
語
に
〝
芸
達
者
〟
〝
芸
者
〟
〝
工
芸
〟
〝
武
芸
〟
〝

手
芸
〟
〝
曲
芸
〟
〝
学
芸
〟
〝
無
芸
〟
な
ど
が
あ
る
。
他
の
読

み
方
と
し
て
〝
安
芸
（
あ
き
）
〟
が
あ
る
。
な
お
、
草
冠
が
付

く
字
に
も
、
草
木
と
は
無
縁
な
〝
難
〟
〝
漢
〟
〝
苛
〟
〝
苦
な

ど
が
あ
る
。

「
会

」

三
角
屋
根

（
１
・
２
・
５
の
点
）
と

66
云

（
；
１
・
２
・
４
の
点
）
で
表
す
。
旧
字
は
「
會
」

で
、
三
角
屋
根
は
何
か
を
ふ
た
を
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

音
読
み
の
カ
イ
は
漢
音
、
エ
・
ケ
は
呉
音
。
熟
語
に
〝
会
見
〟

〝
会
食
〟
〝
会
長
〟
〝
会
館
〟
〝
集
会
〟
〝
機
会
〟
〝
照
会
〟

〝
再
会
〟
〝
大
会
〟
〝
司
会
〟
〝
例
会
〟
〝
面
会
〟
〝
宴
会
〟

〝
都
会
〟
な
ど
多
数
あ
り
、
エ
で
は
〝
会
得
〟
〝
会
釈
〟
〝
会

者
定
離
〟
な
ど
が
あ
る
。
訓
読
み
の
「
あ
‐
う
」
は
ほ
か
に
、

〝
合
う
〟
〝
遭
う
〟
〝
逢
う
〟
〝
遇
う
〟
が
あ
る
。

・
会

を
含
む
文
字
。

「
絵

」

糸

偏
（
１
・
２
の
点
）
と
会

67
（
１
・
２
・
４
の
点
）
で
表
し
、
会
の
三
角
屋
根
の
部
分
は
省

略
。
旧
字
は
〝
繪
〟
で
あ
る
。
音
読
み
の
カ
イ
は
漢
音
、
エ
は

呉
音
。
熟
語
に
は
〝
絵
図
（
エ
ズ
、
ま
た
は
カ
イ
ズ
）
〟
〝
絵

心
（
え
ご
こ
ろ
）
〟
〝
絵
描
（
え
か
き
）
〟
〝
墨
絵
（
す
み

え
）
〟
〝
影
絵
〟
〝
絵
姿
〟
な
ど
。
表
現
方
法
と
し
て
〝
絵
に

－ ２２ －



描
い
た
よ
う
〟
〝
絵
に
な
る
〟
な
ど
が
あ
る
。

（
４
）

そ
の
他

次
回
（

月
）
は
、

日
（
土
）
午
後
５
時

分
か
ら
学
習

12

20

30

会
を
行
い
、
午
後
７
時
か
ら
忘
年
会
を
開
催
す
る
。
会
場
は

「
包
丁
や
」
芝
大
門
店
。

年
度

第
９
回
（
第

回
）
報
告

20

21

１

日
時

平
成

年

月

日
(

土)

20

12

20

時

分
～

時

分

17

35

19

37

２

場
所

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階

第
１
会
議
室

３

出
席
者
（
省
略
）

４

使
用
教
材

「
漢
点
字
講
習
用
テ
キ
ス
ト

初
級
編

第
二
回
（
全
十
回
）
」
点
字
編
、
墨
字
編

レ
ー
ズ
ラ
イ
タ
ー
：
炎
、
談
、
点
、
然
、
燃

５

学
習
会
内
容

（
１
）
前
回
の
復
習

テ
キ
ス
ト
第
二
回

３

複
合
文
字
（
１
）

「
信

」
字
式
は
人
偏
＋
言
。
「
芸

」
字
式
は
草
冠

／
云
。
「
会

」

字
式
は
、
ヤ
ネ
／
云
。
「
絵

」
中

国
の
春
秋
時
代
に
絵
が
描
か
れ
始
め
た
。
糸
や
布
の
ふ
ち
飾
り

が
最
初
で
布
に
模
様
を
描
き
次
第
に
字
に
変
遷
し
て
い
っ
た
。

字
式
は
、
糸
＋
会
。

（
３
）

今
回
の
学
習
内
容

『
漢
数
字
及
び
第
一
基
本
文

字
を
部
首
と
し
た
文
字
（
４
）
』

＊

墨
字
は
云

（
３
の
点
と
エ
；
１
・
２
・
４
の
点
）

を
含
む
が
、
漢
点
字
で
は
旧
字
に
含
ま
れ
る
專
の
形
を

使
う
文
字
２
つ
。

「
伝

」

旧
字
の
「
傳
」
か
ら
、
人

偏
（
１
・

68
３
の
点
）
と
專

（
１
・
２
・
３
・
４
・
５
の
点
）
で
表
す
。

音
読
み
の
デ
ン
は
呉
音
、
テ
ン
は
漢
音
。
字
式
は
、
人
編
＋

云
。
熟
語
に
〝
伝
令
〟
〝
伝
授
〟
〝
伝
奇
〟
〝
伝
承
〟
〝
伝
票

〟
〝
伝
聞
〟
〝
口
伝
〟
〝
自
伝
〟
〝
宣
伝
〟
〝
伝
馬
船
（
て
ん

ま
せ
ん
、
ま
た
は
で
ん
ま
せ
ん
）
〟
な
ど
。

「
転

」

旧
字
の
「
轉
」
か
ら
車

偏
（
１
・
３

69
・
４
・
５
・
６
の
点
）
と
專

（
１
・
２
・
３
・
４
・
５
の

点
）
で
表
す
。
音
読
み
の
テ
ン
は
漢
・
呉
音
。
車
の
よ
う
に
は

こ
ろ
こ
ろ
転
が
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
字
式
は
車
＋
云
。
熟

語
に
〝
転
用
〟
〝
転
送
〟
〝
転
変
〟
〝
好
転
〟
〝
公
転
〟
〝
自

転
〟
〝
栄
転
〟
〝
逆
転
〟
〝
流
転
〟
〝
起
承
転
結
〟
〝
動
転
〟

〝
転
落
〟
な
ど
多
数
あ
る
。

・
火

（
３
・
４
・
５
・
６
の
点
）
を
含
む
文
字
。

「
秋

」

ノ
木

偏
（
２
・
３
・
４
の
点
）
と
火

70（
３
・
４
・
５
・
６
の
点
）
で
表
す
。
字
式
は
、
禾
＋
火
。

旧
字
は
「
穐
」
。
亀
は
害
虫
を
意
味
し
、
作
物
の
収
穫
後
に
田

畑
を
燃
や
し
害
虫
を
駆
除
し
て
翌
年
に
備
え
る
と
い
う
意
味
を

－ ２３ －



持
つ
。
音
読
み
の
シ
ュ
ウ
は
漢
・
呉
音
、
シ
ュ
に
呉
音
が
あ

る
。
熟
語
に
〝
秋
分
〟
〝
秋
色
〟
〝
秋
芳
（
秋
に
咲
く
花
で

菊
）
〟
〝
千
秋
〟
〝
中
秋
〟
〝
秋
気
〟
〝
秋
娘
（
し
ゅ
う
じ
ょ

う
…
美
人
。
ま
た
は
年
と
っ
て
容
色
の
衰
え
た
女
性
）
〟
〝
秋

霜
烈
日
〟
な
ど
が
あ
る
。
他
の
読
み
方
と
し
て
〝
秋
刀
魚
（
さ

ん
ま
）
〟
が
あ
る
。

「
畑

」

火

（
３
・
４
・
５
・
６
の
点
）
と
田

71（
１
・
３
・
５
の
点
）
で
表
す
。
国
字
で
あ
る
。
字
式
は
、

火
＋
田
。
熟
語
に
〝
畑
違
い
〟
が
あ
る
。

「
炎

」

火
と
火
で
表
す
。
元
の
字
は
火
を
三
つ

72
合
わ
せ
た
形
で
、
火
の
粉
が
飛
ん
で
い
る
様
を
表
す
。
字
式

は
、
火
／
火
。
音
読
み
の
エ
ン
は
漢
・
呉
音
、
タ
ン
の
読
み
も

あ
る
。
熟
語
に
〝
炎
上
〟
〝
火
炎
〟
〝
胃
炎
〟
〝
肺
炎
〟
〝
炎

涼
〟
〝
炎
炎
（
エ
ン
エ
ン
ま
た
は
タ
ン
タ
ン
）
〟
。
別
の
読
み

方
に
〝
陽
炎
（
か
げ
ろ
う
）
〟
が
あ
る
。

・
炎

（
３
・
４
・
５
・
６
の
点
と
、
３
・
４
・
５
・
６

の
点
）
を
含
む
文
字
。

「
談

」

言

偏
（
１
・
２
・
４
の
点
）
と
炎

73
（
３
・
４
・
５
・
６
の
点
、
火

一
つ
は
省
略
）
で
表

す
。
字
式
は
、
言
＋
炎
。
音
読
み
の
ダ
ン
は
呉
音
、
タ
ン
は
漢

音
。
熟
語
に
〝
鼎
談
（
テ
イ
ダ
ン
）
〟
〝
冗
談
〟
〝
対
談
〟
〝

怪
談
〟
〝
美
談
〟
〝
密
談
〟
〝
座
談
〟
〝
談
判
〟
〝
縁
談
〟
〝

漫
談
〟
な
ど
が
あ
る
。

＊

列
火
（
文
字
の
下
に
四
つ
点
が
つ
く
形
）
で
火

（
３

・
４
・
５
・
６
の
点
を
意
味
す
る
）
を
含
む
文
字
。

「
点

」

占
（
１
・
２
・
４
・
５
の
点
）
と
烈
火

74（
３
・
４
・
５
・
６
の
点
）
で
表
す
。
元
は
黒
（
火
を
燃
や

し
た
あ
と
の
煤
）
で
黒
い
も
の
が
点
々
と
つ
く
と
い
う
意
味
。

字
式
は
占
／
烈
火

。
熟
語
に
〝
点
検
〟
〝
合
点
〟
〝
争
点
〟

〝
盲
点
〟
〝
弱
点
〟
〝
重
点
〟
〝
要
点
〟
〝
点
心
〟
〝
点
字
〟

〝
点
呼
〟
〝
点
睛
〟
〝
点
滴
〟
な
ど
が
あ
る
。

「
然

」

上
の
部
分
は
「
肉

」
と
「
犬

」
で

75
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
犬

（
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
と
烈

火

（
３
・
４
・
５
・
６
の
点
）
で
表
し
、
肉
の
部
分
は
省
略

さ
れ
て
い
る
。
犬
の
肉
を
火
で
あ
ぶ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
字
式
は
、
（
肉
月
＋
犬
）
／
烈
火

。
音
読
み
の
ゼ
ン
は

漢
音
、
ネ
ン
は
呉
音
。
熟
語
に
〝
必
然
〟
〝
平
然
〟
〝
未
然
〟

〝
依
然
〟
〝
愕
然
〟
〝
超
然
〟
〝
然
る
可
し
（
し
か
る
べ
し
）

〟
、
他
の
読
み
方
に
〝
徒
然
（
つ
れ
づ
れ
）
〟
な
ど
が
あ
る
。

・
然

（
１
・
２
・
４
・
６
の
点
と
、
３
・
４
・
５
・
６

の
点
）
を
含
む
文
字
。

「
燃

」

火

偏
（
３
・
４
・
５
・
６
の
点
）
と

76
然

（
１
・
２
・
４
・
６
の
点
）
で
表
す
。
然

の
烈
火

は
省
略
。
字
式
は
、
火
＋
然
。
熟
語
に
〝
再
燃
〟
が
あ
る
。

－ ２４ －



 

漢
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ジ

漢
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ペ
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ノ

府
西
池

白
居
易

ニ

ク
シ
テ

ヅ

キ

柳

無
二

気

力
一

枝

先

動

ニ

リ
テ

ク

ク

池

有
二

波

紋
一

氷

尽

開

ラ

カ

ナ
ル
ゾ

今

日

不
レ

知

誰

計

会

ニ

タ
ル

春

風

春

水

一

時

来

府
西
の
池

白
居
易

ふ

せ

い

い
け

は

く

き

ょ

い

柳
に
気
力
無
く
し
て
枝
先
ず
動
き

や
な
ぎ

き
り
ょ
く

な

え
だ

ま

う
ご

池
に
波
紋
有
り
て
氷

尽

く
開
く

い
け

は

も

ん

あ

こ
お
り
こ
と
ご
と

ひ
ら

今
日
知
ら
ず
誰
か
計
会
な
る
ぞ

こ
ん
に
ち

し

た
れ

け
い
か
い

春
風
春
水
一
時
に
来
た
る

し
ゅ
ん
ぷ
う
し
ゅ
ん
す
い

い

ち

じ

き

府
西
＝
「
府
」
は
役
所
。
役
所
の
西
方
。

先
動
＝
（
柳
の
枝
が
）
ま
っ
先
に
動
い
た
。

四
句
目
の
「
春
風
」
を
暗
示
し
て
い
る
。

計
会
＝
計
画
し
た
。
く
ふ
う
し
て
合
わ
せ
た
。

だ
ら
り
と
た
れ
さ
が
っ
た
柳
の
枝
が
ま
ず
動
き
、

池
に
波
紋
が
ゆ
れ
て
、
氷
は
す
っ
か
り
と
け
た
。

今
日
（
の
立
春
の
日
）
、
だ
れ
の
計
ら
い
で
こ
の

よ
う
に
合
わ
せ
た
の
か
、
春
の
風
と
春
の
水
が

同
時
に
や
っ
て
き
た
。

参
照
図
書

『
要
説

漢
詩
』
（
日
栄
社
）

－ ２５ －



－ ２６ －

府 西 ノ 池 白 居 易

柳 ニ 無 クシテ 気 力枝 先 ヅ 動

キ

池 ニ 有 リテ 波 紋 氷尽 ク 開 ク

今 日不 知 ラ 誰 カ 計 会 ナル ゾ

春 風 春 水 一時 ニ 来 タル

＊「漢文のページ」の点字は、隔月発行の漢点字雑誌
『横浜通信』で読むことができます。

＊ 漢点字訳では、右ページのような訓点付きの漢文は、
上記の点訳の他に、もとの漢字のみの白文も付けて
います。白文は、漢字一文字ずつあけて書いています。

府 西 池

白 居 易

柳 無 気 力 枝 先 動

池 有 波 紋 氷 尽 開

今 日 不 知 誰 計 会

春 風 春 水 一 時 来



(横－１） － ２７ －

漢点字講習用テキスト

初級編 第十三回

３ 複合文字 （１）

４．漢数字および第一基本文字を部首とした文字 （６）

（７１） 畑 はた はたけ

「火偏」の右側に「田 」を置いた形の文字です。「田 」は、耕地全

般を表す文字で、ここでは水を張らない耕地、すなわち〝はたけ〟を表

しています。〝はたけ〟は、土地に生えている草を火で焼いて、害虫駆

除と灰を肥料にする焼き畑から始まりましたが、この文字はそこから生

まれた国字です。また現在では、波及して、学問や技術の専門分野を〝

はたけ〟と呼んでいます。漢点字では、「 （火）」と「 （田）」で

表されます。

「畑作」「畑地」「田畑」「技術畑」「営業畑」

（７２） 炎 エン ほのお ほむら

「火 」を縦に二つ並べた形の文字です。火が盛んに燃えている様子

を表しています。また熱を発散することから、熱性の病気も意味します。

漢点字では、「火」を二つ並べて表されます。

「炎熱」「炎症」「炎暑」「炎天」「アレルギー性鼻炎」

・「炎 」を含む文字。この部首の音は、〝だん、たん〟。

（７３） 談 ダン タン かた‐る

「言偏」の右側に「炎 」を置いた形の文字です。炎が燃え上がる

ように、盛んに話をする様子を表した文字です。また、人の前に立って

する話、人から聞き取った話、相対してする話等、話全般に用いられる

文字です。漢点字では、「 （偏）」と「 （炎）」で表されます。

「談話」「談合」「談笑」「相談」「面談」「講談」「商談」

※ 部首の「列火」を含む文字。「列火」は、文字の下の部分に四つの

点が並んだものです。この部首は、火の燃える様を象ったもので、漢点

字では「 」で表されます。

（７４） 点 テン とも‐す とも‐る

つけ‐る た‐てる

「卜」の下に「口 」の形の文字「占」、その下に四つ点の列火「 」

を置いた形の文字です。小さなテンを意味します。点数の形で、評価の



－ ２８ － (横－２）

表現として用いられます。また、一つだけぽつんと離れている様子、も

のや人が散らばっている様子を表します。さらに、灯りを〝ともす〟、

火を〝つける〟、お茶を〝たてる〟とも用います。漢点字では、「

（占）」と「 （列火）」で表されます。「卜」は省略されます。

＊ 「占 」、〝セン、しめる、うらなう〟は、中級編でご紹介しま

す。

「点字」「点灯」「点火」「点数」「得点」「欠点」「灯を点す」「火を点け

る」「野点てをする」「お茶のお点前」

（７５） 然 ゼン ネン しか‐り

しか‐るに しか‐し

この文字は、上の部分の右側に「犬 」、左側に「肉 」を置いて、そ

の下に列火「 」を置いた形です。犬は神聖な動物とされて、その肉を

火であぶって吉凶を占いました。〝しかり〟と肯定したり、〝しかし〟

と否定するのに用いられます。また、総体的な状態や姿・態度を表す語

としても用いられます。漢点字では、「 （犬）」と「 （列火）」で

表されます。「肉 」は省略されます。

「当然」「偶然」「断然」「陶然」「天然自然」「全然 … ない」

・「然 」を含む文字。

（７６） 燃 ネン も‐える も‐やす

「火偏」の右側に「然 」を置いた形の文字です。「然 」には、

火で焼くという意味があって、そこにさらに「火偏」を添えて、炎を上

げ、高熱を放散しながら燃え上がる様子を表す文字です。漢点字では、「

（火偏）」と「 （然）」で表されます。

「燃焼」「燃料」「可燃物」「内燃機関」「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」

※ 「口 」を部首として含む文字。

（７７） 品 ヒン ホン しな

「口 」を、上に一つ、下に二つ、三角形に三つ並べた形の文字です。

〝しな〟と読んで、色々な〝もの〟を示します。また、〝ヒン〟と読ん

で、人や物の等級や価値を表す意味があります。この文字を構成する「口

」は、古く中国で、祭祀で神様に捧げるお祈りを容れた器を表してい

ると言われます。漢点字では、木が三つの「森 」と同様に、「 （口）」

と「 （三つ）」で表されます。

「品目」「品質」「品種」「品格」「物品」「納品」「上品」「人品骨柄」「品

物」「品揃え」



ご
報
告
と
ご
案
内

一

国
際
善
隣
協
会
か
ら

お
招
き
を
い
た
だ
き
ま
し
た

こ
の
度
、
横
浜
国
立
大
学
の
村
田
忠
禧
先
生
が
ご
推
薦
下
さ

り
、
社
団
法
人
・
国
際
善
隣
協
会
で
、
漢
点
字
の
お
話
し
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
協
会
は
、
中
国
と
の

文
化
交
流
に
力
を
注
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
日
程
等
は
、
以
下
の

通
り
で
す
。

会
場
：

社
団
法
人
・
国
際
善
隣
協
会
五
階

〒1
0
5
-
0
0
0
4

東
京
都
港
区
新
橋

一
‐
五
‐
五

電
話

0
3
-
3
5
7
3
-
3
0
5
1

（
代
表
）

U
R
L
:
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
k
o
k
u
s
a
i
z
e
n
r
i
n
.
c
o
m
/

日
時
：

二
〇
〇
九
年
四
月
二
四
日
（
金
）

一
三
：
三
〇
～
一
五
：
〇
〇

演
題
：

視
覚
障
害
者
と
漢
字－

漢
点
字
と
は
何
か

＊

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
本
会
ま

で
ご
照
会
下
さ
い
。

二

『
常
用
字
解
』
を
図
書
館
へ
納
入

前
号
で
も
ご
案
内
致
し
ま
し
た
通
り
、
『
常
用
字
解
』
（
白

川
静
著
、
平
凡
社
）
の
前
半
一
〇
巻
の
漢
点
字
訳
を
完
成
し
、

横
浜
市
中
央
図
書
館
に
納
入
致
し
ま
し
た
。
近
く
書
架
に
並
ぶ

も
の
と
存
じ
ま
す
。
有
効
に
ご
利
用
下
さ
い
。

一
〇
巻
の
内
容
は
、
「
亜
」
か
ら
「
籍
」
で
す
。

後
半
は
、
二
〇
〇
九
年
度
の
分
と
し
て
納
入
致
し
ま
す
。
現

在
最
終
作
業
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

ご
期
待
下
さ
い
。

三

新
年
会
を
行
い
ま
し
た

例
年
の
よ
う
に
、
一
月
二
五
日
（
日
）
、
一
三
：
三
〇
か

ら
、
本
会
と
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
の
新
年
会
を
行
い
ま
し

た
。
横
浜
市
議
の
大
滝
正
雄
先
生
も
駆
け
つ
け
て
下
さ
り
、
漢

新年会で挨拶する岡田代表(上)と

参加者の皆さん(下)

－ ２９ －



点
字
の
学
習
者
の
方
や
、
横
浜
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
の
メ
ン
バ
ー
と

東
京
の
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
皆
様
と
と
も
に
、
和
や
か
な
時
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
年
の
ス
タ
ー
ト
と
し
て
、
有

意
義
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

よ
い
年
に
な
る
こ
と
を
祈
念
し
て
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

四

漢
点
字
訳
書

今
回
『
常
用
字
解
』
の
前
半
の
漢
点
字
訳
が
完
成
し
ま
し
た

が
、
本
会
の
活
動
は
十
二
年
前
の
、
『
漢
字
源
』
（
藤
堂
明
保

編
、
学
習
研
究
社
）
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
二
つ
の
性

格
の
違
う
、
ま
た
代
表
的
な
漢
和
辞
典
を
世
に
問
う
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

以
下
に
、
こ
れ
ま
で
に
本
会
が
漢
点
字
訳
し
た
、
代
表
的
な

書
物
を
挙
げ
ま
す
。
こ
の
他
に
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
ニ
ー
ズ
に

お
応
え
し
た
り
、
教
科
書
や
問
題
集
な
ど
も
試
み
ま
し
た
。
ま

た
月
刊
の
漢
点
字
書
や
本
誌
の
刊
行
も
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
漢
点
字
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
成
果
の
一
部
で

す
。ご

支
援
を
賜
わ
る
皆
様
と
読
者
の
皆
様
に
支
え
ら
れ
て
、
今

後
も
活
動
し
て
参
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
著
者
・
編
者
の
五
十
音
順
）

白
描－

明
石
海
人
歌
集
、
明
石
海
人
、
明
石
海
人
顕
彰
会

侏
儒
の
言
葉
、
芥
川
龍
之
介
、
岩
波
文
庫

ア
メ
リ
カ
は
カ
ー
ス
ト
社
会
、
生
田
典
子
、
武
蔵
野
書
房

微
苦
笑
俳
句
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
江
國

滋
、
実
業
之
日
本
社

日
本
語
練
習
帳
、
大
野
晋
、
岩
波
新
書

句
読
点
活
用
辞
典
、
大
類
雅
敏
、
栄
光
出
版
社

論
語
、
金
谷
治
・
訳
注
、
岩
波
文
庫

作
歌
の
現
場
、
佐
佐
木
幸
綱
、
角
川
書
店

母
な
る
色
、
志
村
ふ
く
み
、
求
龍
堂

孔
子
伝
、
白
川
静
、
中
公
叢
書

初
期
万
葉
論
、
白
川
静
、
中
公
叢
書

新
潮
名
作
選
－
百
年
の
文
学
、
新
潮
社

百
人
一
句
、
高
橋
睦
郎
、
中
公
新
書

珠
玉
百
歌
仙
、
塚
本
邦
雄
、
毎
日
新
聞
社

地
名
苗
字
読
み
解
き
事
典
、
丹
羽
基
二
、
柏
書
房

新
々
百
人
一
首
、
丸
谷
才
一
、
新
潮
社

し
ん
し
ん
ひ
や
く
に
ん
し
ゆ

近
代
日
本
語
の
思
想
－
翻
訳
文
体
成
立
事
情
、

柳
父
章
、
法
政
大
学
出
版
局

本
と
人
を
つ
な
ぐ
図
書
館
員
、
山
内
薫
、
読
書
工
房

唐
詩
選
、
吉
川
幸
次
郎
編
集
、
筑
摩
書
房

生
麦
事
件
、
吉
村
昭
、
新
潮
文
庫

－ ３０ －
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▼
今
年
度
の
図
書
館
納
入
漢
点
字

書
の
製
作
は
、
編
集
作
業
の
関
係

で
少
々
遅
い
時
期
と
な
り
、
秋
の

予
定
が
一
月
に
ず
れ
込
み
ま
し
た
。
紙
折
り
・
の
り
付
け

の
作
業
は
一
番
手
間
の
か
か
る
工
程
で
、
会
員
の
皆
さ
ん

に
私
の
自
宅
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
一
斉
に
作
業
を
行

い
ま
す
。
全
く
の
手
作
業
の
た
め
、
な
か
な
か
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
、
皆
さ
ん
苦
労
し
て
い

ま
す
。
更
に
、
こ
れ
に
表
紙
付
け
を
行
う
の
は
、
少
々
の

熟
練
を
要
す
る
こ
と
な
の
で
、
な
か
な
か
手
を
出
し
て
い

た
だ
け
な
く
て
、
結
局
、
私
が
一
人
で
や
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
も
、
均
一
な
品
質
に
仕
上
げ
る
の

は
難
し
く
、
苦
労
の
種
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
今

年
も
何
と
か
十
冊
を
仕
上
げ
、
中
央
図
書
館
に
送
り
出
し

て
、
ほ
っ
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
▼
そ
の
あ
と
す
ぐ
に
、
恒

例
の
羽
化
の
会
新
年
会
で
、
桜
木
町
の
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ

ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に

名
の
方
が
集
ま
り
ま
し
た
。
こ
こ

26

数
年
間
、
こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
が
お
気
に
入
り
で
い
つ
も
使

わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
は
快
晴
で
、
窓
か
ら

見
え
る
み
な
と
み
ら
い
地
区
の
景
色
が
す
ば
ら
し
い
も
の

で
し
た
。
岡
さ
ん
が
そ
れ
を
今
回
の
表
紙
絵
と
さ
れ
ま
し

た
。
岡
さ
ん
は
特
殊
な
ご
病
気
で
、
両
手
の
親
指
に
痛
み

を
感
じ
、
絵
を
描
く
の
も
大
変
な
ご
様
子
、
こ
れ
以
上
病

状
が
悪
化
し
な
い
よ
う
、
祈
る
の
み
で
す
。(

木
下

和
久)

編

集

後

記

（有）横浜トランスファ福祉サービス

障害者自立支援法の下、障害者にガイドヘルパーを派遣して、外出を

支援しています。対象者は、横浜市在住･在宅の、重度障害者（視覚・

肢体・知的）です。

常時募集・ガイドヘルパー： ホームヘルパー２級以上の有資格者。

障害者の外出支援をお願いします。詳細は担当・柳田まで。

〒231-0063横浜市中区花咲町1-46-1

GSプラザ桜木町1104

電話: 045-263-0306

FAX: 045-263-0316
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