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漢
点
字
の
散
歩
（
三
十
六
）

岡
田

健
嗣

万
葉
集
初
体
験
（
一
）

本
誌
前
号
で
ご
報
告
致
し
ま
し
た
よ
う
に
、
本
会
で
は
一
昨

年
度
に
引
き
続
き
昨
年
度
も
、
『
萬
葉
集
釋
注
』
（
伊
藤
博

著
、
集
英
社
文
庫
）
の
第
二
巻
を
漢
点
字
訳
し
て
、
横
浜
市
中

央
図
書
館
に
納
入
致
し
ま
し
た
。
全
国
の
図
書
館
に
お
申
し
込

み
い
た
だ
け
れ
ば
、
貸
し
出
さ
れ
ま
す
。
ご
愛
読
賜
り
ま
す
こ

と
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
申
し
上
げ
て
参
り
ま
し
た
が
、
視

覚
障
害
者
が
「
万
葉
集
」
に
触
れ
る
機
会
を
得
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
今
回
が
初
め
て
の
こ
と
で
す
。
残
念
な
が
ら
こ

の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
「
万

葉
集
」
の
み
な
ら
ず
、
欧
米
と
異
な
る
わ
が
国
の
文
字
言
語
の

環
境
か
ら
申
せ
ば
、
書
物
に
触
れ
た
こ
と
の
あ
る
視
覚
障
害
者

は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
母
国
語
を

表
記
で
き
る
文
字
の
体
系
を
持
た
な
い
者
が
、
書
物
を
読
む
と

い
う
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
い
を
問
い
続
け
て
い
る
の
が
、

こ
の
漢
点
字
の
点
訳
活
動
だ
と
い
う
こ
と
を
、
再
度
こ
こ
に
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
申
す
の
も
、
驚
く
べ
き
こ
と

  

に
、
漢
字
の
知
識
を
持
た
な
い
視
覚
障
害
者
が
、
点
字
図
書
館

か
ら
カ
ナ
点
字
で
表
記
さ
れ
た
点
訳
書
や
音
訳
書
を
借
り
受
け

て
、
触
読
し
た
り
聴
読
し
た
り
し
て
、
「
本
を
読
ん
で
い
る
」

と
胸
を
張
る
姿
に
、
私
は
屡
々
行
き
会
っ
て
参
っ
た
か
ら
に
他

な
り
ま
せ
ん
。
点
字
書
を
読
む
と
い
う
行
為
は
、
誠
に
労
力
の

か
か
る
も
の
で
、
そ
の
苦
労
を
乗
り
越
え
て
触
読
し
た
の
だ
と

い
う
の
が
、
そ
の
よ
う
な
彼
ら
の
言
い
分
だ
と
は
思
わ
れ
ま

す
。
し
か
し
読
書
が
、
肉
体
的
な
・
精
神
的
な
苦
痛
に
耐
え
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
も
許
容
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
ま
ず
は
そ
こ
に
疑
い
を
差
し
挟

む
必
要
が
あ
る
は
ず
と
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
し
、
視
覚
障
害
者

の
間
に
だ
け
で
通
用
す
る
、
そ
の
よ
う
な
労
り
合
い
と
認
め
合

い
で
読
書
の
満
足
を
得
る
の
か
と
い
う
疑
い
を
、
差
し
挟
ん
で

お
く
必
要
も
感
じ
て
お
り
ま
す
。
か
つ
て
の
私
に
は
、
こ
の
よ

う
な
文
字
を
知
ら
な
い
こ
と
へ
の
無
自
覚
は
、
誠
に
信
じ
難
い

こ
と
で
し
た
が
、
実
際
に
は
現
実
に
存
在
し
て
お
り
、
現
在
も

再
生
産
さ
れ
続
け
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
情
況
下
に
、
初
め
て
本
書
『
萬
葉
集
釋
注
』
に

触
れ
て
み
ま
す
と
、
誠
に
驚
く
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
と
申
し
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
に
驚
い
た
か
、
ま
だ
巻
二
十
ま

で
の
う
ち
巻
第
四
ま
で
に
触
れ
た
ば
か
り
で
、
今
後
ど
の
よ
う

に
展
開
し
て
行
く
の
か
想
像
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
こ

れ
ま
で
に
読
む
こ
と
の
で
き
た
範
囲
で
、
私
に
と
っ
て
意
外
に
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感
じ
た
と
こ
ろ
を
、
幾
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
は
あ
く
ま
で
、
こ
れ
ま
で
に
生
き
て
き
た
中
で
、
「
万
葉

集
」
に
つ
い
て
耳
に
し
て
き
た
こ
と
か
ら
の
印
象
以
外
に
は
、

そ
の
知
識
を
持
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
環
境
下
で
の
こ
と

と
お
受
け
取
り
い
た
だ
い
て
、
稚
拙
で
あ
り
取
る
に
足
り
な
い

こ
と
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
ご
容
赦
い
た

だ
き
た
く
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

私
が
「
万
葉
集
」
に
つ
い
て
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
言
え

ば
、
誠
に
漠
然
と
し
た
も
の
で
し
た
。
わ
が
国
最
古
の
歌
集
で

あ
る
こ
と
と
、
表
記
さ
れ
て
い
る
文
字
が
「
万
葉
仮
名
」
と
呼

ば
れ
る
、
漢
字
音
を
日
本
語
の
音
に
当
て
て
、
カ
ナ
文
字
の
よ

う
に
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
後
に
現
在
の
カ
ナ
文
字
の
基
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
二
点
く
ら
い
の
も
の
で
、
こ
の
二

つ
の
点
で
さ
え
、
極
め
て
朧
気
な
知
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
今

で
は
思
い
知
ら
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

「
万
葉
仮
名
」
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
置
く
と
し
て
、
『
萬

葉
集
釋
注
』
に
初
め
て
触
れ
た
と
き
の
戸
惑
い
を
申
し
ま
す

と
、
何
と
言
っ
て
も
歌
の
並
べ
ら
れ
方
で
し
た
。

私
が
抱
い
て
い
た
最
古
の
歌
集
と
し
て
の
「
万
葉
集
」
は
、

当
時
の
皇
室
、
あ
る
い
は
皇
室
を
取
り
巻
く
人
々
の
、
宮
中
の

冠
婚
葬
祭
の
儀
礼
に
応
じ
て
作
ら
れ
た
お
歌
を
、
時
系
列
に
配

列
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
「
万
葉
集
」
は
、
冒
頭
か
ら
、
誠
に
堅
固
な
編
集

意
識
を
突
き
つ
け
て
参
り
ま
し
た
。
長
歌
・
短
歌
・
旋
頭
歌
な

  

ど
四
千
五
百
首
余
り
を
単
に
時
系
列
に
並
べ
る
な
ど
あ
る
は
ず

は
な
い
こ
と
は
、
少
し
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
今
日
ま
で
あ
る
い
は
未
来
に
至
る
ま
で
何
か
を
訴
え
続
け

る
に
は
、
強
烈
な
意
識
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
こ
れ
も
ま
た
当
然
の
こ
と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
編

集
に
関
す
る
強
烈
な
意
識
に
思
い
を
致
す
こ
と
こ
そ
が
、
「
万

葉
集
」
に
歩
を
踏
み
入
れ
る
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま

た
朧
気
な
が
ら
分
か
り
始
め
ま
し
た
。

「
万
葉
集
」
は
巻
一
か
ら
巻
二
十
の
二
十
巻
か
ら
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
に
は
、
類
別
さ
れ
て
お
歌
が
集
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
「
部
立
」
と
呼
び
ま
す
。
「
部
立
」
に

は
、
「
雑
歌
（
ざ
ふ
か
）
」
（
宮
中
の
儀
礼
や
出
来
事
、
公
事

に
関
す
る
お
歌
）
、
「
相
聞
歌
（
さ
う
も
ん
か
）
」
（
男
女
の

恋
愛
に
関
す
る
お
歌
、
男
女
間
で
交
わ
さ
れ
た
お
歌
）
、
「
挽

歌
（
ば
ん
か
）
」
（
葬
送
に
関
す
る
お
歌
、
哀
悼
の
お
歌
）
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
巻
三
に
は
「
譬
喩
歌
」
と
呼
ば
れ
る

部
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
相
聞
と
同
様
に
恋
愛
を
題

材
に
し
た
お
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
「
相
聞
歌
」
と
は
呼
ば
れ
ず

に
新
た
に
部
が
立
て
ら
れ
た
お
歌
の
集
ま
り
で
、
恋
愛
に
関
し

て
直
截
な
表
現
を
避
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
安
時
代
の
、

恋
愛
の
心
を
何
か
に
仮
託
す
る
と
い
う
成
熟
し
た
お
歌
に
触
れ

て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
襲
わ
れ
る
お
歌
で
す
。
「
万
葉
集
」
の

編
ま
れ
た
八
世
紀
は
、
わ
が
国
の
言
語
表
現
の
一
つ
の
ピ
ー
ク

の
時
期
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
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い
る
お
歌
た
ち
は
、
既
に
後
世
に
展
開
さ
れ
る
表
現
を
先
取
り

し
た
作
品
ば
か
り
に
思
わ
れ
て
参
り
ま
す
。

巻
は
そ
れ
ぞ
れ
部
立
に
分
け
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

定
ま
っ
た
編
集
方
針
の
下
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ

こ
で
こ
こ
で
は
、
巻
一
か
ら
四
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
歌
を
ご

紹
介
し
て
参
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
を
、
伊
藤
先

生
の
「
釈
文
」
か
ら
引
用
し
て
み
ま
す
。
お
歌
は
漢
点
字
版
の

表
記
に
倣
っ
て
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
、
カ
ナ
読
み
、
そ
し
て

伊
藤
先
生
の
現
代
語
訳
の
順
に
掲
げ
ま
す
。

（
巻
第
一
、
雑
歌
）

一
籠
も
よ

み
籠
持
ち

掘
串
も
よ

み
掘
串
持
ち

こ
の
岡

に

菜
摘
ま
す
子

家
告
ら
せ

名
告
ら
さ
ね

そ
ら
み
つ

大
和
の
国
は

お
し
な
べ
て

我
れ
こ
そ
居
れ

し
き
な
べ
て

我
れ
こ
そ
居
れ

我
れ
こ
そ
ば

告
ら
め

家
を
も
名
を
も

こ
も
よ
み
こ
も
ち

ふ
く
し
も
よ

み
ぶ
く
し
も
ち

こ
の

を
か
に

な
つ
ま
す
こ

い
へ
の
ら
せ

な
の
ら
さ
ね

そ
ら

み
つ

や
ま
と
の
く
に
は

お
し
な
べ
て

わ
れ
こ
そ
を
れ

し
き
な
べ
て

わ
れ
こ
そ
を
れ

わ
れ
こ
そ
ば

の
ら
め

い

へ
を
も
な
を
も

〈
お
お
、
籠
（
か
ご
）
、
立
派
な
籠
を
持
っ
て
、
お
お
、
掘

串
（
ふ
く
し
）
、
立
派
な
掘
串
を
持
っ
て
、
こ
こ
わ
た
し
の
岡

で
菜
を
摘
ん
で
お
い
で
の
娘
さ
ん
、
家
を
お
っ
し
ゃ
い
、
名
前

  

を
お
っ
し
ゃ
い
な
。
幸
（
さ
き
）
わ
う
こ
の
大
和
の
国
は
、
隈

（
く
ま
）
な
く
わ
た
し
が
平
ら
げ
て
い
る
の
だ
。
隅
々
ま
で
も

こ
の
わ
た
し
が
治
め
て
い
る
の
だ
。
が
、
わ
た
し
の
方
か
ら
う

ち
明
け
よ
う
か
、
家
も
名
も
。
〉

二
大
和
に
は

群
山
あ
れ
ど

と
り
よ
ろ
ふ

天
の
香
具
山

登
り
立
ち

国
見
を
す
れ
ば

国
原
は

け
ぶ
り
立
ち
立
つ

海
原
は

か
ま
め
立
ち
立
つ

う
ま
し
国
ぞ

蜻
蛉
島

大
和

の
国
は

や
ま
と
に
は
む
ら
や
ま
あ
れ
ど

と
り
よ
ろ
ふ

あ
め
の
か

ぐ
や
ま

の
ぼ
り
た
ち

く
に
み
を
す
れ
ば

く
に
は
ら
は

け
ぶ
り
た
ち
た
つ

う
な
は
ら
は

か
ま
め
た
ち
た
つ

う
ま

し
く
に
ぞ

あ
き
づ
し
ま

や
ま
と
の
く
に
は

〈
大
和
に
は
群
が
る
山
々
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
で
も
と
り

わ
け
神
々
し
い
天
の
香
具
山
、
こ
の
山
の
頂
き
に
出
で
立
っ
て

国
見
を
す
る
と
、
国
原
に
は
け
ぶ
り
が
盛
ん
に
立
ち
の
ぼ
っ
て

い
る
。
海
原
に
は
か
ま
め
が
盛
ん
に
飛
び
立
っ
て
い
る
。
あ

あ
、
よ
い
国
だ
。
蜻
蛉
島
大
和
の
国
は
。
〉

以
下
「
釈
文
」
よ
り
、
第
一
の
お
歌
に
つ
い
て
、

《
『
万
葉
集
』
開
巻
冒
頭
の
歌
。
作
者
は
第
二
十
一
代
雄
略

（
ゆ
う
り
ゃ
く
）
天
皇
。
い
つ
い
か
な
る
場
合
で
も
、
最
初
に

位
置
す
る
も
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
の
あ
る
の
が
、
世
の

習
い
。
こ
の
雄
略
御
製
も
、
『
万
葉
集
』
二
十
巻
に
対
し
て
何
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ら
か
の
意
味
を
負
わ
さ
れ
て
、
こ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
／

標
題
に
「
泊
瀬
の
朝
倉
の
宮
に
云
々
」
と
あ
る

「
泊
瀬
」
は
、
当
時
隠
り
処
（
こ
も
り
く
）
と
さ
れ
、
と
く
に

「
泊
瀬
小
国
（
は
つ
せ
を
ぐ
に
）
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、

「
朝
倉
の
宮
」
は
、
奈
良
県
桜
井
市
朝
倉
の
地
に
あ
っ
た
雄
略

天
皇
の
皇
居
。
古
く
か
ら
今
の
黒
崎
付
近
が
そ
の
跡
と
さ
れ
て

き
た
が
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
六
月
、
桜
井
市
に
よ

る
諸
宮
調
査
会
に
よ
っ
て
、
桜
井
市
脇
本
小
字
燈
明
田
（
と
う

み
ょ
う
で
ん
）
の
地
に
、
南
北
に
三
列
に
並
ぶ
十
三
の
柱
穴
が

発
掘
さ
れ
、
こ
の
地
が
に
わ
か
に
有
力
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

脇
本
燈
明
田
は
、
泊
瀬
の
谷
の
入
口
、
三
輪
山
南
麓
、
初
瀬
川

北
岸
の
地
。
／

さ
て
、
歌
は
、
一
読
の
も
と
、
次
の
よ
う
な

情
景
を
、
人
び
と
に
想
像
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
／

雄
略
天
皇

の
支
配
す
る
泊
瀬
小
国
の
さ
る
岡
で
、
明
る
い
春
の
日
ざ
し
を

あ
び
な
が
ら
、
入
り
乱
れ
て
若
菜
を
摘
む
娘
子
（
お
と
め
）
た

ち
の
中
に
、
と
り
わ
け
気
品
の
高
い
女
性
が
い
た
。
身
に
お
び

る
籠
（
か
ご
）
や
掘
串
（
ふ
く
し
）
の
格
別
な
さ
わ
や
か
さ

は
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
彼
女
が
今
日
の
野
遊
び
の
あ
る
じ

で
、
一
族
を
代
表
し
て
神
を
祭
る
尊
い
女
に
ち
が
い
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
み
ず
か
ら
も
人
を
ひ
き
い
て
国
見
（
く
に
み
）
に
や
っ

て
き
た
の
か
、
雄
略
天
皇
は
、
い
ち
は
や
く
こ
の
娘
子
に
目
を

と
め
て
呼
び
か
け
た
。
「
籠
も
よ

み
籠
持
ち
䢧
」
。
／

こ

れ
か
ら
万
葉
四
千
五
百
余
首
の
歌
々
を
読
み
進
め
て
ゆ
け
ば
、

  

お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
万
葉

集
』
の
名
義
は
、
諸
説
あ
る
中
で
、
お
そ
ら
く
、
〝
万
代
集
〟

（
万
世
の
の
ち
ま
で
も
伝
わ
る
歌
集
）
の
意
と
見
る
の
が

（
『
万
葉
代
匠
記
』
）
最
も
穏
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
名
義

を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
は
、
う
ら
ら
か
な
春

の
日
の
、
こ
の
呼
び
か
け
歌
に
よ
っ
て
幕
を
あ
け
る
。
》

こ
の
後
ろ
に
、
雄
略
御
製
歌
と
し
て
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
こ

の
歌
は
、
求
婚
と
婚
姻
の
成
立
を
象
徴
し
た
歌
劇
に
基
づ
い

た
、
広
く
流
布
さ
れ
た
、
普
遍
的
な
形
式
の
歌
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ゆ
え
に
こ
の
歌
を
御
製
と
し
て
掲
げ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
述

べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
言
わ
ば
「
万
葉
集
」
開
巻
の
宣
言
と
し

て
の
役
割
を
、
編
纂
者
が
、
こ
の
雄
略
御
製
歌
に
担
わ
せ
た
の

で
し
ょ
う
。

第
二
番
の
お
歌
に
つ
い
て
は
、

《
古
代
日
本
人
が
国
家
の
意
識
を
は
っ
き
り
持
ち
は
じ
め
、

神
々
と
人
間
と
の
分
離
を
知
り
だ
し
た
第
一
歩
は
、
仁
徳
～
雄

略
朝
あ
た
り
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
古
事
記
』
が
、
神

々
の
物
語
で
あ
る
上
巻
（
天
之
御
中
主
神
（
あ
め
の
み
な
か
ぬ

し
の
か
み
）
～
鵜
葺
草
葺
不
合
命
（
う
が
や
ふ
き
あ
え
ず
の
み

こ
と
）
）
、
神
と
人
と
の
物
語
で
あ
る
中
巻
（
神
武
～
応

神
）
、
純
粋
に
人
間
の
物
語
で
あ
る
下
巻
（
仁
徳
～
推
古
）
の

三
巻
に
分
か
れ
、
そ
の
下
巻
を
仁
徳
天
皇
か
ら
は
じ
め
て
い
る
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構
造
を
掘
り
さ
げ
て
ゆ
け
ば
、
右
の
認
定
が
た
や
す
く
得
ら
れ

る
。
『
宋
書
（
そ
う
し
ょ
）
』
倭
国
伝
（
わ
こ
く
で
ん
）
に
お

け
る
「
倭
（
わ
）
の
五
王
」
の
始
ま
り
を
仁
徳
王
朝
に
擬
す
る

考
え
が
あ
る
の
も
、
そ
う
し
た
探
究
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
／

仁
徳
朝
以
降
、
人
び
と
の
心
に
培
わ
れ
た
神
人
分
離
の
認
識

は
、
欽
明
～
推
古
（
六
世
紀
後
半
～
六
二
八
年
）
、
と
く
に
推

古
朝
に
至
っ
て
時
期
を
画
し
た
。
聖
徳
太
子
に
よ
る
冠
位
十
二

階
制
（
六
〇
三
年
）
や
十
七
条
憲
法
の
制
定
（
六
〇
四
年
）
、

大
陸
と
の
正
常
な
国
交
の
開
始
（
六
〇
七
年
）
や
仏
教
統
制
機

関
の
設
置
（
六
二
四
年
）
な
ど
は
、
推
古
朝
に
お
け
る
国
家
意

識
の
飛
躍
を
物
語
る
。
ま
た
、
天
皇
記
・
国
記
・
本
記
（
ほ
ん

ぎ
）
な
ど
が
編
ま
れ
た
こ
と
（
六
二
〇
年
）
は
、
推
古
朝
が
古

代
に
お
け
る
歴
史
体
系
の
未
曾
有
の
獲
得
期
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
。
人
間
の
個
の
自
覚
は
、
国
家
意
識
の
生
成
と
密
接
に
か

か
わ
る
。
／

抒
情
詩
の
個
性
は
、
集
団
を
構
成
す
る
人
間
が

国
家
の
確
立
に
よ
る
統
一
的
な
秩
序
や
機
構
に
よ
っ
て
制
約
を

う
け
、
一
定
の
義
務
や
権
利
を
与
え
ら
れ
て
矛
盾
や
喜
び
を
感

じ
る
時
に
形
成
さ
れ
て
く
る
と
い
わ
れ
る
。
記
紀
に
収
め
ら
れ

る
古
代
歌
謡
な
ら
ぬ
万
葉
和
歌
が
、
推
古
朝
を
継
ぐ
舒
明
朝
頃

か
ら
急
増
し
、
新
し
い
相
貌
を
見
せ
て
く
る
の
は
偶
然
で
は
な

い
。
万
葉
の
時
代
を
築
き
あ
げ
た
天
智
・
天
武
両
帝
や
持
統
女

帝
の
、
父
で
あ
り
祖
父
で
あ
る
人
が
舒
明
天
皇
で
あ
っ
た
た
め

に
、
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
と
り
わ
け
舒
明
朝
が
重
ん
ぜ
ら
れ

  

た
と
い
う
事
情
も
考
え
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、

舒
明
朝
あ
た
り
が
万
葉
の
黎
明
（
れ
い
め
い
）
で
あ
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
身
を
も

っ
て
あ
か
す
の
が
、
舒
明
御
製
の
歌
柄
（
う
た
が
ら
）
で
あ

り
、
そ
の
歌
を
二
番
歌
（
に
ば
ん
か
）
と
し
て
開
巻
冒
頭
歌
の

直
後
に
据
え
た
巻
一
の
構
造
で
あ
る
。
／
（
中
略
）
／

歌
の

第
五
句
「
登
り
立
ち
」
は
斎
（
い
）
み
清
（
き
よ
）
め
た
身

を
、
香
具
山
の
山
頂
に
定
め
ら
れ
た
斎
屋
（
さ
い
お
く
）
（
い

お
り
）
の
中
に
立
て
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
、
大
和
群
山
中
と
り
わ
け
す
ぐ
れ
て
神
聖
な
香
具

山
か
ら
国
見
を
す
る
の
で
、
天
皇
の
目
に
は
躍
動
す
る
自
然
が

立
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
自
然
、
具
体
的
に
は
そ

の
土
と
水
と
が
と
も
に
生
気
に
満
ち
て
躍
っ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
た
表
現
が
、
「
国
原
は
け
ぶ
り
立
ち
立
つ

海
原
は
か
ま
め

立
ち
立
つ
」
の
対
句
（
つ
い
く
）
で
あ
る
。
「
け
ぶ
り
」
は
陸

地
一
帯
に
燃
え
立
つ
も
の
、
水
蒸
気
や
炊
煙
な
ど
を
称
し
、

「
か
ま
め
」
は
海
原
に
飛
び
交
う
鴎
（
か
も
め
）
を
い
う
の
で

あ
る
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
国
土
の
原
核
で
あ
り
、
農
耕
の

必
須
の
媒
材
で
あ
る
「
土
」
と
「
水
」
と
が
充
実
し
て
い
る
と

い
う
の
は
、
国
土
の
繁
栄
、
一
年
（
ひ
と
と
せ
）
の
五
穀
の
豊

穣
が
確
約
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
一
首
は
た
だ

ち
に
「
う
ま
し
国
ぞ

蜻
蛉
島
（
あ
き
づ
し
ま
）
大
和
の
国

は
」
と
、
高
ら
か
な
讃
美
の
も
と
に
結
ば
れ
る
。
／

こ
の
歌
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に
は
、
「
大
和
」
が
冒
頭
と
末
尾
と
に
現
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

冒
頭
の
「
大
和
」
は
む
ろ
ん
天
皇
が
今
在
（
あ
）
り
今
目
に
す

る
ヤ
マ
ト
（
奈
良
）
で
あ
る
。
だ
が
、
「
国
原
は
け
ぶ
り
立
ち

立
つ

海
原
は
か
ま
め
立
ち
立
つ
」
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
あ
と
の

「
大
和
」
は
、
映
像
を
大
き
く
広
げ
て
、
天
皇
の
領
国
全
体
を

意
味
す
る
ヤ
マ
ト
（
日
本
）
に
変
貌
し
て
い
る
。
奈
良
な
る
ヤ

マ
ト
に
は
「
海
」
が
な
い
、
し
た
が
っ
て
「
か
ま
め
」
が
舞
う

の
は
不
思
議
だ
と
す
る
視
野
に
立
つ
者
に
は
、
こ
の
古
代
特
有

の
詩
想
は
理
解
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
天
皇
は
奈
良

な
る
ヤ
マ
ト
の
池
ど
も
を
「
海
」
と
見
、
そ
こ
に
舞
い
立
つ
白

い
水
鳥
を
「
か
ま
め
」
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
思

い
見
た
か
ら
こ
そ
、
「
う
ま
し
国
ぞ
」
と
称
揚
さ
れ
た
末
尾
の

「
大
和
」
は
、
陸
と
海
と
に
よ
っ
て
成
る
〝
日
本
国
〟
全
体
の

映
像
を
に
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
え
の
「
大
和
」
に
は
枕
詞

が
な
く
、
あ
と
の
「
大
和
」
に
は
枕
詞
「
蜻
蛉
島
」
が
冠
せ
ら

れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
こ
と
と
か
か
わ
り
が
あ
ろ
う
。
「
蜻
蛉

島
大
和
の
国
」
は
日
本
に
対
す
る
神
話
的
呼
称
の
一
つ
で
、
五

穀
の
豊
か
に
稔
る
聖
な
る
国
の
意
で
あ
り
、
一
首
の
文
脈
に
よ

く
合
う
。
》

こ
の
舒
明
天
皇
の
お
歌
が
冒
頭
第
二
番
に
置
か
れ
て
い
る
こ

と
は
、
「
万
葉
集
」
が
舒
明
天
皇
の
系
統
、
天
智
・
天
武
・
持

統
天
皇
の
世
に
始
ま
り
、
営
々
と
歌
い
継
が
れ
る
こ
と
を
示
唆

  

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
て
行
く
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
雄
略
天
皇

は
、
『
古
事
記
』
下
巻
の
時
代
を
代
表
す
る
天
子
の
一
人
で
、

と
く
に
、
歌
の
霊
力
に
よ
っ
て
物
事
の
す
べ
て
を
統
治
し
て
い

く
天
子
と
し
て
名
が
高
か
っ
た
。
一
～
五
三
番
歌
に
お
い
て
、

雄
略
御
製
は
、
〝
一
つ
上
が
り
た
る
世
〟
を
象
徴
す
る
天
子
の

歌
、
古
き
世
と
新
し
き
世
と
の
つ
な
ぎ
を
な
す
歌
と
し
て
押
し

立
て
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
万
葉

集
」
が
舒
明
天
皇
の
系
統
、
と
り
わ
け
持
統
天
皇
の
歌
集
と
い

う
性
格
が
色
濃
い
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
舒
明
天
皇
の
国
見
歌
に
対
応
し
て
、
天
皇
の
国
見
を
褒

め
称
え
る
お
歌
が
、
五
二
・
五
三
番
（
作
者
未
詳
）
で
、
巻
第

一
の
持
統
天
皇
の
世
の
お
歌
は
、
こ
こ
で
終
わ
り
ま
す
。
巻
第

一
の
後
半
の
五
四
～
八
四
番
の
お
歌
は
、
元
明
天
皇
を
中
心
と

す
る
時
代
に
移
っ
て
行
き
ま
す
。

五
二
と
五
三
番
の
お
歌
は
、
「
藤
原
の
宮
の
御
井
（
み
ゐ
）

の
歌
」
と
題
さ
れ
て
、

五
二や

す
み
し
し

我
ご
大
君

高
照
ら
す

日
の
御
子

荒
栲

の

藤
井
が
原
に

大
御
門

始
め
た
ま
ひ
て

埴
安
の

堤

の
上
に

あ
り
立
た
し

見
し
た
ま
へ
ば

大
和
の

青
香
具

山
は

日
の
経
の

大
き
御
門
に

春
山
と

茂
み
さ
び
立
て
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り

畝
傍
の

こ
の
瑞
山
は

日
の
緯
の

大
き
御
門
に

瑞

山
と

山
さ
び
い
ま
す

耳
成
の

青
菅
山
は

背
面
の

大

き
御
門
に

よ
ろ
し
な
へ

神
さ
び
立
て
り

名
ぐ
は
し

吉

野
の
山
は

影
面
の

大
き
御
門
ゆ

雲
居
に
ぞ

遠
く
あ
り

け
る

高
知
る
や

天
の
御
蔭

天
知
る
や

日
の
御
蔭
の

水
こ
そ
ば

と
こ
し
へ
に
あ
ら
め

御
井
の
ま
清
水

や
す
み
し
し

わ
ご
お
ほ
き
み

た
か
て
ら
す

ひ
の
み
こ

あ
ら
た
へ
の

ふ
ぢ
ゐ
が
は
ら
に

お
ほ
み
か
ど

は
じ
め

た
ま
ひ
て

は
に
や
す
の

つ
つ
み
の
う
へ
に

あ
り
た
た
し

め
し
た
ま
へ
ば

や
ま
と
の

あ
を
か
ぐ
や
ま
は

ひ
の
た

て
の

お
ほ
き
み
か
ど
に

は
る
や
ま
と

し
み
さ
び
た
て
り

う
ね
び
の

こ
の
み
づ
や
ま
は

ひ
の
よ
こ
の

お
ほ
き
み

か
ど
に

み
づ
や
ま
と

や
ま
さ
び
い
ま
す

み
み
な
し
の

あ
を
す
が
や
ま
は

そ
と
も
の

お
ほ
き
み
か
ど
に

よ
ろ
し

な
へ

か
む
さ
び
た
て
り

な
ぐ
は
し

よ
し
の
の
や
ま
は

か
げ
と
も
の

お
ほ
き
み
か
ど
ゆ

く
も
ゐ
に
ぞ

と
ほ
く
あ

り
け
る

た
か
し
る
や

あ
め
の
み
か
げ

あ
め
し
る
や

ひ

の
み
か
げ
の

み
づ
こ
そ
ば

と
こ
し
へ
に
あ
ら
め

み
ゐ
の

ま
し
み
づ

〈
あ
ま
ね
く
天
下
を
支
配
せ
ら
れ
る
我
が
大
君
、
高
く
天
上

を
照
ら
し
た
ま
う
日
の
神
の
御
子
、
わ
れ
ら
の
天
皇
（
す
め
ら

み
こ
と
）
が
藤
井
が
原
の
こ
の
地
に
大
宮
（
お
お
み
や
）
を
お

造
り
に
な
っ
て
、
埴
安
の
池
の
堤
の
上
に
し
っ
か
と
出
で
立
っ

  

て
ご
覧
に
な
る
と
、
こ
こ
大
和
の
青
々
と
し
た
香
具
山
は
、
東

面
（
ひ
が
し
お
も
て
）
の
大
御
門
（
お
お
み
か
ど
）
に
い
か
に

も
春
山
（
は
る
や
ま
）
ら
し
く
茂
り
立
っ
て
い
る
。
畝
傍
の
こ

の
瑞
々
（
み
ず
み
ず
）
し
い
山
は
、
西
面
（
に
し
お
も
て
）
の

大
御
門
に
い
か
に
も
瑞
山
（
み
ず
や
ま
）
ら
し
く
鎮
ま
り
立
っ

て
い
る
。
耳
成
の
青
菅
（
あ
お
す
が
）
茂
る
清
々
（
す
が
す

が
）
し
い
山
は
、
北
面
（
き
た
お
も
て
）
の
大
御
門
に
ふ
さ
わ

し
く
も
神
（
か
ん
）
さ
び
立
っ
て
い
る
。
名
も
妙
（
た
え
）
な

る
吉
野
の
山
は
、
南
面
（
み
な
み
お
も
て
）
の
大
御
門
の
は
る

か
向
こ
う
、
雲
の
彼
方
（
か
な
た
）
に
連
な
っ
て
い
る
。
佳
き

山
々
に
守
ら
れ
た
、
高
く
聳
え
立
つ
御
殿
、
天
（
あ
め
）
い
っ

ぱ
い
に
広
が
り
立
つ
御
殿
、
こ
の
大
宮
の
水
こ
そ
は
、
と
こ
し

え
に
尽
き
は
す
ま
い
。
あ
あ
御
井
の
真
清
水
は
。
〉

短
歌

五
三藤

原
の

大
宮
仕
へ

生
れ
付
く
や

を
と
め
が
と
も
は

羨
し
き
ろ
か
も

ふ
ぢ
は
ら
の

お
ほ
み
や
つ
か
へ

あ
れ
つ
く
や

を
と
め

が
と
も
は

と
も
し
き
ろ
か
も

〈
藤
原
の
大
宮
仕
え
、
そ
の
仕
え
の
者
と
し
て
こ
の
世
に
生

ま
れ
つ
い
た
お
と
め
た
ち
、
あ
あ
、
お
と
め
た
ち
は
羨
（
う
ら

や
）
ま
し
い
限
り
だ
。
〉

（
以
下
次
号
）
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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離(

九
二)

野
馬
追
文
庫(

南
相
馬
へ
の
支
援)

(

十)
墨
田
区
立
ひ
き
ふ
ね
図
書
館

山
内

馨

南
相
馬
へ(
二)

い
よ
い
よ
十
一
月
二
十
三
日
「
お
は
な
し
＆
あ
そ
び
」
の
当

日
、
九
時
に
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
待
ち
合
わ
せ
、
Ｋ
さ
ん
、
Ｔ

さ
ん
、
Ｄ
さ
ん
と
私
の
四
人
で
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
、
会
場
で
あ

る
原
町
牛
越
仮
設
住
宅
第
二
集
会
所
に
向
か
っ
た
。
そ
の
途
中

で
Ａ
さ
ん
の
経
営
す
る
酒
屋
さ
ん
に
寄
っ
た
。
Ａ
さ
ん
は
酒
屋

の
傍
ら
市
長
の
秘
書
も
な
さ
っ
て
お
り
、
以
前
Ｋ
さ
ん
が
南
相

馬
を
訪
れ
た
際
に
乗
っ
た
の
が
Ａ
さ
ん
の
友
人
タ
ク
シ
ー
だ
っ

た
。
そ
の
時
の
会
話
の
中
で
Ａ
さ
ん
に
連
絡
を
取
る
か
ら
桜
井

市
長
に
会
う
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
実
現
し
た
の
が
、
昨
日
の
市

長
と
の
対
面
だ
っ
た
。
Ｋ
さ
ん
が
Ａ
さ
ん
へ
の
お
土
産
を
渡

し
、
私
も
今
ま
で
の
「
南
相
馬
へ
の
支
援
」
を
ま
と
め
た
冊
子

を
差
し
上
げ
た
。
原
発
事
故
後
、
ほ
と
ん
ど
の
市
民
が
緊
急
避

難
し
た
後
、
多
く
の
こ
そ
泥
が
南
相
馬
を
徘
徊
し
た
と
き
に
自

警
団
を
組
織
し
た
と
い
う
話
を
聞
か
せ
て
下
さ
っ
た
。
Ａ
さ
ん

か
ら
頂
い
た
名
刺
に
は
「
南
相
馬
緊
急
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
代

表－

福
島
県
警
察
本
部
長
認
可
一
四
八
号
」
と
あ
っ
た
。
Ａ
さ

ん
が
案
内
し
て
下
さ
っ
た
お
店
の
裏
の
部
屋
の
壁
に
は
毛
筆
で

  

書
か
れ
た
半
紙
が
三
枚
貼
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ

次
の
よ
う
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
た
。

世
界
史
に
残
る
、
原
発
事
故

一
企
業
の
人
災
事
故
そ
し
て
、

国
策
だ
っ
た
！
寒
い
三
月
で
し
た
。

私
た
ち
は
忘
れ
な
い
、
私
達
に
は
、

未
来
が
あ
る
ん
で
す
。

山
が
あ
っ
て
も
山
が
な
い
。

田
畑
が
あ
っ
て
も
田
畑
が
な
い
。

川
が
あ
っ
て
も
川
が
な
い
。

青
い
海
が
あ
っ
て
も
海
が
な
い
。

生
命
（
い
の
ち
）
は
、
平
等
な
ん
で
す
。

く
や
し
ー
で
す
。
悲
し
い
で
す
。

忘
れ
ま
せ
ん
！
天
国
の
人
達
も

一
生
心
の
ひ
ば
く
で
す
。

皆
、
幸
福
（
し
あ
わ
せ
）
に
く
ら
し
て

い
ま
し
た
。

握
れ
ば
こ
ぶ
し

開
け
ば
て
の
ひ
ら

道
理
百
遍

義
理
一
遍

筋
の
通
っ
た
話
を
百
回
聞
か
せ
る
よ
り
も
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た
っ
た
一
度
の
義
理
を
尽
く
し
た

理
屈
抜
き
の
民
意
を
見
せ
る
こ
と
が
之
を
動
か
す

今
、
自
分
は
何
を
考
え
て
い
ま
す
。

家
族
、
放
射
能
、
将
来
の
こ
と･

･
･
･

。

こ
の
南
相
馬
は
、
世
界
の
注
目
を
浴
び
て
い
ま
す
。

東
電
と
国
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
何
十
年
も
世
界
最
大
の
原
発

事
故
の
三
十
キ
ロ
に
住
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。

Ａ
さ
ん
宅
を
辞
し
て
、
タ
ク
シ
ー
で
集
会
所
に
向
か
っ
た
。

仮
設
住
宅
の
あ
る
場
所
は
南
相
馬
郊
外
に
で
き
た
南
相
馬
ジ
ャ

ス
モ
ー
ル
と
い
う
イ
オ
ン
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
の
す
ぐ
隣
に
位

置
す
る
広
域
の
仮
設
住
宅
だ
っ
た
。
こ
の
牛
越
応
急
仮
設
住
宅

は
南
相
馬
市
最
大
の
仮
設
住
宅
で
、
ま
だ
建
設
中
の
仮
設
住
宅

も
含
め
て
三
百
八
十
の
住
戸
に
な
る
予
定
で
、
大
型
商
業
施
設

の
隣
と
い
う
こ
と
で
若
い
人
に
人
気
の
あ
る
仮
設
住
宅
だ
と
タ

ク
シ
ー
の
運
転
手
が
話
し
て
下
さ
っ
た
。
住
宅
街
に
入
る
と
タ

ク
シ
ー
運
転
手
の
親
戚
の
方
が
車
に
寄
っ
て
き
て
挨
拶
を
交
わ

し
て
い
た
。
親
戚
や
知
り
合
い
が
多
く
仮
設
住
宅
で
生
活
し
て

い
る
よ
う
だ
。
九
時
半
前
に
は
第
二
集
会
所
に
つ
き
、
生
活
支

援
相
談
員
の
Ｓ
さ
ん
に
お
会
い
し
た
。
Ｓ
さ
ん
宅
も
ま
だ
放
射

線
量
が
高
く
、
お
子
さ
ん
た
ち
は
福
島
と
仙
台
に
行
っ
て
仕
事

を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
三
〇
畳
ほ
ど
の
集
会
所

の
集
会
室
に
は
す
で
に
三
組
の
親
子
が
待
っ
て
い
て
下
さ
っ

  

た
。
部
屋
の
コ
ー
ナ
ー
の
白
板
に
持
参
し
た
乾
千
恵
さ
ん
の
リ

ト
グ
ラ
フ
「
馬
」
と
「
月
」
を
掲
げ
て
、
十
時
の
開
始
ま
で
の

時
間
Ｔ
さ
ん
と
Ｄ
さ
ん
が
折
り
紙
遊
び
や
松
ぼ
っ
く
り
を
使
っ

た
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
作
り
な
ど
を
し
て
下
さ
っ
た
。

お
話
し
会
の
は
じ
め
に
は
若
い
お
母
さ
ん
が
四
人
、
六
ヶ
月

の
赤
ち
ゃ
ん
を
筆
頭
に
小
学
校
低
学
年
の
男
の
子
が
一
人
、
学

齢
前
に
子
ど
も
た
ち
が
六
人
、
高
齢
の
婦
人
が
お
二
人
集
ま
っ

て
下
さ
っ
た
。

は
じ
め
に
、
浦
和
子
ど
も
の
本
連
絡
会
の
Ｄ
さ
ん
が
素
話

（
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ
）
で
「
ひ
な
ど
り
と
ネ
コ
」

（
『
子
ど
も
に
聞
か
せ
る
世
界
の
民
話
』
矢
崎
源
九
郎
編
、
実

業
の
日
本
社
、
一
九
八
八
年
所
収
）
と
い
う
お
話
を
し
て
下
さ

っ
た
。
そ
の
あ
と
お
話
し
の
舞
台
の
背
景
に
並
べ
た
乾
千
恵
さ

ん
の
リ
ト
グ
ラ
フ
に
ち
な
ん
で
『
も
じ
と
絵
』
（
乾
千
恵

文

字
、
黒
田
征
太
郞

絵
・
こ
と
ば
、
ア
ー
ト
ン

二
〇
〇
三

年
）
と
い
う
絵
本
を
読
ん
で
下
さ
っ
た
。
そ
の
あ
と
は
私
の
番

で
、
先
ず
『
つ
き
の
ぼ
う
や
』
（
イ
ブ
・
ス
パ
ン
グ
・
オ
ル
セ

ン
作
・
絵
、
や
ま
の
う
ち

き
よ
こ
訳
、
福
音
館
書
店

一
九
七

五
年
）
と
い
う
縦
長
の
絵
本
を
読
ん
だ
。
地
上
の
水
た
ま
り
に

映
っ
た
自
分
を
見
て
、
友
達
に
な
り
た
い
の
で
そ
の
月
を
連
れ

て
く
る
よ
う
に
と
つ
き
の
ぼ
う
や
を
遣
わ
す
ス
ト
ー
リ
ー
で
、

空
か
ら
だ
ん
だ
ん
地
上
に
降
り
て
最
後
は
海
の
底
ま
で
降
り
る

途
中
で
様
々
な
も
の
に
出
会
う
の
だ
が
、
絵
本
の
一
部
分
を
使
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っ
て
パ
タ
パ
タ
と
い
う
昔
の
子
ど
も
の
お
も
ち
ゃ
に
仕
立
て
た

も
の
が
あ
る
の
で
、
絵
本
を
読
ん
だ
後
そ
れ
を
見
て
も
ら
っ

た
。そ

の
あ
と
は
Ｋ
さ
ん
の
手
遊
び
、
そ
し
て
野
馬
追
文
庫
の
は

じ
め
の
頃
に
送
っ
た
絵
本
『
う
さ
ぎ
さ
ん
て
つ
だ
っ
て
ほ
し
い

の
』
（
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ゾ
ロ
ト
ウ
作
、
モ
ー
リ
ス
・
セ
ン
ダ

ッ
ク
絵
、
こ
だ
ま

と
も
こ
訳
、
冨
山
房
一
九
七
八
年
）
を
読

ん
だ
。
次
は
再
び
Ｋ
さ
ん
の
遊
び
で
、
新
聞
紙
を
広
げ
て
そ
の

上
に
乗
り
、
じ
ゃ
ん
け
ん
を
し
て
負
け
た
人
は
そ
の
新
聞
紙
を

半
分
に
折
っ
て
ゆ
く
。
負
け
る
と
新
聞
紙
は
ど
ん
ど
ん
小
さ
く

な
っ
て
そ
の
上
に
立
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
る
と
負
け
と
い
う
遊

び
で
、
子
ど
も
た
ち
は
歓
声
を
上
げ
て
楽
し
ん
で
い
た
。
丁
度

そ
の
遊
び
に
入
る
頃
昨
日
懇
親
会
に
誘
っ
て
下
さ
っ
た
保
健
師

の
Ｏ
さ
ん
が
会
場
に
来
て
下
さ
り
、
Ｏ
さ
ん
も
遊
び
に
参
加
し

て
下
さ
っ
た
。

次
は
写
真
絵
本
『
Ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｋ

Ａ
Ｇ
Ａ
Ｉ
Ｎ
！
』
（
Ｔ
Ａ
Ｎ

Ａ

Ｈ
Ｏ
Ｂ
Ａ
Ｎ
写
真

マ
ク
ミ
ラ
ン

一
九
七
一
年

未
邦

訳
）
で
、
右
ペ
ー
ジ
は
真
っ
白
い
紙
に
五
セ
ン
チ
角
の
四
角
い

穴
が
開
い
て
い
て
、
次
ペ
ー
ジ
の
写
真
の
一
部
分
が
見
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
（
絵
本
の
縦
は
二
四
セ
ン
チ
、
横
は
二
〇

セ
ン
チ
、
写
真
は
す
べ
て
白
黒
）
最
初
の
写
真
は
サ
ボ
テ
ン
の

ト
ゲ
の
よ
う
な
も
の
が
穴
か
ら
見
え
て
い
る
。
ペ
ー
ジ
を
開
く

と
た
ん
ぽ
ぽ
の
綿
毛
の
写
真
が
現
れ
る
。
そ
し
て
次
の
ペ
ー
ジ

  

を
開
い
た
左
側
に
は
男
の
子
が
口
を
膨
ら
ま
せ
て
綿
毛
を
飛
ば

し
て
い
る
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
右
の
四
角
の
中
に
は
縦

の
縞
模
様
、
白
い
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
シ
マ
ウ
マ
の
顔
の
写
真
、

次
の
ペ
ー
ジ
は
シ
マ
ウ
マ
の
全
身
写
真･

･
･
･
･

。
と
い
う
よ
う

な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
四
角
の
中
の
部
分
だ
け
見
て
も

ら
っ
て
そ
れ
が
何
か
を
子
ど
も
た
ち
に
当
て
て
も
ら
う
の
で
あ

る
。
中
に
と
て
も
勘
の
い
い
女
の
子
が
い
て
か
な
り
難
し
い
写

真
も
当
て
て
く
れ
た
。

そ
し
て
最
後
は
「
お
は
な
し
と
あ
そ
び
」
の
チ
ラ
シ
に
使
わ

れ
た
『
お
お
き
な

お

お

き

な

お

い

も
』

（
赤
羽
末
吉
さ
く

・
え

福
音
館
書

店

一

九

七

二

年

）

の

巻

紙

芝

居
。
こ
の
巻
紙
芝

居
は
、
一
九
七
二

年
一
〇
月
に
こ
の

本
が
出
版
さ
れ
た

直

後

の

一

二

月

に
、
図
書
館
の
ク

リ
ス
マ
ス
会
で
上

巻 紙 芝 居
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演
す
る
た
め
に
、
前
の
晩
に
一
晩
で
作
っ
た
も
の
で
、
障
子
紙

一
巻
半
を
使
っ
て
作
成
し
た
紙
芝
居
で
あ
る
。
こ
の
絵
本
は
子

ど
も
が
描
い
た
よ
う
な
単
純
な
黒
の
線
描
に
桃
色
を
着
色
し
た

八
八
ペ
ー
ジ
の
絵
本
な
の
で
、
何
と
か
一
晩
で
描
き
上
げ
る
こ

と
が
で
き
た
。
芋
掘
り
遠
足
が
雨
で
一
週
間
延
び
る
こ
と
に
な

っ
た
幼
稚
園
の
園
児
た
ち
が
紙
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
お
お
き
な

お
お
き
な
お
芋
を
描
く
と
い
う
話
で
、
描
き
上
げ
た
お
お
き
な

お
芋
の
場
面
が
延
々
一
四
ペ
ー
ジ
も
続
く
見
せ
場
が
あ
る
。
こ

の
部
分
を
実
際
の
お
お
き
な
一
枚
の
紙
に
で
き
な
い
か
と
い
う

の
が
こ
の
巻
紙
芝
居
を
作
成
し
た
動
機
で
、
巻
紙
芝
居
で
は
こ

の
部
分
が
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
お
お
き
な
お
芋
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
こ
の
巻
紙
芝
居
は
完
成
以
来
様
々
な
と
こ
ろ
で
上
演

さ
れ
た
り
紹
介
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。
三
五
年
ほ
ど
前
に
女
性

雑
誌
の
「
ａ
ｎ
・
ａ
ｎ
」
に
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
き
に
作
者
の
赤
羽
末
吉
さ
ん
に
直
接
電
話
を
し
て
著

作
権
の
許
諾
を
頂
い
た
。
そ
の
後
も
様
々
な
図
書
館
な
ど
に
貸

し
出
し
さ
れ
、
そ
の
都
度
、
紙
を
巻
く
た
め
の
木
の
棒
が
付
い

た
り
、
巻
紙
芝
居
を
入
れ
る
箱
が
付
い
て
き
た
り
し
て
今
に
至

っ
て
い
る
。
巻
紙
芝
居
は
紙
の
両
端
を
二
人
の
演
者
で
持
っ

て
、
一
人
が
絵
を
開
い
て
い
き
、
一
人
が
巻
き
取
っ
て
演
じ
て

い
く
の
で
あ
る
程
度
の
練
習
が
必
要
と
な
る
。
今
回
は
大
阪
の

Ｔ
さ
ん
が
巻
き
取
り
役
を
引
き
受
け
て
下
さ
り
、
前
日
の
夜
に

  

練
習
を
し
て
本
番
に
挑
ん
だ
。

お
話
し
会
終
了
後
、
生
活
支
援
指
導
員
の
方
や
お
話
し
会
に

来
て
下
さ
っ
た
高
齢
の
女
性
と
お
話
し
し
た
が
、
や
は
り
家
族

が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
心
労
が

あ
る
と
話
さ
れ
た
。
そ
の
女
性
の
家
は
震
災
後
野
生
化
し
た
牛

に
荒
ら
さ
れ
た
と
い
う
。

仮
設
住
宅
の
集
会
所
で
お
昼
の
お
弁
当
を
頂
き
、
Ｋ
さ
ん
は

ま
だ
行
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
の
こ
と
で
別
行

動
を
取
り
、
私
達
は
タ
ク
シ
ー
で
南
相
馬
市

図
書
館
ま
で
帰
っ
た
。
大
阪
の
Ｔ
さ
ん
は
飛

行
機
で
大
阪
に
帰
る
た
め
仙
台
行
き
の
バ
ス

に
乗
り
、
私
と
Ｄ
さ
ん
は
一
四
時
発
の
福
島

駅
行
き
の
バ
ス
に
乗
っ
て
帰
途
に
つ
い
た
。

福
島
の
市
内
に
入
る
と
あ
ち
こ
ち
の
家
の
屋

根
に
何
人
か
の
白
い
服
を
着
た
人
た
ち
が
登

り
、
ホ
ー
ス
で
除
染
し
て
い
る
姿
が
見
ら
れ

た
の
だ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
「
お
は
な
し
＆
あ
そ
び
」
の

様
子
が
下
記
の
二
つ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載

っ
て
お
り
、
そ
の
時
の
写
真
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

はあとふる・ふくしま

http://www.pref-f-svc.org/archives/6373

子どもたちへ＜あしたの本＞プロジェクト

http://www.jbby.org/ae/page/3/?lang=ja



- 12 -

｢
東
京
漢
点
字
羽
化
の
会｣

第

～

回

98

100

例
会
報
告
と
わ
た
く
し
ご
と

木
村

多
恵
子

２
０
１
４
年
１
月
の
例
会(

第

回)

１
月
８
日(

水)

98

：

～

：

、
場
所

港
区
ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ

13

30

15

30

７
階
第
２
会
議
室

「
補
助
漢
点
字
」
の
墨
字
版
を
何
冊
か
ま
と
め
て
購
入
し
た

の
で
、
こ
れ
を
、
会
員
の
何
人
か
に
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

し
た
。

朝
日
「
備
え
る
歴
史
学
」
の
グ
ル
ー
プ
編
成
を
決
め
た
。

『
萬
葉
集
釋
注
』
の
巻
六
の
校
正
の
お
礼
が
横
浜
か
ら
届
い

た
。
こ
れ
か
ら
も
引
き
続
き
よ
ろ
し
く
と
、
岡
田
さ
ん
か
ら
報

告
が
あ
っ
た
。

入
力
方
法
に
つ
い
て
再
確
認
の
説
明
が
岡
田
さ
ん
か
ら
な
さ

れ
た
。

岡
田
さ
ん
作
成
の
「
エ
ー
ブ
ル
デ
ィ
ク
の
使
い
方
の
説
明
が

あ
り
、
皆
さ
ん
が
ご
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
に
登
録
さ
れ
た
。

１
月

日
に
横
浜
で
羽
化
の
新
年
会
が
行
わ
れ
、
東
京
の
会

19

員
も
３
人
、
そ
の
ほ
か
横
浜
と
東
京
の
学
習
者
も
参
加
し
和
や

  

か
な
時
を
も
て
た
。

２
０
１
４
年
２
月
の
例
会
（
第

回)

２
月

日(

水)

99

19

：

～

：

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
２
会
議
室

13

30

15

30

会
員
の
Ａ
さ
ん
が
、
ご
友
人
を
こ
の
会
に
お
誘
い
く
だ
さ
っ

て
、
初
出
席
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
し
て
早
速
今
日
、
会
員
の

先
輩
に
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
て
漢
点
字
入
力
の
た
め
の
パ
ソ
コ

ン
の
下
準
備
を
な
さ
っ
た
。

「
萬
葉
集
釈
注
」
の
校
正
の
進
捗
状
況
を
今
日
も
確
認
し
、

岡
田
さ
ん
が
萬
葉
集
釋
注
と
、
こ
れ
ま
で
入
力
さ
れ
た
岩
波
古

語
辞
典
と
を
、
効
果
的
か
つ
有
効
に
使
え
る
こ
と
を
報
告
し
、

皆
様
に
改
め
て
感
謝
な
さ
っ
た
。

「
備
え
る
歴
史
学
」
の
入
力
の
グ
ル
ー
プ
を
決
め
た
。

２
０
１
４
年
４
月
の
例
会
と
学
習
会
の
日
程
を
お
お
よ
そ
決

め
た
。

３
月

日
は
Ｉ
さ
ん
の
ご
都
合
が
悪
い
の
で
、
横
浜
で
の
点

19

字
印
刷
を
ぜ
ひ
ど
な
た
か
に
お
願
い
し
た
い
の
で
、
３
月
の
例

会
ま
で
に
お
手
を
挙
げ
て
下
さ
る
方
が
い
ら
し
た
ら
大
変
あ
り

が
た
い
の
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

２
０
１
４
年
３
月
の
例
会
（
第

回
）
、
３
月

日(

水)

100

12

：

～

：

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
竹
芝
小
ホ
ー
ル

13

30

15

30
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「
備
え
る
歴
史
学
」
の
グ
ル
ー
プ
の
組
み
合
わ
せ
を
し
た
。

岡
田
さ
ん
が
作
っ
た
講
習
会
用
漢
点
字
テ
キ
ス
ト
の
第
７
巻

の
点
字
版
を
横
浜
で
印
刷
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
東
京
で

は
、
４
月
の
例
会
の
日
、
い
つ
も
よ
り
早
い
時
間
の

時
に
集

12

合
し
て
、
第
７
巻
の
墨
字
版
を
で
き
る
範
囲
、
多
く
の
方
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
い
て
、
印
刷
す
る
こ
と
に
し
た
。

来
月
は
新
年
度
に
な
り
ま
す
の
で
、
会
長
さ
ん
に
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
保
険
の
登
録
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

会
員
を
ど
う
し
た
ら
、
増
員
で
き
る
か
、
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

も
学
習
者
、
い
ず
れ
を
も
含
め
て
）
そ
の
方
法
を
見
つ
け
た

い
。３

月

日
の
横
浜
で
の
点
字
印
刷
を
お
二
人
に
行
っ
て
い
た

19

だ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

朝
日
備
え
る
歴
史
学
の
グ
ル
ー
プ
編
成
を
決
め
た
。

会
員
の
お
一
人
が
、
お
怪
我
を
な
さ
り
会
員
一
同
心
配
し
て

い
る
。
ど
う
ぞ
一
日
も
早
く
お
元
気
に
な
っ
て
、
活
動
に
復
帰

し
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
。

＊

予
告

２
０
１
４
年
４
月
の
例
会
（
第

回
）

101

４
月
９
日(

水)

：

～

：

５
階
印
刷
室

12

00

15

30

  

プ
ラ
ス

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
２
会
議
室

２
０
１
４
年
４
月
の
学
習
会

(

第

回)

77

４
月

日(

土)

：

～

：

19

18

30

20

30

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
２
会
議
室

２
０
１
４
年
５
月
の
例
会

(

第

回)

102

５
月
７
日(

水)

：

～

：

13

30

15

30

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
２
会
議
室

５
月
の
学
習
会
（
第

回
）

78

５
月

日(

土)

：

～

：

17

18

30

20

30

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
２
会
議
室

６
月
の
例
会
（
第

回
）

103

６
月

日(

水)

：

～

：

11

13

30

15

30

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
２
会
議
室

６
月
の
学
習
会
（
第

回
）

79

６
月

日(

土
）

：

～

：

21

18

30

20

30

ヒ
ュ
ー
マ
ン
プ
ラ
ザ
７
階
第
２
会
議
室

わ
た
く
し
ご
と

昭
和

、
８
年
か
ら

年
代
前
半
あ
た
り
は
、
ラ
ジ
オ
か
ら

27

30

し
ば
し
ば
文
部
省
唱
歌
が
流
れ
て
い
た
。

「
春
よ
来
い
」
、
「
春
の
小
川
」
、
「
茶
摘
み
」
、
「
花

火
」
、
「
紅
葉
」
、
「
野
菊
」
、
「
冬
景
色
」
な
ど
季
節
に
合
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わ
せ
て
い
ろ
い
ろ
な
曲
が
聴
け
た
。

童
謡
も
、
「
桜
ひ
ら
ひ
ら
絵
日
傘
に
、
チ
ョ
ー
チ
ョ
も
ひ
ら

ひ
ら
来
て
遊
ぶ
、
乳
母
の
お
郷
は
春
霞
、
す
み
れ
、
た
ん
ぽ

ぽ
、
レ
ン
ゲ
草
」
の
『
絵
日
傘
』
は
優
雅
な
美
し
い
情
景
を
歌

い
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
に
寂
し
げ
な
影
の
あ
る
歌
だ
っ
た
。
こ

れ
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
か
ら
受
け
る
印
象
だ
ろ
う
か
？

「
赤
い
鹿
の
子
（
か
の
こ
）
の
帯
締
め
て
、
京
人
形
の
見
る

夢
は
、
汽
車
に
揺
ら
れ
て
東
海
道
、
眺
め
た
あ
の
日
の
富
士
の

山
」
と
い
う
一
番
の
歌
詞
は
『
京
人
形
』
と
い
う
歌
で
あ
る
。

こ
の
『
京
人
形
」
の
歌
は
わ
た
し
の
お
気
に
入
り
で
、
寮
生

活
を
し
て
い
た
わ
た
し
が
持
っ
て
い
た
着
物
は
、
母
が
縫
っ
て

く
れ
た
ネ
ル
の
寝
間
着
し
か
な
か
っ
た
が
、
就
寝
前
の
ひ
と
と

き
、
そ
れ
を
着
て
、
歌
の
主
人
公
、
京
人
形
に
成
り
き
っ
て
、

古
里
の
京
都
を
後
に
し
た
こ
ろ
の
思
い
出
、
金
閣
寺
や
東
山
を

目
に
納
め
、
か
も
の
河
原
で
仲
良
し
の
友
達
と
、
細
石
を
踏
み

つ
つ
、
別
れ
を
惜
し
ん
だ
こ
と
、
汽
車
の
窓
か
ら
初
め
て
見
た

富
士
の
山
の
こ
と
な
ど
、
勝
手
な
想
像
を
し
な
が
ら
、
歌
そ
の

も
の
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
、
小
さ
な
袂
を
振
り
な
が
ら
踊
っ

て
い
た
。

学
期
休
み
に
入
る
と
、
我
が
家
で
も
着
物
を
着
、
へ
こ
帯
を

締
め
て
、
や
は
り
こ
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
舞
い
遊
び
を
し
て
い

た
。

  

な
ぜ
か
童
謡
に
は
寂
し
さ
、
は
か
な
さ
と
い
っ
た
影
を
と
も

な
う
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
大
人
は
意
識
し
て
か
、
無
意

識
か
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
生
き
て
ゆ
く
に
は
楽
し
い
こ
と

ば
か
り
で
は
な
く
、
悲
し
さ
、
切
な
さ
、
辛
さ
、
無
情
観
も
負

っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
童
謡
だ
け
で
な
く
、
童
話

か
ら
も
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

童
謡
全
盛
期
の
こ
の
こ
ろ
、
少
し
余
裕
の
あ
る
家
に
は
蓄
音

機
が
あ
っ
て
、
レ
コ
ー
ド
を
一
枚
か
け
る
ご
と
に
ぜ
ん
ま
い
を

巻
い
て
、
竹
針
か
金
属
針
を
取
り
替
え
な
が
ら
、
１
分
間

回
78

転
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
を
か
け
て
楽
し
ん
で
い
た
。

わ
た
し
の
こ
と
を
自
分
の
子
供
の
よ
う
に
か
わ
い
が
っ
て
く

れ
た
近
所
の
Ｓ
お
ば
さ
ん
一
家
に
お
呼
ば
れ
し
て
、
レ
コ
ー
ド

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
の
も
、
学
期
休
み
の
大
き
な
楽
し
み
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
針
の
交
換
は
さ
す
が
に
さ
せ
て
も
ら
え
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
だ
ん
だ
ん
ぜ
ん
ま
い
巻
き
を
さ
せ
て
も
ら
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
大
人
に
成
れ
た
気
分
で

う
れ
し
か
っ
た
。

「
海
は
広
い
な
大
き
い
な
、
月
が
昇
る
し
陽
は
沈
む
。

海
は
大
波
返
す
波
、
揺
れ
て
ど
こ
ま
で
つ
づ
く
や
ら
。

海
に
お
船
を
浮
か
ば
せ
て
、
行
っ
て
み
た
い
な
よ
そ
の

国
。
」

の
歌
は
世
界
が
広
が
る
ゆ
っ
た
り
し
た
大
き
さ
を
感
じ
て
、
こ
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れ
も
好
き
に
な
っ
た
。

だ
が
、
も
っ
と
好
き
な
歌
が
で
き
た
。
そ
れ
は

「
ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ
ノ

オ
話

ア
ノ
ネ

ノ
ネ

ニ
コ
ニ
コ

ニ
ッ
コ
リ

ネ
、
母
チ
ャ
ン

オ
耳
ヘ

コ
ッ
ソ
リ

ア
ノ
ネ
ノ
ネ

坊
ヤ
ノ

オ
願
イ
キ
イ
テ
ヨ
ネ
」

の
『
ナ
イ
シ
ョ
話
』
で
あ
る
。

こ
の
歌
を
歌
う
と
、
遠
く
離
れ
て
い
る
母
が
本
当
に
直
ぐ
そ

ば
に
い
る
気
が
し
て
、
針
仕
事
を
し
て
い
る
母
の
耳
元
に
〈
お

か
あ
さ
ん
〉
と
そ
っ
と
呼
び
か
け
て
甘
え
、
寂
し
さ
を
紛
ら
わ

せ
て
い
た
。

そ
し
て
、
あ
る
と
き
、
上
級
生
の
お
姉
さ
ん
に
「
わ
た
し
ナ

イ
シ
ョ
話
の
う
た
大
好
き
よ
、
悲
し
い
と
こ
ろ
が
そ
ん
な
に
な

い
ん
で
す
も
の
」
と
言
う
と
、
そ
の
人
が
「
本
当
は
こ
の
歌
も

悲
し
い
の
よ
。
ま
だ
あ
な
た
に
は
難
し
い
け
れ
ど
、
も
っ
と
大

人
に
な
っ
た
ら
分
か
る
わ
」
と
、
水
を
浴
び
せ
か
け
る
よ
う
な

言
葉
が
と
ん
で
き
た
。
た
だ
、
救
わ
れ
た
の
は
穏
や
か
に
話
し

て
く
れ
た
こ
と
だ
。

し
ば
ら
く
の
間
は
「
な
ぜ
だ
ろ
う
？
」
と
気
に
な
っ
て
は
い

た
も
の
の
、
誰
に
聞
い
て
も
、
知
ら
な
い
の
か
教
え
て
く
れ
な

か
っ
た
。

そ
の
う
ち
に
な
に
か
に
紛
れ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。

  

そ
う
し
て
、
ご
く
最
近
の
こ
と
、
朝
食
の
後
片
付
け
と
夕
食

の
下
準
備
を
し
な
が
ら
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
い
た
。

突
然
わ
た
し
の
心
と
耳
を
引
き
つ
け
る
話
題
が
飛
び
込
ん
で

き
た
。

「
皆
さ
ん
は
、
ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ
ノ

オ

話

ア
ノ
ネ
ノ
ネ
、
と
い
う
歌
を
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
。
こ
の

歌
の
作
詞
者
は
、
結
城
よ
し
を
（
ゆ
う
き
よ
し
お
）
と
言
っ

て
、
童
謡
を
書
く
の
が
大
好
き
で
、
手
帳
や
ノ
ー
ト
、
小
さ
い

紙
の
端
に
も
書
い
て
、
数
百
編
童
謡
詩
を
残
し
て
い
ま
す
。
結

城
よ
し
を
は
、
昭
和

年
に
、
軍
隊
に
招
集
さ
れ
、

年
に
南

16

19

方
輸
送
船
団
護
衛
の
た
め
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
転
進
し
、
パ
ラ

チ
フ
ス
に
罹
り
、
昭
和

年

歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の

19

24

歌
は
、
か
わ
い
い
坊
や
と
お
母
さ
ん
の
ナ
イ
シ
ョ
話
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
よ
し
を
の
ナ
イ
シ
ョ
話
と
い
う

の
は
〈
戦
争
が
終
わ
る
と
い
い
ね
〉
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
か
」

わ
た
し
の
手
は
止
ま
り
、
水
道
を
止
め
て
、
食
卓
の
椅
子
に

座
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

あ
の
お
姉
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
の
は
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の

だ
。
そ
れ
か
ら
わ
た
し
は
、
こ
の
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
ラ
ジ

オ
局
に
、
も
う
少
し
詳
し
い
話
を
知
り
た
い
と
、
問
い
合
わ
せ

た
。
け
れ
ど
も
結
城
よ
し
を
、
と
い
う
漢
字
を
教
え
て
い
た
だ
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け
た
が
、
そ
れ
以
上
の
内
容
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
墨
田
区
立
八
広
図
書
館
で
こ
の
歌
に
関
す
る
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
を
頼
ん
だ
。
す
る
と
、
合
田
道
人
（
み
ち
と
）
著
、

『
こ
ん
な
に
深
い
意
味
だ
っ
た
童
謡
の
謎
３
』
の
中
に
『
ナ
イ

シ
ョ
話
』
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
、
と
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
。
す
ぐ
に
点
字
本
を
借
り
た
。
点
字

枚
程
度
の
短
い
も
の

10

で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
か
ら
わ
た
し
は
も
う
一
つ
以
前
か
ら

気
に
な
っ
て
い
た
短
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
た
。

結
城
よ
し
を
（
本
名
、
芳
夫
）
は
大
正
９
（
１
９
２
０
）
年

３
月

日
、
山
形
県
置
賜
郡
宮
内
町
（
現
在
、
南
陽
市
）
に
父

30

結
城
健
三
（
歌
人
）
、
母
悦
子
（
歌
人
）
の
間
に
長
男
と
し
て

生
ま
れ
た
。

昭
和

（
１
９
３
７
）
年
、

歳
で
東
京
で
発
行
さ
れ
て
い

12

17

る
『
詩
と
歌
謡
』
や
『
歌
謡
劇
場
』
に
投
稿
し
、
地
元
山
形
新

聞
で
も
高
い
評
価
を
得
て
い
た
。

昭
和

（
１
９
３
８
）
年
、
仲
間
と
童
謡
誌
『
お
手
玉
』
を

13

創
刊
し
て
い
る
。

『
お
手
玉
』
発
刊
の
お
知
ら
せ
の
文
章
を
読
む
と
、
よ
し
を

は
戦
争
突
入
に
さ
ほ
ど
疑
問
視
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
母
国
の

た
め
戦
っ
て
い
る
兵
士
を
慰
め
る
た
め
の
詩
を
書
こ
う
と
思
っ

て
い
た
。

昭
和

（
１
９
３
７
）
年

歳
で
『
ナ
イ
シ
ョ
話
』
が
生
ま

14

19

れ
た
。
稿
料
５
円
。
こ
の
歌
詞
に
『
か
わ
い
い
魚
屋
さ
ん
』
を

  

ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
、
よ
し
を
よ
り

歳
年
上
の
山
口
保
治
（
や
す

19

は
る
）
が
曲
を
付
け
た
。
『
ナ
イ
シ
ョ
話
』
の
原
譜
に
、
６
月

６
日
に
当
時
、
山
口
が
努
め
て
い
た
、
東
京
京
橋
の
京
華
（
け

い
か
）
小
学
校
か
ら
、
小
石
川
の
自
宅
に
帰
る
途
中
の
電
車
の

中
で
作
曲
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
同
年
７
月
に
は
キ
ン
グ
レ

コ
ー
ド
で
吹
き
込
ま
れ
、

月
大
塚
百
合
子
と
い
う
童
謡
歌
手

10

が
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
し
、
発
売
さ
れ
、
文
部
省
の
推
薦
歌
に
も

な
っ
た
。

『
お
手
玉
』
発
刊
の
前
年
の
昭
和

（
１
９
３
７
）
年

月

12

12

２
日
付
「
日
刊
山
形
」
に
、
よ
し
を
は
書
い
て
い
る
。

①
「
い
つ
か
、
西
条
八
十
先
生
が
〈
詩
人
は
童
謡
を
作
る
の

が
一
生
直
ら
な
い
病
気
だ
〉
と
言
っ
た
こ
と
を
ぼ
く
は
覚
え
て

い
ま
す
。
本
当
に
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ぼ
く
は
よ

い
病
気
を
持
っ
て
よ
か
っ
た
と
さ
え
思
っ
て
お
り
ま
す
。
童
謡

と
ぼ
く
䢧
そ
れ
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
仲
良
し
な
ん
で
す
。
童

謡
と
て
遊
び
で
は
な
い
の
で
す
。
䢧
」

し
か
し
、
昭
和

（
１
９
４
０
）
年
５
月
、
国
は
戦
争
へ
と

15

傾
き
、
物
資
は
不
足
し
、
雑
誌
を
刷
る
紙
の
欠
乏
に
よ
り
『
お

手
玉
』
は
廃
刊
と
な
っ
た
。
『
お
手
玉
』
は
よ
し
を
の
泉
の
よ

う
に
あ
ふ
れ
出
す
詩
を
注
ぎ
込
め
る
場
所
で
あ
っ
た
の
で
、
な

ん
と
し
て
も
復
刊
し
た
い
と
願
い
、
８
ヶ
月
後
に
復
刊
し
た
。

け
れ
ど
も
、
よ
し
を
自
身
の
招
集
に
よ
り
、
再
び
廃
刊
せ
ざ
る
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を
え
な
か
っ
た
。

昭
和

（
１
９
４
１
）
年
７
月
、
と
う
と
う
弘
前
の
部
隊

16

に
、
野
砲
兵
と
し
て
入
隊
し
、
千
島
や
ア
ッ
ツ
島
等
の
日
本
軍

へ
の
弾
丸
、
食
料
、
衣
料
品
の
輸
送
船
を
護
衛
す
る
船
舶
砲
兵

任
務
の
よ
し
を
は
詩
を
書
き
続
け
た
。

昭
和

（
１
９
４
３
）
年
北
洋
か
ら
一
転
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー

18

ル
や
パ
ラ
オ
と
い
っ
た
南
の
島
々
へ
物
資
を
輸
送
し
た
。

昭
和

（
１
９
４
４
）
年
７
月

日
、
任
務
を
終
え
た
よ
し

19

25

を
た
ち
は
九
州
門
司
港
に
着
く
。
戦
局
の
逼
迫
は
、
海
上
輸
送

を
取
り
止
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
よ
し
を
た
ち
は
、
巌
流

（
が
ん
り
ゅ
う
）
島
で
防
空
の
任
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
部
隊
は
パ
ラ
チ
フ
ス
が
発
生
し
、
よ
し
を
に
も
伝
染
し
た
。

よ
し
を
以
下
何
人
か
の
患
者
は
小
倉
陸
軍
病
院
に
運
ば
れ
た

が
、
症
状
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
重
傷
に
な
っ
た
。
不
幸

な
が
ら
も
幸
い
な
こ
と
は
、
故
郷
の
父
母
に
面
会
が
許
さ
れ

た
。両

親
は
、
よ
し
を
を
見
る
な
り
顔
を
見
合
わ
せ
た
。
よ
し
を

の
息
は
既
に
絶
え
絶
え
だ
っ
た
。

母
は
、
病
床
に
駆
け
寄
っ
た
。

乳
房
吸
う
力
さ
へ
な
し
二
十
五
の

兵
な
る
吾
子
よ

死
に
近
き
子
よ

結
城
悦
子

  

我
が
子
を
死
出
の
旅
に
見
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

日
本
の
母
だ
け
で
は
な
い
、
戦
争
に
か
り
出
さ
れ
た
世
界
中

の
、
兵
士
の
母
の
代
表
哀
歌
で
あ
る
。

昭
和

（
１
９
４
４
）
年
９
月

日
、
午
前
７
時

分
、
よ

19

13

25

し
を

歳
に
て
死
す
。

24
「
ナ
イ
シ
ョ
話
」
と
は
、
自
分
と
、
た
っ
た
一
人
の
信
頼
で

き
る
人
と
の
あ
い
だ
か
ら
絶
対
に
漏
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な

の
で
あ
る
。
よ
し
を
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
母
で
あ
っ
た
。

遺
稿
童
謡
集
『
野
風
呂
（
の
ぶ
ろ
）
』
は
、
死
の
瀬
戸
際

に
、
声
に
も
な
ら
な
い
よ
し
を
の
、
童
謡
詩
を
ま
と
め
て
欲
し

い
と
の
願
い
を
汲
ん
で
の
も
の
で
、
ま
だ
紙
な
ど
手
に
入
れ
る

に
は
難
し
い
さ
中
の
、
昭
和

（
１
９
４
７
）
年
に
発
行
さ
れ

22

た
。そ

の
後
、
読
売
新
聞
文
化
部
発
行
『
唱
歌
・
童
謡
物
語
』
に

よ
る
と
、
終
戦
後

年
を
経
た
９
月
の
あ
る
日
、
東
京
日
比
谷

10

の
野
外
音
楽
堂
で
、
物
故
作
詞
家
、
作
曲
家
の
合
同
慰
霊
祭
が

行
わ
れ
た
。
『
青
い
目
の
人
形
』
、
『
夕
焼
け
こ
や
け
』

に
続
い
て
、
よ
し
を
の
『
ナ
イ
シ
ョ
話
』
が
、
こ
の
曲
の
作
曲

者
山
口
保
治
の
指
揮
で
奏
さ
れ
た
。
よ
し
を
の
両
親
も
列
席
し

て
い
た
と
あ
る
。

よ
し
を
が

歳
で
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
さ
ら
に

年
後
の
１

24

24
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９
６
８
年
に
よ
し
を
の
遺
文
集
『
月
と
兵
隊
と
童
謡
』
が
発
行

さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
そ
の
遺
文
集
か
ら
、
よ
し
を
の
言
葉
を
引
用
す

る
。②

〈
私
は
し
ば
ら
く
月
を
見
つ
め
て
い
た
。
す
る
と
、
月
が

母
の
顔
に
見
え
て
き
た
。
母
は
笑
っ
て
い
た
。
私
は
出
航
前
夜

に
、
い
つ
も
す
る
よ
う
に
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
、
小
声
で
呼
ん

で
「
ま
た
征
（
い
）
っ
て
来
ま
す
。
お
留
守
を
お
願
い
し
ま

す
」
。
そ
う
言
っ
て
笑
顔
で
お
辞
儀
を
し
た
。
私
の
心
の
中
に

は
い
つ
も
母
が
住
ん
で
い
て
く
れ
た
〉

③
〈
そ
れ
は
、
自
分
を
慰
め
、
励
ま
し
て
く
れ
る
、
闇
夜
の

灯
台
の
よ
う
な
、
暖
か
い
灯
で
あ
っ
た
〉

＊

参
考
１
、
『
こ
ん
な
に
深
い
意
味
だ
っ
た
童
謡
の
謎

３
』
（
合
田
道
人

祥
伝
社

平
成

〔
２
０
０
２
〕
年

月

14

11

１
日
初
版
第
１
刷
）

（
①
を
含
む
）

＊

参
考
２
、
読
売
新
聞
文
化
部
発
行
『
唱
歌
・
童
謡
物

語
』
（
１
９
９
９
年
８
月
）

（
②
、
③
を
含
む
）

＊

最
後
に
『
ナ
イ
シ
ョ
話
』
の
歌
詞
全
文
を
記
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

  

ナ
イ
シ
ョ
話

結
城
よ
し
を

作
詞

山
口
保
治

作
曲

１
．
ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ
ノ

話
ハ

ア
ノ
ネ
ノ
ネ

ニ
コ
ニ
コ

ニ
ッ
コ
リ

ネ
、

母
チ
ャ
ン

オ
耳
ヘ

コ
ッ
ソ
リ

ア
ノ
ネ
ノ
ネ

坊
ヤ
ノ
オ
願
イ

キ
イ
テ
ヨ
ネ

２
．
ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ
ノ

オ
願
イ

ア
ノ
ネ
ノ
ネ

ア
シ
タ
ノ
日
曜

ネ
、
母
チ
ャ
ン

ホ
ン
ト
ニ

イ
イ
デ
シ
ョ

ア
ノ
ネ
ノ
ネ

坊
ヤ
ノ
オ
願
い

キ
イ
テ
ヨ
ネ

３
．
ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ

ナ
イ
シ
ョ
ノ

話
ハ

ア
ノ
ネ
ノ
ネ

オ
耳
ヘ

コ
ッ
ソ
リ

ネ
、
母
チ
ャ
ン

知
っ
テ
イ
ル
ノ
ハ
、
ア
ノ
ネ
ノ

ネ

坊
ヤ
ト

母
チ
ャ
ン

フ
タ
リ
ダ
ケ

２
０
１
４
年
３
月

日
（
水
）

21
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建

徳

江
に
宿
る

け
ん
と
く
こ
う

孟

浩

然

も
う
こ
う
ね
ん

船
を
移
し
て

煙
渚
に
泊
す

ふ
ね
を
う
つ
し
て

え
ん
し
ょ
に
は
く
す

日
暮

客
愁
新
た
な
り

に
ち
ぼ

か
く
し
ゅ
う
あ
ら
た
な
り

野
曠
く
し
て

天

樹
に
低
く

の
ひ
ろ
く
し
て

て
ん

き
に
ひ
く
く

江
清
く
し
て

月

人
に
近
し

こ
う
き
よ
く
し
て

つ
き

ひ
と
に
ち
か
し

煙
渚
＝
霧
が
か
か
る
渚
。

（
煙
は
目
に
見
え
る
気
体
を
い
う)

客
愁
＝
旅
に
い
る
人
の
も
の
思
い
。
旅
愁
。

参
照
図
書

奥
平
卓
『
漢
文
の
読
み
か
た
』

(

岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書)

※

孔
明
の
「
出
師
の
表
」
の
続
き
は
、

次
号
（
七
月
）

掲
載
予
定
で
す
。

  

漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

宿

建

徳

江

ル
二

ニ
一

孟
浩
然

移

舟

泊

煙

渚

シ
テレ

ヲ

ス
二

ニ
一

日

暮

客

愁

新
タ
ナ
リ

野

曠

天

低

樹

ク
シ
テ

ク

レ

ニ

江

清

月

近

人

ク
シ
テ

シ

レ

ニ

建
徳
江

浙
江(

せ
っ
こ
う)

省

建
徳
市
を
流
れ
る

川
。
今
の
新
安
江

の
一
部
。
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宿 ル 建 徳 江 ニ



孟 浩 然



移 シテ 舟 ヲ 泊 ス 煙 渚 ニ



日暮 客 愁 新 タナリ



野 曠 クシテ 天 低 ク 樹 ニ



江 清 クシテ 月近 シ 人 ニ

孟 浩 然

６８９～７４０年
モウ コウネン(モウ

コウゼンともいう）

盛唐の詩人。自然描

写にすぐれ王維と共に

｢王孟｣と並称される。

李白や王維とも親しく

交わった。「春暁」が

特に有名。
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ご
報
告
と
ご
案
内

一

賛
助
会
費
ご
納
入
へ
の
御
礼

昨
年
度
・
２
０
１
３
年
度
も
、
賛
助
会
員
の
皆
様
か
ら
会
費

を
頂
戴
致
し
ま
し
た
。
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
芳
名
は
左
の
通
り
で
す
。

雨
宮
絢
子
様

村
田
忠
禧
様

大
滝
正
雄
様

日
本
漢
点
字
協
会
・
川
上
リ
ツ
エ
様

清
水
静
雄
様

田
崎
吾
郎
様

河
村
美
智
子
様

木
原
純
子
様

岡

稲
子
様

中
村
裕
一
様

高
橋
か
ず
様

北
村
勝
三
郎
様

政
井
宗
夫
様

遠
藤
幸
裕
様

飯
田
み
さ
様

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

有
効
に
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二

『
萬
葉
集
釋
注
』
第
二
巻
、
漢
点
字
訳
の
完
成

本
誌
・
前
号
で
ご
紹
介
致
し
ま
し
た
よ
う
に
、
横
浜
漢
点
字

羽
化
の
会
で
は
、
昨
年
度
も
一
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
『
萬
葉

集
釋
注
』
（
伊
藤
博
著
、
集
英
社
文
庫
）
第
二
巻
を
漢
点
字
訳

し
て
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
納
入
い
た
し
ま
し
た
。
漢
点
字

  

訳
書
の
規
模
は
、
九
分
冊
で
す
。
全
国
の
図
書
館
・
点
字
図
書

館
を
通
し
て
、
貸
し
出
し
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

内
容
は
、
「
万
葉
集
」
の
巻
第
三
と
第
四
の
本
文
と
、
伊
藤

先
生
の
書
き
下
ろ
さ
れ
た
「
釈
文
」
で
す
。
伊
藤
先
生
の
こ
の

解
説
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
物
語
性
に
富
ん
で
お
り
、
研
究
書
と

し
て
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
の
読
者
に
と
っ
て
の
読
み
物
と
し

て
も
充
分
耐
え
う
る
ほ
ど
に
、
練
れ
た
、
読
み
易
い
文
体
で
綴

ら
れ
て
お
り
、
読
者
を
魅
了
し
ま
す
。

漢
点
字
を
習
得
さ
れ
て
お
ら
れ
る
皆
様
、
奮
っ
て
ご
愛
読
下

さ
い
。

今
年
度
も
引
き
続
き
、
第
三
巻
（
「
万
葉
集
」
巻
第
五
・
第

六
）
の
完
成
を
目
指
し
て
、
活
動
し
て
参
り
ま
す
。

相
変
わ
り
ま
せ
ぬ
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

三

『
岩
波
古
語
辞
典
』

本
誌
で
ご
紹
介
し
て
参
り
ま
し
た
よ
う
に
、
東
京
漢
点
字
羽

化
の
会
で
は
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
（
大
野
晋
・
他
編
）
の
漢

点
字
訳
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

昨
年
は
ア
行
の
完
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
パ
ソ
コ

ン
で
検
索
し
て
使
用
し
ま
す
。

今
年
度
も
カ
の
項
が
既
に
完
成
し
、
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
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り
ま
し
た
。
横
浜
で
手
掛
け
て
お
り
ま
す
「
万
葉
集
」
を
読
む

に
当
た
っ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
役
に
立
つ
規
模
に
達
し
つ
つ
あ
り
ま

す
。
現
在
の
進
行
状
況
は
、
最
先
端
が
全
体
の
半
ば
を
見
据
え

る
と
こ
ろ
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。

お
使
い
に
な
ら
れ
た
い
皆
様
に
は
、
Ｅ
Ｉ
Ｂ
フ
ァ
イ
ル
で
、

無
料
で
お
届
け
致
し
ま
す
。
ご
希
望
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

四

漢
点
字
の
講
習
会

本
会
で
は
、
横
浜
と
東
京
で
、
漢
点
字
の
講
習
会
を
開
催
し

て
お
り
ま
す
。
視
覚
障
害
者
が
漢
字
の
世
界
を
知
る
に
は
、
触

読
文
字
の
漢
字
体
系
で
あ
っ
て
、
触
読
し
得
る
唯
一
の
点
字
の

漢
字
で
あ
る
漢
点
字
を
習
得
す
る
こ
と
が
必
須
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

本
会
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
て
、
ご
自
宅

で
漢
点
字
を
学
ん
で
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
漢
点
字
や
漢
字
の

知
識
を
広
げ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
学
習
会
を
開
催
し

て
お
り
ま
す
。
漢
点
字
の
学
習
を
ご
希
望
の
皆
様
は
、
お
申
し

込
み
下
さ
い
。

今
年
度
の
初
回
は
、
横
浜
で
は
５
月

日
（
日
）
、
東
京
で

25

は
５
月

日
（
土
）
で
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

17

い
。

E
-
M
A
I
L
(

岡
田
健
嗣)

:
o
k
a
d
a
_
t
r
_
e
i
b
@
y
b
b
.
n
e
.
j
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▼
今
回
は
、
「
編
集
後
記
」
と
い

う
よ
り
は
、
最
近
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
周
辺
の
現
状
に
対
す
る
感
想
で

す
▼
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
ソ
フ
ト
で
あ
る
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
Ｘ

Ｐ
の
サ
ー
ビ
ス
が
と
う
と
う
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

世
の
中
が
進
歩
し
て
、
便
利
に
な
る
の
は
歓
迎
す
べ
き
こ

と
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
、
少
数
者
し
か
利
用
し
な
い
特

殊
な
分
野
は
、
置
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
ま
す
。
今
は
や
り

の
ス
マ
ホ
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
し
ょ
う
。
す
べ
て

の
操
作
が
、
画
面
上
に
タ
ッ
チ
す
る
だ
け
で
で
き
る
と
い

う
こ
と
は
、
晴
眼
者
に
は
と
て
も
便
利
な
機
能
な
の
で
し

ょ
う
が
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
は
大
変
な
不
便
と
な
り

ま
す
▼
困
っ
た
こ
と
に
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
の
最
新
版
、
バ

ー
ジ
ョ
ン
８
は
、
ど
ん
ど
ん
ス
マ
ホ
風
な
使
い
方
に
寄
っ

て
き
て
い
る
よ
う
で
、
ず
っ
と
従
来
の
パ
ソ
コ
ン
に
慣
れ

親
し
ん
で
き
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
何
と
も
使
い
に

く
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
▼
幸
い
に
し
て
、
ま
だ

漢
点
字
ソ
フ
ト
の
Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ
が
動
か
な
い
と
い
う
話

は
な
い
の
で
、
ほ
っ
と
し
て
い
ま
す
が
、
次
に
現
れ
る
新

し
い
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
で
、
こ
れ
が
動
か
な
く
な
っ
た
ら
、

も
う
お
手
上
げ
で
す
。
そ
ん
な
と
き
が
来
な
い
こ
と
を
た

だ
た
だ
お
祈
り
し
て
い
る
ば
か
り
で
す
。

木
下

和
久

編

集

後

記
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Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： okada_tr_eib@ybb.ne.jp

横浜漢点字羽化の会 ＵＲＬ：http://www.ukanokai-web.jp/

《表紙絵 岡 稲子》 次回の発行は7月15日です。
※本誌(活字版･DAISY版･ディスク版)の無断転載は固くお断りします。

（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。対象は、横浜市在住・在宅の、視覚・肢体・知的重度

障害者。

常時募集・ガイドヘルパー：資格・ホームヘルパー２級以上、および

視覚・肢体障害者移動介護研修修了。

業務概要：上記障害者の外出支援。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

会 員 募 集 横浜漢点字羽化の会

本会では、常時会員を募集しております。

活動の主な内容は、Windowsのパソコンを使用して、入力・校正を行うも

のです。入力は一般のワープロソフト（ワード・一太郎など）やテキスト

エディタを使用していただきますので、どなたでも気軽に始めることが出

来ます。

最終的な目標は、漢点字（漢字を含む点字）の本を作ることです。漢点

字図書の編集や作製は、オリジナルのソフトウェア・Eibrkwを使用して行

い、それには若干の約束事を覚えていただかなければなりませんが、必要

に応じてご指導いたします。

パソコンを使って、ボランティアの活動をしたいとお思

いの方、是非ご連絡下さい（☎045-803-9464(木下)または

下記のＥメール(岡田)へ）。

  


