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－ １ －

ち
で
す
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

聴
覚
障
害
の
場
合
、
最
近
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
や
携
帯
電
話
や
パ
ソ

コ
ン
の
電
子
メ
ー
ル
が
重
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

で
す
か
ら
図
書
館
へ
の
問
い
合
わ
せ
や
リ
ク
エ
ス
ト
な
ど
が
気

軽
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
や
メ
ー
ル
で
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
先

ず
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
盲
ろ
う
の
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
は
、「
耳
の
そ

ば
で
大
き
い
声
で
言
う
、
指
文
字
、
手
の
ひ
ら
に
仮
名
な
ど
を

書
く
手
書
き
、
ノ
ー
ト
な
ど
に
大
き
な
字
で
書
く
筆
記
、
手

話
、
点
字
タ
イ
プ
、
指
点
字
」
な
ど
個
々
に
大
き
く
わ
か
れ
ま

す
。
で
す
か
ら
盲
ろ
う
者
大
会
な
ど
で
は
、
通
常
の
会
議
の
三

倍
か
ら
四
倍
の
時
間
が
か
か
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
は
相
手
と
接
触
し
て
試
行
錯
誤
を

繰
り
返
さ
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
図
書
館
員
が
ど
れ
だ

け
謙
虚
に
相
手
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
何
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
障
害
の
あ
る
方
に
限
ら

ず
、
す
べ
て
の
図
書
館
利
用
者
と
の
関
係
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と

で
す
。
特
に
知
的
障
害
の
方
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
こ
ち
ら

側
の
ち
ょ
っ
と
し
た
表
情
や
態
度
も
大
切
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

さ
て
、
二
で
取
り
あ
げ
た
情
報
摂
取
と
共
に
情
報
発
信
の
障

 

障
害
者
サ
ー
ビ
ス
の
考
え
方

そ
の
二

三
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

情
報
発
信
の
障
害

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
ば

こ
の

連
載
の
五
と
六
で
も
ご
紹
介
し
た
聴

覚
障
害
の
方
と
手
話
の
こ
と
が
思
い
起

こ
さ
れ
ま
す
が
、
聴
覚
障
害
者
三
〇

万
五
千
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段

を
調
査
し
た
結
果
（
複
数
回
答
）
で

は
、
補
聴
器
や
人
工
内
耳
等
の
補
聴

機
器
が
七
九
．
〇
％
、
筆
談
や
要
約

筆
記
が
二
四
．
六
％
、
読
話
（
相
手
の

口
の
動
き
を
見
て
話
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
方
法
）

が
六
．
二
％
、
手
話
・
手
話
通
訳
が
一
五
．
四
％
、
そ
の
他
一

七
．
〇
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

聴
覚
障
害
者
で
手
話
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
使

用
し
て
い
る
方
は
四
万
七
千
人
で
、
二
割
に
満
た
な
い
の
で
す
。

一
般
に「
耳
の
聞
こ
え
な
い
人
は
手
話
で
話
す
」
と
思
わ
れ
が

点字から識字までの距離（43）

知的障害の方への図書館サービス（3）

山内 薫（墨田区立緑図書館）



時
に「
は
し
が
使
え
な
い
の
で
ス
プ
ー
ン
を
下
さ
い
」
な
ど
と
書
か

れ
た
カ
ー
ド
作
り
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
は
多
少
発
声

に
も
障
害
が
あ
る
た
め
、
か
な
り
慣
れ
な
い
と
話
し
て
い
る
こ
と

が
聞
き
取
れ
な
い
方
で
、
そ
う
し
た
様
々
な
場
所
で
自
分
の
意

志
を
表
す
カ
ー
ド
を
作
っ
て
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
方
は
手
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
も
困
難
で
、
兄
弟
や
知

人
へ
の
手
紙
の
代
筆
を
口
述
で
行
っ
た
こ
と
も
数
回
あ
り
ま
す
。

何
を
書
き
た
い
の
か
を
話
し
て
も
ら
い
、
ど
の
よ
う
に
書
い
た
ら

よ
い
の
か
を
確
認
し
な
が
ら
便
箋
に
書
い
て
い
く
の
で
す
。

ま
た
以
前
に
は
聴
覚
障
害
者
の
方
が
図
書
館

に
い
ら
し
て
電
話
を
代
わ
り
に
か
け
て
欲
し
い
と

言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
相
手
の
電
話
番
号

を
紙
に
書
い
て
い
た
だ
き
、
電
話
を
か
け
て
そ
の
や

り
と
り
を
筆
談
で
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
常
生
活
上
の
様
々
な
要
望
を
図
書
館
で
受
け

止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
多
く
の
情
報
障
害
の
方
が
利
用

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
地
域
に
偏
在
し
、
す
べ

て
の
人
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
公
立
図
書
館
の
大
き
な
特
徴

と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
情
報
の
流
通
を
出
来
る
だ
け
ス
ム

ー
ス
に
し
て
い
く
役
割
が
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
す
。

以
上
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
一
口
に
図
書
館
利
用
の
障
害
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害
を
取
り
除
く
こ
と
も
図
書
館
の
課
題
と
し
て
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

図
書
館
は
知
る
権
利
を
保
障
す
る
機
関
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

障
害
者
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
知
る
権
利
と
同
時
に
知
ら
せ
る
権
利

（
又
は
表
現
の
自
由
）
に
つ
い
て
も
保
障
す
る
取
り
組
み
を
行
わ

な
け
れ
ば
、
片
手
落
ち
に
な
る
で
し
ょ
う
。
図
書
館
で
は
墨
字

訳
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
て
、
点
字
で
読
み
書
き
す
る
方
の
郵
便
物
の

宛
名
を
代
筆
し
た
り
、
点
字
の
手
紙
を
墨
字
に
直
し
た
り
と
い

う
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

先
日
も
あ
る
利
用
者
か
ら
都
知
事
に
手
紙
を
書
き
た
い
の

で
、
墨
字
訳
を
し
て
欲
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
点
字

用
紙
五
枚
に
片
面
打
ち
し
た
手
紙
の
点
字
の
下
に
書
か
れ
た
内

容
を
鉛
筆
で
書
い
て
知
事
宛
に
投
函
し
ま
し
た
。

ま
た
、
利
用
者
の
中
に
盲
人
卓
球
を
な
さ
る
方
が
お
り
、
会

員
へ
の
お
知
ら
せ
や
規
約
を
墨
字
、
点
字
、
拡
大
文
字
の
三
種

類
で
作
成
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
墨
字
訳
サ
ー
ビ
ス
も
今
ま
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
視
覚
障
害

者
サ
ー
ビ
ス
の
範
疇
で
考
え
ら
れ
、
取
り
組
ま
れ
て
き
ま
し
た

が
、
最
近
は
知
的
障
害
者
の
方
か
ら
の
要
望
も
出
て
く
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
最
近
も
軽
度
の
知
的
障
害
で
福
祉
作
業
所
に

通
っ
て
い
る
利
用
者
か
ら
フ
ァ
ー
ス
ト
・
フ
ー
ド
店
で
食
べ
た
い
も

の
を
注
文
す
る
時
の
カ
ー
ド
（
単
語
カ
ー
ド
を
使
用
）
や
給
食
の
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砕
か
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
、
弱
視
の
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
方
の
言

葉
を
納
得
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
つ
ま
り
弱
視
の
方
の
多

く
は
視
力
が
弱
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
視
野
狭
窄
を
伴
っ
て

い
て
、
中
に
は
視
野
が
一
〇
度
程
度
の
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
視

野
が
狭
い
と
こ
ろ
に
持
っ
て
き
て
文
字
が
大
き
く
な
る
と
、
一
度

に
視
野
の
中
に
入
る
文
字
の
数
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
き
、
余
り

大
き
い
文
字
だ
と
一
文
字
さ
え
欠
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、

読
み
に
く
く
な
る
の
で
す
。

弱
視
の
方
の
見
え
方
は
本
当
に
千
差
万
別
で
、
一
般
的
に
は

ゴ
シ
ッ
ク
体
の
太
い
文
字
の
方
が
読
み
や
す
い
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
中
に
は
文
字
が
太
い
と
重
な
っ
て
し
ま
っ
て
真
っ
黒
に
し
か

見
え
な
い
の
で
、
な
る
べ
く
細
く
書
い
て
下
さ
い
と
依
頼
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
文
字
間
隔
や
行
間
も
く
っ
つ
い
て
い
た
方
が

良
い
と
い
う
人
と
離
れ
て
い
た
方
が
良
い
と
い
う
人
が
い
ま
す

し
、
白
い
紙
に
黒
い
文
字
だ
と
ま
ぶ
し
く
て
読
め
な
い
の
で
、
黒

い
紙
に
白
で
書
い
て
欲
し
い
と
い
う
人
等
々
本
当
に
一
人
一
人

様
々
で
す
。

弱
視
の
方
と
拡
大
写
本
と
の
関
係
の
例
は
す
べ
て
の
障
害
に

つ
い
て
も
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

知
的
障
害
と
い
わ
れ
る
方
の
場
合
に
も
、
こ
れ
は
当
て
は
ま

る
と
考
え
ま
す
し
、
そ
も
そ
も
ど
ん
な
要
求
を
図
書
館
に
対
し

と
い
っ
て
も
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
お
わ
か
り
頂
け
た
か

と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
現
在
多
く
の
図
書
館
で
共
有

さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
実
践

の
中
で
定
着
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。ま

た
、
は
じ
め
に「
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
は
心
身
障
害
者
サ
ー
ビ

ス
で
は
な
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
く
上
で

は
、
様
々
な
心
身
の
障
害
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
既
に
何
回
か
取
り
あ
げ

た
こ
と
の
あ
る
「
拡
大
写
本
」
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
単
に
大
き

く
書
け
ば
見
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
個
々
の
弱
視
の

方
の
見
え
方
に
よ
っ
て
資
料
を
作
ら
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
読
み

に
く
い
も
の
を
作
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
拡
大
写
本

に
初
め
て
出
会
っ
た
三
〇
年
近
く
前
に
、「
こ
う
い
う
文
字
を
大

き
く
手
書
き
し
た
拡
大
写
本
と
い
う
資
料
が
あ
り
ま
す
か
ら

利
用
な
さ
い
ま
せ
ん
か
」
と
日
頃
図
書
館
を
利
用
し
て
い
る
弱

視
の
利
用
者
に
お
見
せ
し
た
と
こ
ろ
、
開
口
一
番
「
こ
ん
な
に
大

き
な
文
字
で
は
私
に
は
読
み
に
く
く
て
ダ
メ
で
す
。
」
と
言
わ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
単
純
に
弱
視
の
方
は
視
力
が
弱
い

の
で
大
き
く
書
け
ば
大
き
く
書
く
ほ
ど
読
み
や
す
い
と
単
純
に

考
え
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
考
え
が
初
っ
端
か
ら
打
ち



【
以
下
は
、
二
〇
〇
四
年
年
七
月
三
一
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
、

「
横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部

平
成
十
六
年
度
公

開
講
座

講
座
名

二
十
一
世
紀
の
漢
字
文
化
を
考

え
る
」
に
お
い
て
、
〈
漢
点
字
〉
を
取
り
上
げ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
折
り
の
レ
ジ
ュ
メ
で
す
。
】

三

漢
字
を
表
現
で
き
る
点
字
＝

「
漢
点
字
」
と
は
何
か
、
お
よ
び

そ
の
国
際
化
の
可
能
性
に
つ
い
て

講
師

岡
田

健
嗣
（
お
か
だ
・
た
け
し
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
・
代
表

自
己
紹
介

一
九
四
九
年
生
ま
れ
、
生
ま
れ
つ
き
の
強
度
弱
視
。

一
九
六
八
年
失
明
。

横
浜
市
立
盲
学
校
小
学
・
中
学
・
高
等
部
、
明
治
学
院
大
学

経
済
学
部
終
了

現
在
、
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
業
自
営
。

漢
点
字
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
代
表

特
定
非
営
利
活
動
法
人
・
ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト２

１

理
事
。

盲
学
校
在
学
中
に
は
、
漢
字
の
学
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
不
在
の
た

て
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
を
知
る
に
は
、
一
人
一
人
の
方
と
余
程

親
密
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
け
れ
ば
、
要
望
は
見
え
て

こ
な
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
は
じ
め
は
ど
ん
な
要
望
に
で
も

極
力
答
え
て
い
く
こ
と
以
外
に
道
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

れ
が
今
ま
で
の
図
書
館
の
ル
ー
ル
に
照
ら
し
て
ど
う
か
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
、
要
望
を
受
け
止
め
た
後
で
振
り
返
っ
て
考
え
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

次
号
以
降
で
緑
図
書
館
の
知
的
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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写真は利用者の要望でカードを作成してい

るところ
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め
、
漢
字
の
知
識
の
な
い
ま
ま
大
学
に
学
び
、
社
会
人
と
な
る
。

一
九
七
八
年
、
故
・
川
上
泰
一
先
生
の
通
信
講
座
で〈
漢
点

字
〉
に
出
会
い
、
初
め
て
漢
字
の
世
界
を
知
る
。

●
〈
漢
点
字
〉
：
世
界
唯
一
の
、
触
読
用
の〈
漢
字
〉
の
体
系
で

あ
る
。

●
漢
字
の
不
在
：
我
が
国
ば
か
り
で
な
く
、
漢
字
文
化
圏
の

視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、〈
漢
字
〉
は
、
そ
の

不
在
に
よ
っ
て
、
超
え
難
い
バ
リ
ア
で
あ
っ
た
。

●
漢
字
の
触
読
：
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、〈
漢
点
字
〉
を
習

得
し
て
漢
字
を
触
読
す
る
こ
と
は
、
言
語

の
バ
リ
ア
を
超
克
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一

点
字
の
創
案
と
そ
の
構
造

（
一
）
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の
生
い
立
ち

ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
、
一
八
〇
九
～
一
八
五
二
年
、
フ
ラ
ン
ス
人
。

馬
具
製
造
職
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
幼
少
の
こ
ろ
失
明
。

パ
リ
郊
外
の
盲
学
校
に
入
学
。

盲
学
校
で
の
学
習
は
、
木
の
板
な
ど
の
表
面
を
彫
っ
て
、
文
字

を
浮
き
出
さ
せ
た
も
の
を
教
材
に
用
い
た
。

彼
に
と
っ
て
、
ま
た
彼
と
同
窓
の
生
徒
に
と
っ
て
、
浮
き
出
し

文
字
の
触
読
は
、
困
難
を
窮
め
た
。

（
二
）
六
点
に
よ
る
点
字
の
着
想
～
ソ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

と
の
出
会
い

盲
学
校
在
学
（
現
在
の
中
等
部
）
中
、
陸
軍
の
夜
間
の
触
読

用
の
暗
号
・
ソ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
出
会
う
。

そ
れ
に
着
想
を
得
て
、
浮
き
出
し
文
字
で
は
な
い
、
別
の
触

読
文
字
の
案
出
に
着
手
し
た
。

（
三
）
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
＝
資
料
一
、
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
表

縦
三
点
、
横
二
列
を
単
位
と
し
た
点
字
の
パ
タ
ー
ン
の
創

出
、
六
点
の
組
み
合
わ
せ
六
三
通
り
、
そ
の
内
の
五
〇
個
を
、

点
字
符
号
と
し
て
定
着
し
た
（
一
八
二
五
年
）
。

（
四
）
点
字
の
普
及
と
そ
の
妨
げ
と
な
っ
た
も
の
。

一
八
五
二
年
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
、
肺
結
核
に
よ
り
逝
去
。

生
前
に
は
、
点
字
の
普
及
は
な
か
っ
た
。

晴
眼
教
師
に
よ
る
、
点
字
の
非
認
知
：
文
字
は
す
べ
か
ら
く

線
で
表
さ
れ
た
一
般
の
文
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

視
覚
障
害
者
は
、
そ
れ
を
浮
き
出
さ
せ
た
も
の
を
触
知
す
る

の
が
正
し
い
読
み
方
で
あ
る
。

点
字
の
普
及
：
ブ
ラ
イ
ユ
の
周
辺
の
視
覚
障
害
者
か
ら
、
燎
原

の
火
の
よ
う
に
、
欧
州
全
域
に
、
点
字
使
用
者
が
広
ま
っ
た
。

ブ
ラ
イ
ユ
死
後
、
彼
の
遺
徳
を
慕
う
人
々
が
立
ち
上
が
っ
て



－ ６ －

ルイ・ブライユの点字表 〈 資料１〉

フル・パターン
１の点 ２の点 ３の点 ４の点 ５の点 ６の点

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
１ （ upper4）

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
２ （＋ ）

ｋ ｌ ｍ ｎ ｏ ｐ ｑ ｒ ｓ ｔ

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
３ （＋ ）

ｕ ｖ ｘ ｙ ｚ

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
４ （＋ ）

ｗ

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
５ （ ）lower4

51 52 53 54 55 56
６

57 58 59 60 61 62 63
７

(ENGLISH BRAILLE, AMERICAN EDEITION: 1977; American Printing House, Louisville, ohio

欧
州
各
国
語
へ
の
対
応
が
進
ん

だ
。一

八
五
〇
年
代
の
末
に
は
、

欧
州
各
国
で
公
認
さ
れ
る
に
至

り
、
ブ
ラ
イ
ユ
に
因
ん
で
、"B

R
A

IL
L
E
"

と
名
付
け
ら
れ
た
。

二

我
が
国
の
点
字

（
一
）
石
川
倉
次
の
点
字
の
翻
案

維
新
後
我
が
国
は
、
あ
ら
ゆ

る
意
味
で
、
西
欧
化
に
邁
進
し

た
。中

で
も
教
育
の
分
野
は
、
最

も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
を
見

せ
、
初
等
教
育
の
義
務
化
を
制

度
と
し
た
。

視
覚
障
害
者
へ
の
教
育
は
、
義

務
化
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
が
あ
っ

た
が
、
近
代
国
家
と
し
て
の
体

裁
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
判

断
さ
れ
た
中
に
、
日
本
語
を
表

す
点
字
が
求
め
ら
れ
た
。

当
時
創
設
さ
れ
た
東
京
盲
学



－ ７ －

石川倉次の点字・５０音表 〈資料２〉

ア行 （ ）
あ い う え お

カ行 （＋ ｋ）
か き く け こ

サ行 （＋ ｓ）
さ し す せ そ

タ行 （＋ ｔ）
た ち つ て と

ナ行 （＋ ｎ）
な に ぬ ね の

ハ行 （＋ ｈ）
は ひ ふ へ ほ

マ行 （＋ ｍ）
ま み む め も

ヤ行
や ゆ よ

ラ行 （＋ ｒ）
ら り る れ ろ

ワ行
わ を

校
の
教
師
・
石
川
倉
次
先
生
（
一

八
五
九
～
一
九
四
四
年
）
は
、
ブ

ラ
イ
ユ
の
点
字
か
ら
、
日
本
語
の

点
字
を
翻
案
さ
れ
た
。

そ
れ
が
、
学
制
の
成
立
と
時

を
同
じ
く
し
て
、
一
八
九
〇
（
明

治
二
三
）
年
、「
日
本
語
点
字
」

と
し
て
政
府
か
ら
認
知
さ
れ
た
。

（
二
）
ロ
ー
マ
字
と
石
川
倉
次
の

点
字
の
構
成
＝
資
料
二
、

五
十
音
図
と
点
字
符
号
の

配
当

石
川
先
生
の
着
想
：

①
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
の
基
本
構

造
で
あ
る
一
〇
個
のu

p
p
e
r

4

の
う
ち
、
左
上
三
つ
を
、

五
個
の
日
本
語
の
母
音
に

当
て
た
。

②
五
十
音
図
に
従
っ
て
構
成

さ
れ
た
ロ
ー
マ
字
の
配
列
を

参
考
に
、
右
下
の
三
つ
の
点



－ ８ －

三

漢
点
字

（
一
）
日
本
人
の
脳
に
は
、
カ
ナ
・
漢
字
・
変
換
ツ
ー
ル
が
存
在

す
る
。
＝
資
料
三
、
カ
ナ
文
字
文
と
漢
字
ル
ビ
の
例
。

『
樋
口
一
葉
日
記
』
（「
亀
井
秀
雄
著
『
明
治
文
学
史
』
、

岩
波
書
店
」
か
ら
引
用
）

日
本
の
文
字
表
記
に
は
、
王
朝
以
来
、「
和
文
脈
」
（
仮
名
体

系
）
と
「
漢
文
脈
」
（
漢
字
体
系
）
の
二
つ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

相
互
に
交
流
し
な
が
ら
、
大
き
な
流
れ
を
成
し
て
来
た
。

「
漢
文
脈
」
に
と
っ
て「
和
文
脈
」
は
、「
訓
読
文
」
と
し
て
和
語

へ
の
ツ
ー
ル
を
、「
和
文
脈
」
に
と
っ
て「
漢
文
脈
」
は
、「
意
味
」
と

し
て
の
漢
字
に
よ
る
裏
付
け
へ
の
ツ
ー
ル
と
し
て
働
く
。

す
な
わ
ち
、
日
本
語
の
表
記
に
と
っ
て
こ
の
二
つ
の
流
れ
は
、

相
互
に
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

漢

字

ル

ビ

の

例

〈
資
料
三
〉

う
づ
き

〔

卯
月
〕

十
五
日

雨
少
し
ふ
る

今
日
は
野
々
宮
き
く
子
ぬ
し

な
か
ら
い
大
人

が
か
ね
て
紹
介
の
労
を
取
た
ま
は
り
た
る
半
井
う
し
に
初
て
ま

み
え
参
ら
す
る
日
也

ひ
る
過
る
頃
よ
り
家
を
は
出
ぬ

君

か

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
の
子
音
に
当
て
た
。

③
濁
音
・
半
濁
音
・
拗
音
は
、
欧
米
の
点
字
に
倣
っ
て
、
前
置

符
号
を
採
用
し
た
。

④
句
読
点
等
の
文
章
記
号
は
、
当
時
の
一
般
の
表
記
の
う

ち
、
カ
ナ
表
記
の
習
慣
に
従
っ
て
、
不
採
用
と
し
た
。

（
三
）
石
川
倉
次
の
考
え
方
～
触
読
文
字
と
し
て
の

漢
字
の
非
在

石
川
先
生
は
、
日
本
語
を
表
す
点
字
を
翻
案
さ
れ
た
が
、
仮

名
文
字
に
留
ま
っ
た
。

我
が
国
の
教
育
制
度
で
、
視
覚
障
害
者
へ
の
義
務
教
育
の
適

用
は
、
下
っ
て
、
一
九
四
五
年
の
敗
戦
の
後
で
あ
っ
た
。
視
覚
障

害
の
児
童
が
、
学
齢
で
盲
学
校
に
入
学
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
一
九
五
五
年
よ
り
後
の
こ
と
と
言
え
る
。

そ
れ
ま
で
の
盲
学
校
の
学
習
の
主
眼
は
、
伝
統
的
な
職
業
で

あ
る
あ
ん
ま
・
は
り
・
き
ゅ
う
の
技
能
の
習
得
、
琴
・
三
味
線
等

の
邦
楽
芸
術
家
の
育
成
に
あ
っ
て
、
一
般
の
教
育
課
程
と
は
、

大
き
く
か
け
離
れ
て
い
た
。

石
川
先
生
が
「
日
本
語
点
字
」
を
翻
案
さ
れ
た
当
時
は
、
視

覚
障
害
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
就
学
し
な
か
っ
た
こ
と
と
、
当
時
盛

ん
で
あ
っ
た
カ
ナ
文
字
運
動
へ
の
共
感
も
あ
っ
て
、
点
字
の〈
漢

字
〉
の
作
成
に
は
、
着
手
さ
れ
な
か
っ
た
。



－ ９ －

住
給
ふ
は
海
近
き
芝
の
わ
た
り
南
佐
久
間
町
と
い
へ
る
也
け
り

（
中
略
）

は
つ
み
え

初
見
の
挨
拶
な
と
ね
ん
こ
ろ
に
し
給
ふ

お
の
れ
ま
た
か
ゝ
る

習

こ
と
な
ら
は
ね
ば
耳
ほ
て
り
唇
か
わ
き
て
い
ふ
へ
き
言
も
お
ほ

述

な
り

へ
す
の
ふ
へ
き
詞
も
な
く
て
ひ
た
ふ
る
に
礼
を
な
す
の
み
成
き

傍

目

ば
か
り
鳥
滸

恥

よ
そ
め
い
か
斗

お
こ
な
り
け
ん
と
思
ふ
も
は
つ
か
し

君
は
と

み
そ
じ

し
の
頃
卅
斗
に
や
お
は
す
ら
ん(

以
下
略)(
か
な
ル
ビ
は
亀
井)

亀
井
秀
雄
『
明
治
文
学
史
』(

岩
波
書
店)

「
物
語
を
書
く
女
」
の
物
語
一
八
三
ペ
ー
ジ
よ
り

（
二
）
川
上
泰
一
の
漢
点
字
創
案

川
上
泰
一
先
生
（
一
九
一
七
～
一
九
九
四
年
）
は
、
戦
後
復

員
の
後
、
物
理
学
の
教
師
と
し
て
、
大
阪
府
立
盲
学
校
に
着
任

さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
視
覚
障
害
者
に
は
、
漢
字
の
教
育
が
施
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
ひ
ど
く
驚
か
れ
た
。
そ
の
理
由
が
、

点
字
に
は
漢
字
が
な
い
こ
と
と
知
っ
て
、
さ
ら
に
驚
か
れ
た
。

「
こ
の
日
本
で
、
漢
字
が
な
け
れ
ば
教
育
は
で
き
な
い
。
点
字

に
漢
字
が
な
け
れ
ば
、
作
れ
ば
よ
い
」

（
三
）
漢
点
字
の
構
成
＝
資
料
四
、
漢
点
字
初
歩
の
初
歩
、

羽
化
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
分
か
ら
。

川
上
先
生
は
、
二
〇
年
に
及
ぶ
研
究
の
後
、
一
九
六
九
年
、

〈
漢
点
字
〉
を
発
表
さ
れ
た
。
先
生
ご
自
身
の
お
力
と
と
も
に
、

奥
様
の
お
力
添
え
、
ま
た
教
え
子
の
皆
さ
ん
の
協
力
の
も
と

に
、
一
つ
の
体
系
が
完
成
し
た
。

漢
点
字
の
構
成
と
コ
ン
セ
プ
ト

川
上
先
生
は
、〈
漢
点
字
〉
を
創
案
す
る
に
当
た
っ
て
、
以
下

の
原
則
を
定
め
ら
れ
た
。

・〈
漢
点
字
〉
は
、
視
覚
障
害
者
が
触
読
す
る
た
め
の
漢
字
体

系
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・〈
漢
点
字
〉
は
、
漢
字
の
構
成
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
二
つ
の
原
則
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
構
成
が
考
案
さ
れ

た
。

①
日
本
語
の
文
章
は
、「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
で
あ
る
か
ら
、

従
来
の
仮
名
の
点
字
を
生
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
漢
字
を
交

え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
漢
字
と
仮
名
を
区
別

す
る
た
め
に
、〈
漢
点
字
〉
は
、
八
点
で
表
す
こ
と
に
し
て
、

最
上
の
点
を
、「
漢
点
字
符
号
」
と
す
る
こ
と
に
し
た
。



－ １０ －

漢点字入門 初歩の初歩 〈資料４〉

１．漢点字は１マス８点です。
点字の最少単位はマスです。点字ではこのマスを１個または数個組み
合わせて、１つの文字や記号を表します。
仮名の点字の１マスは、縦３点２列の、６点の組み合わせでできてい
ます。この６点の上に、漢字の始まりの印（始点）と終わりの印（終
点）を付けて、１マス８点の構成にしたものが〝点字の漢字〟（漢点
字）です。

〈仮名点字の１マス〉 ①④ 〈漢点字の1マス〉 始点→○○←終点
１の点､２の点､３の点 ②⑤ 始点は０の点、終点 ①④
…と呼んでいます。 ③⑥ は7の点といいます。 ②⑤

③⑥
《漢点字は、下６点の形を見て下さい。》
漢点字は、６点の組み合わせの上に、漢字の印である始点・終点を付
けたものです。漢点字の形や意味を考える時は、①～⑥の点の組み合
わせを見るようにしてください。

２．漢点字の漢字１文字は、１～３マスでできています。
１マス漢点字：最も基本となる１マスの漢点字で、57個あります。

上に始点と終点が付きます。
２マス漢点字：最も数の多いのが２マスの漢点字です。

１マス目に始点、２マス目に終点が付きます。
３マス漢点字：使用頻度の少ない漢字に3マスの漢点字をあてていま

す｡
１マス目に始点、３マス目に終点が付きます。

《基本は１マス漢点字》
仮名点字の６点全部そろった形が「め」です。この「め」の上に、始
点終点を付けると漢点字の「目」になります。

「め」 「目」

仮名「き」は、①②⑥の点です。「き」の上に始点・終点を付けて、
「木」→〝きへん〟にもなります。

「き」 「木」

仮名「な」は、①③の点です。「な」の上に始点・終点を付けて、
「人」
→〝にんべん〟にもなります。

「な」 「人」

仮名「に」は、①②③の点です。「に」の上に始点・終点を付けて、



「水」→〝さんずい〟にもなります。

「に」 「水」

点字の「人［な］」の形は 〝にんべん〟「水［に］」の形は 〝さんずい〟
のイメージでしょうか。

１マスの漢点字は偏（へん）や旁（つくり）、冠や構えなどの〝部首〟
にもなって、２マスまたは３マスの漢点字を作ります。

３． 漢点字は、漢字の組立を反映しています。
「木」を二つ書く「林」は、漢点字でも「木」と「木」で、２マスの漢点字
です。

「木」 ＋ 「木」 ＝ 「林」

「休」は、「人」＋「木」の２マス漢点字です。

「人」 ＋ 「木」 ＝ 「休」

「相」は、「木」＋「目」の２マス漢点字です。

「木」 ＋ 「目」 ＝ 「相」

さんずいに「相」と書いて〝湘南〟の「湘」、「湘」は３マスの漢点字
です。

「水」 ＋ 「木」 ＋ 「目」 ＝ 「湘」

《そこでクエスチョン》

Ｑ１ 「門」に「人」と書いて何の字？ どんな漢点字でしょう？

「門」 ＋ 「人」 ＝ 「閃」（セン・ひらめ‐く）

「門」に「口」、「門」に「日」の字も同様です。

「口」は①②④⑤の点に始点・終点、「日」は②③⑥の点に
始点・終点を付けた１マスの漢点字です。

「門」 ＋ 「口」 ＝ 「問」（モン・と‐う）

「門」 ＋ 「日」 ＝ 「間」（カン・ケン、あいだ・ま）

－ １１ －
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Ｑ２ それでは「日」に「目」は何の字？ どんな漢点字でしょう？

「日」 ＋ 「目」 ＝ 「冒」（ボウ・おか‐す）

このように、『漢点字』も『漢字』と同様に、基本となる文字を組み

合わせて、どんどんその数を増やしていくことができます。以上は最も

簡単な組立の例ですが、『漢点字』では、『漢字』の成り立ちや組立を

生かすさまざまな工夫や配慮がなされています。

②
漢
字
の
構
成
・
六
書
の
研
究
か
ら
、
漢
字
を
、
基
本
的
な
文
字
と
、
そ
れ
ら
を
パ
ー
ツ

（
部
首
）
と
し
た
複
合
的
な
文
字
に
大
別
し
た
。
前
者
は
概
ね
「
象
形
文
字
」
と
「
指

事
文
字
」
、
後
者
は
概
ね
「
会
意
文
字
」
と
「
形
声
文
字
」
に
当
た
る
。

し
か
も
「
形
声
文
字
」
が
、
漢
字
の
総
数
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
か

ら
、
基
本
的
な
文
字
の
数
は
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

③
点
字
の
符
号
を
基
本
的
な
文
字
に
割
り
当
て
て
、
基
本
的
な
〈
漢
点
字
〉
を
作
成
し

た
。

④
そ
の
基
本
的
な
〈
漢
点
字
〉
を
組
み
合
わ
せ
、
複
合
化
す
る
こ
と
で
、
漢
字
の
大
多
数

を
占
め
る
「
形
声
文
字
」
の
完
成
を
見
た
。

（
四
）
普
及
の
現
状
と
課
題

現
状
と
し
て
は
、
盲
学
校
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
現
場
で
は
、
公
式
に
は
、〈
漢
点
字
〉

は
お
ろ
か
、
視
覚
障
害
者
の
漢
字
教
育
に
つ
い
て
の
論
議
は
、
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
視
覚
障
害
者
を
対
象
と
す
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
は
、
全
国
で
も
数
館
が
、
漢
点

字
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
製
作
し
た
漢
点
字
書
を
受
け
入
れ
て
い
る
だ
け
で
、
積
極
的
に

〈
漢
点
字
〉
に
取
り
組
ん
で
い
る
館
は
、
東
京
・
墨
田
区
の
緑
図
書
館
を
除
い
て
は
な
い
。

横
浜
市
中
央
図
書
館
で
は
、
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
が
製
作
す
る
漢
点
字
書
を
、
毎

年
受
け
入
れ
て
下
さ
っ
て
い
る
。

そ
の
最
初
が
、
一
九
九
七
年
、
村
田
先
生
の
ご
尽
力
で
完
成
し
た
、『
漢
字
源
』
（
藤
堂

明
保
編
、
学
習
研
究
社
）
の
全
九
〇
巻
で
あ
る
こ
と
は
、
特
筆
し
た
い
。

し
か
し
、〈
識
字
教
育
〉
の
理
念
か
ら
言
え
ば
、
盲
学
校
関
係
者
が
、
触
読
文
字
の
漢

字
の
体
系
で
あ
る
〈
漢
点
字
〉
に
関
心
を
寄
せ
な
い
現
状
は
、
極
め
て
遺
憾
な
こ
と
と
言



わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
理
由
を
考
え
る
と
、
以
下
の
二
つ
に
な
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
。

①
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
が
長
ら
く
非
公
認
で
あ
っ
た
の
と
同
じ

く
、

晴
眼
の
教
育
関
係
者
の
、
触
読
に
対
し
て
の
無
理

解
。

①
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
、
す
な
わ
ち
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
異
な

り
、〈
漢
点
字
〉
の
教
育
は
、
漢
字
の
教
育
で
あ
る
の
で
、
独

学
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

こ
の
教
育
は
、
本
来
国
語
教
育
の
一
環
と
し
て
、
学
校
教

育
の
課
程
で
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
先

ず
そ
の
教
育
の
享
受
者
が
、
他
な
ら
な
い
、
そ
の
教
育
関
係

者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
視
覚
障
害
者
の〈
識
字
〉
の
観
点
か

ら
、
こ
の
現
状
を
、
一
般
の
理
解
に
求
め
る
こ
と
が
肝
要
と
考

え
る
。

（
五
）
国
際
漢
点
字
の
可
能
性

漢
字
文
化
圏
の
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
も
、
我
が
国
と
同

様
の
課
題
は
あ
る
に
せ
よ
、〈
漢
点
字
〉
が
、
共
通
の
触
読
文

字
と
し
て
、
有
用
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。

今
後
の
課
題
で
は
あ
る
が
、
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
漢
字

文
化
圏
の
視
覚
障
害
者
に
、〈
漢
点
字
〉
の
存
在
と
そ
の
構
成

を
ご
存
じ
い
た
だ
け
る
よ
う
、
努
力
し
て
行
く
所
存
で
あ
る
。

【
以
下
は
、
横
浜
市
の
制
度
で
あ
る
「
市
長
へ
の
手
紙
」
に
、
先

に
催
さ
れ
た
横
浜
国
大
の
公
開
講
座
の
模
様
を
収
録
し
た
ビ
デ

オ
テ
ー
プ
と
と
も
に
お
送
り
し
た
も
の
で
す
。
】

中
田

横
浜
市
長

様

二
〇
〇
四
年
八
月
三
十
一
日

岡
田

健
嗣
（
お
か
だ
・
た
け
し
）

初
め
て
お
便
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
は
、
中
区
山
元
町
に
住
ま
い
し
て
お
り
ま
す
、
岡
田
健

嗣
と
申
し
ま
す
。
ほ
ぼ
先
天
の
視
覚
障
害
者
で
、
五
十
五
歳

に
な
る
者
で
す
。

現
在
、
東
京
で
、
鍼
灸
の
治
療
院
を
営
ん
で
い
る
他
、
点
訳

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ
〝
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
〟
の
代

表
を
務
め
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
に
お
便
り
申
し
上
げ
ま
す
の
は
、
去
る
七
月
三
十
一

日
（
土
）
に
催
さ
れ
ま
し
た
、
横
浜
国
立
大
学
・
教
育
人
間
科
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学
部
教
授
の
村
田
忠
禧
先
生
の
公
開
講
座
で
、
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
の
ご
報
告
と
、
で
き
ま
す
れ
ば
、
市
長
様

に
も
そ
の
内
容
に
ご
関
心
を
お
向
け
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
お

願
い
を
持
っ
て
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

同
封
の
ビ
デ
オ
・
テ
ー
プ
に
、
そ
の
模
様
を
収
録
し
て
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
ご
笑
覧
賜
り
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

他
の
同
封
の
文
書
は
、
そ
の
折
の
レ
ジ
ュ
メ
と
、
一
昨
年
、
横

浜
市
社
協
を
会
場
に
行
わ
れ
ま
し
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
に
参
加
し
た
折
の
、
本
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
ご
ざ
い
ま

す
。こ

の
度
の
公
開
講
座
で
は
、
私
ど
も
先
天
の
視
覚
障
害
者

は
、「
漢
字
」
を
学
ぶ
機
会
を
得
ぬ
ま
ま
社
会
に
生
活
し
て
い
る

と
い
う
事
実
と
、
こ
れ
ま
で
の
点
字
に
は
な
か
っ
た
「
漢
字
」
を

表
現
す
る
点
字
、「
漢
点
字
」
が
、
一
九
六
九
年
に
発
表
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
教
育
界
に
そ
れ
が
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら

れ
ず
に
い
る
現
状
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
は
、
一
九
七
九
年
に
こ
の
漢
点
字
を
習
得
し
て
、
今
に
至

っ
て
お
り
ま
す
。

私
に
と
っ
て
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
と
申
し

ま
す
と
、
そ
れ
ま
で
と
は
、
同
じ
世
界
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
信

じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

本
当
に
世
界
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
ん
な
風
に
感
じ
ま
し

た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
成
人
し
て
か
ら
文
字
を
習
得
す
る
こ
と

の
困
難
さ
を
、
痛
い
ほ
ど
知
り
ま
し
た
。

我
が
国
の
国
民
に
と
っ
て「
文
字
を
学
ぶ
」
、
す
な
わ
ち
「
識

字
」
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
「
漢
字
を
学
ぶ
」
こ
と
を
指
し
て
い
ま

す
。我

が
国
で
は
一
般
に
、
初
等
教
育
か
ら
そ
れ
は
試
み
ら
れ
て

い
ま
す
し
、
総
務
省
の
統
計
で
い
う
、「
識
字
率
九
九
．
八
％
」
と

は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
一
人
、
先
天
の
視
覚
障
害
者
の
み
が
、「
漢
字
を
学

ぶ
」
機
会
を
得
て
い
な
い
の
が
現
状
な
の
で
す
。

視
覚
障
害
者
に
と
っ
て「
文
字
」
と
言
え
る
も
の
は
、「
点
字
」

と
呼
ば
れ
る
触
読
文
字
で
す
。

そ
の「
点
字
」
の「
漢
字
」
で
あ
る「
漢
点
字
」
に
、
社
会
の
関
心

が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
視
覚
障
害
者
の
文
化
生
活
の
未
来

に
、
大
き
な
力
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
、
私
は
信
じ
て
い
ま

す
。こ

の
件
、
で
き
得
れ
ば
ご
施
策
に
結
び
つ
け
て
い
た
だ
け
る
こ

と
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

よ
ろ
し
く
ご
考
慮
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

住

所
：
〒2

3
1
-
0
8
5
1

横
浜
市
中
区
山
元
町2

-
1
0
5

電
話
番
号
：04

5
-
6
4
1
-
1
2
9
0

（
職

場
）

0
3
-
3
6
1
3
-
3
1
6
0

（
八
木
沢
療
院
内
）
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酔
夢
亭
読
書
日
記

第
六
回

安
田

章

借
金
（
金
銭
消
費
貸
借
契
約
）

そ
の
他
お
金
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
」
そ
の
三

金
銭
債
務
が
あ
っ
て
も
債
務
を
弁
済
し
て
い
れ
ば
な
ん
の
問
題

も
な
い
。

な
ん
ら
か
の
理
由
で
そ
の
弁
済
が
不
能
に
な
っ
た
と
き
に
い
ろ
い

ろ
困
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

弁
済
不
能
に
な
る
理
由
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、
身
か
ら
出
た
サ
ビ

で
同
情
の
余
地
も
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
他
人
の
連
帯
保
証
人
に

な
っ
た
ば
か
り
に
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

人
間
の
心
の
弱
さ
が
原
因
で
多
重
債
務
者
に
な
っ
て
い
た
り
す

る
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
や
こ
れ
や
の
時
代
状
況
も
あ
り
、
毎
年
自
己
破
産
者
数
が

増
加
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
債
務
が
弁
済
で
き
な
け
れ
ば
、
自
己
破

産
、
と
い
う
言
葉
が
頭
に
浮
か
ぶ
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

自
己
破
産
の
申
し
立
て
は
毎
年
右
肩
上
が
り
で
あ
り
、
年
二
十

万
件
を
超
す
繁
盛
？
ぶ
り
で
あ
る
。

消
費
者
金
融
の
使
い
す
ぎ
が
圧
倒
的
に
多
い
。
自
己
破
産
と

い
う
名
の
通
り
、
債
務
者
自
ら
が
地
方
裁
判
所
に
破
産
を
申
し

立
て
る
と
い
う
手
続
き
を
取
る
わ
け
で
あ
る
。

自
己
破
産
の
申
立
は
書
類
作
成
な
ど
煩
雑
な
た
め
、
本
人
で

手
続
き
す
る
の
は
面
倒
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
人
で
も

出
来
な
い
こ
と
は
な
い
。

自
分
で
苦
労
し
て
書
類
な
ど
を
必
死
に
な
っ
て
作
れ
ば
、
い

ろ
い
ろ
反
省
も
し
、
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
勉
強

に
も
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
専
門
家
に
頼
め
ば
、
こ
と
は
早
い
で
あ
ろ
う
費
用
も

そ
れ
な
り
に
掛
か
る
。

こ
こ
は
ひ
と
つ
、
金
銭
債
務
が
膨
ら
ん
で
自
己
破
産
寸
前
の

方
、
ロ
ス
疑
惑
の
三
浦
和
義
氏
に
な
ら
っ
て
自
分
で
裁
判
所
に
出

向
い
て
み
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

破
産
申
立
の
用
紙
は
裁
判
所
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
を
貰
っ
て
き
て
作
成
し
よ
う
。

破
産
申
立
書
に
は
添
付
書
類
が
必
要
で
あ
る
。
戸
籍
謄
本
、

住
民
票
、
陳
述
書
、
資
産
目
録
、
家
計
全
体
の
状
況
、
債
権
者

一
覧
表
な
ど
で
あ
る
。

陳
述
書
に
書
く
こ
と
な
ど
は
本
当
に
細
か
く
、
自
己
の
私
生

活
に
つ
い
て
何
か
ら
何
ま
で
詳
細
に
（
破
産
に
至
る
生
活
状
況

み
た
い
な
も
の
）
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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過
去
十
年
間
に
バ
ー
、
ク
ラ
ブ
、
ス
ナ
ッ
ク
に

行
っ
た
こ
と
が
あ
る
や
な
し
や
、
行
っ
た
回
数

は
？
使
っ
た
金
は
？
な
ど
の
項
目
も
あ
る
。

恥
も
外
聞
も
な
い
。
酔
夢
亭
の
よ
う
な
恥
ず

か
し
が
り
屋
は
恥
ず
か
し
さ
で
死
ん
で
し
ま
う

だ
ろ
う
。
ま
あ
、
恥
ず
か
し
い
な
ん
て
言
っ
て
ら
れ
る
う
ち
は
未

だ
切
羽
詰
ま
っ
て
い
な
い
わ
け
で
…
。

恥
ず
か
し
い
、
っ
て
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
金
銭
債
務
が
あ

る
こ
と
を
家
族
に
内
緒
に
し
て
お
い
て
解
決
し
た
い
と
い
う
向

き
が
あ
る
が
、
こ
の
際
は
家
族
の
協
力
を
得
る
こ
と
に
し
よ
う
。

自
分
独
り
で
債
務
の
問
題
を
抱
え
込
み
自
分
独
り
で
夫
や

妻
や
親
な
ど
に
ば
れ
な
い
よ
う
に
何
と
か
し
よ
う
と
思
っ
て
、
よ

り
深
み
に
入
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

孤
独
に
自
転
車
操
業
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
物
事
を
冷
静

に
考
え
ら
れ
な
く
な
り
、
挙
げ
句
悪
質
な
貸
金
業
者
や
買
取

り
屋
な
ど
に
引
っ
か
か
る
恐
れ
も
あ
る
。

さ
て
、
破
産
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、「
破
産
原
因
」
と
い

う
法
律
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
人
の
場
合
で
言

え
ば
、「
支
払
が
不
能
で
あ
る
こ
と
」
が
「
破
産
原
因
」
に
該
当
す

る
。一

時
的
に
支
払
が
出
来
な
い
と
い
う
の
は
、「
破
産
原
因
」
に

な
ら
な
い
。
こ
の
辺
り
は
い
ろ
い
ろ
判
断
が
難
し
そ
う
だ
が
、
裁

 

判
所
が
調
査
、
確
認
す
る
（
債
務
者
審
尋
）
。

な
お
、
破
産
申
立
の
際
、
財
産
が
全
然
無
い
か
ほ
と
ん
ど
無

い
（
破
産
費
用
を
ま
か
な
え
る
費
用
に
も
足
ら
な
い
）
場
合
は
、

「
同
時
廃
止
」
扱
い
に
し
て
貰
え
ば
「
破
産
宣
告
」
と
同
時
に
す
べ

て
の
手
続
き
が
終
了
す
る
。
（
本
稿
で
扱
っ
て
い
る「
自
己
破
産
」

は
財
産
の
な
い
個
人
と
い
う
こ
と
で
話
を
進
め
て
い
る
。
）

「
同
時
廃
止
」
扱
い
に
つ
い
て
も
突
っ
込
ん
で
い
く
と
種
々
、
微

妙
な
問
題
が
出
て
く
る
よ
う
だ
が
、
そ
こ
は
端
折
っ
て
、
と
も
か

く
自
己
破
産
の
申
立
て
が
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
る
と
「
破
産
宣

告
」
が
下
さ
れ
る
。

「
破
産
宣
告
」
は
官
報
に
公
告
さ
れ
る
が
、
選
挙
権
が
無
く

な
っ
た
り
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
た
り
は
し
な
い
。
た
だ
し
、
一
定

の
資
格
や
職
業
に
は
就
け
な
く
な
る
。

酔
夢
亭
の
関
連
で
言
え
ば
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
役
員
や
行
政
書

士
な
ど
の「
士
業
」
の
仕
事
が
出
来
な
く
な
る
。

し
か
し
、「
免
責
」
を
う
け
れ
ば
「
復
権
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
て
、
資
格
や
職
業
の
制
限
も
な
く
な
る
。

「
免
責
」
の
力
は
絶
大
だ
が
、「
破
産
宣
告
」
が
下
さ
れ
て
も
自

動
的
に「
免
責
」
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、「
免
責
」
の
申
立
を
直
ち

に
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て「
免
責
」
の
審
尋
を
受
け
、
相
当
と
判
断
さ
れ
る
と

「
免
責
」
の
決
定
が
な
さ
れ
、
抗
告
期
間
が
経
過
し
、「
免
責
」
が



確
定
す
る
と
晴
れ
て
債
務
は
帳
消
し
と
な
る
の
で
あ
る
。

帳
消
し
に
な
っ
た
債
務
の
相
手
が
ク
レ
・
サ
ラ
や
高
利
貸
し
で

あ
れ
ば
一
件
落
着
め
で
た
し
め
で
た
し
で
あ
る
。
さ
あ
、
新
規

ま
き
直
し
で
が
ん
ば
ろ
ー
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
自
己
破
産
」
も
金
銭
債
務
の
一
方
法

で
あ
り
、
他
に
も
「
個
人
版
民
事
再
生
」
、「
特
定
調
停
」
な
ど
の

方
法
も
あ
る
。
定
職
が
あ
っ
た
り
一
定
の
収
入
が
見
込
め
る
人

は
、
利
息
の
引
き
直
し
や
過
払
い
を
取
り
戻
し
、
三
～
五
年
程

度
の
低
額
長
期
分
割
払
い
を
し
て「
自
己
破
産
」
を
避
け
る
こ
と

も
出
来
る
。

最
後
に
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
「
自
己
破
産
」
を
読
者
諸
氏

は
ど
う
お
考
え
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

〈
例
〉

あ
る
轢
き
逃
げ
交
通
事
故
の
被
害
者
は
即
死

し
、
妻
と
幼
子
一
人
が
遺
族
と
し
て
残
さ
れ
た
。

そ
の
車
は
、
廃
車
さ
れ
た
も
の
で
自
賠
責
保
険
は
切
れ
て
お

り
、
任
意
保
険
は
元
来
入
っ
て
お
ら
ず
、
保
険
金
は
ま
っ
た
く

出
な
い
事
案
で
あ
る
。

加
害
者
は
業
務
上
過
失
致
死
罪
等
で
起
訴
さ
れ
実
刑
に
処

せ
ら
れ
服
役
し
た
。

加
害
者
は
、
そ
の
法
廷
で
は
裁
判
長
に
対
し
今
後
真
面
目
に

 

働
い
て
遺
族
に
弁
償
す
る
旨
誓
っ
た
が
、
実

刑
判
決
を
受
け
て
居
直
り
の
心
が
生
じ
、

弁
護
士
を
頼
ん
で
自
己
破
産
と
免
責
の
各

手
続
き
を
と
っ
て
も
ら
っ
た
。

め
で
た
く
免
責
が
も
ら
え
た
の
で
、
彼
は
獄
中
一
人
心
の
中

で
祝
杯
を
上
げ
た
。

（
井
上
薫
著
「
破
産
免
責
の
限
界
」
法
学
書
院
よ
り
引
用
）

現
役
の
裁
判
官
が
書
い
た
も
の
な
の
で
、
奇
を
て
ら
っ
た
も
の

で
は
な
い
。「
自
己
破
産
」「
免
責
」
に
は
こ
う
い
う
側
面
も
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
例
と
し
て
あ
げ
て
お
き
た
い
。

以
下
次
号

主
要
症
状
に
対
す
る

理
療
施
術

（
三
）

小
池
上

惇

三

腰
痛
の
診
察

ア

理
学
的
検
査

①

脊
柱
の
触
察

肩
・
肩
甲
棘
・
腸
骨
稜
の
高
さ
の
左
右
差
、
脊
柱
全
体
の
彎

曲
（
姿
勢
性
腰
痛
で
は
前
弯
の
増
強
、
変
形
性
脊
椎
症
で
は
後
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彎
）
、
椎
骨
の
ず
れ
（
階
段
現
象
）
、
椎
骨
部
の
圧
痛
・
叩
打
痛

な
ど
を
調
べ
ま
す
。

②

腰
部
の
圧
痛
・
硬
結
の
分
布
・
性
質

椎
間
関
節
性
腰
痛
で
は
正
中
外
方
約
二
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
に

筋
・
筋
膜
性
腰
痛
で
は
腎
兪
・
志
室
付
近
に
、
棘
間
靭
帯
損
傷

で
は
棘
突
起
間
に
圧
痛
が
現
れ
ま
す
。

③

腰
部
の
運
動
痛

腰
椎
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
・
椎
間
関
節
性
腰
痛
で
は
前
後
屈
が

制
限
さ
れ
ま
す
。
特
に
椎
間
関
節
性
腰
痛
で
は
、
後
屈
、
筋
・

筋
膜
性
腰
痛
で
は
前
屈
が
制
限
さ
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
脊
柱
管
狭
窄
症
で
は
後
屈
で
痛
み
が
誘
発
・
増
強
さ

れ
ま
す
。④

神
経
伸
展
テ
ス
ト

ａ

Ｓ
Ｌ
Ｒ
テ
ス
ト
（
過
伸
展
挙
上
テ
ス
ト
）

患
者
を
仰
臥
位
に
寝
か
せ
、
検
者
が
患
者
の
膝
関
節
を
伸

展
さ
せ
た
ま
ま
で
、
片
側
下
肢
を
挙
上
さ
せ
た
と
き
、
大
腿
後

側
に
痛
み
が
起
こ
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

六
〇
度
以
上
挙
上
す
れ
ば
Ｓ
Ｌ
Ｒ
テ
ス
ト
陰
性

で
、
以
下
で
あ
れ
ば
陽
性
で
す
。
こ
の
検
査
が
陽

性
の
と
き
は
腰
椎
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
・
変
形
性
腰

椎
症
な
ど
が
疑
わ
れ
ま
す
。

ｂ

ラ
セ
ー
グ
テ
ス
ト

 

患
者
を
仰
臥
位
と
し
、
検
者
は
患
者
の
膝
を
屈
曲
さ
せ
て
、

同
時
に
股
関
節
を
屈
曲
さ
せ
ま
す
。
次
に
股
関
節
は
屈
曲
し

た
ま
ま
で
、
膝
を
伸
ば
さ
せ
ま
す
。

最
初
の
操
作
で
痛
み
が
な
く
、
膝
を
伸
ば
さ
せ
た
と
き
に
痛

み
が
出
れ
ば
、
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
や
変
形
性
脊
椎
症
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

ｃ

ブ
ラ
ガ
ー
ド
テ
ス
ト

患
者
を
仰
臥
位
と
し
、
検
者
は
患
者
の
片
足
を
痛
み
が
出
る

ま
で
持
ち
上
げ
ま
す
。

次
に
足
を
五
度
下
げ
て
、
足
関
節
を
背
屈
さ
せ
ま
す
。
そ
の

時
坐
骨
神
経
の
経
路
に
沿
っ
て
痛
み
が
誘
発
さ
れ
れ
ば
陽
性
と

判
定
し
ま
す
。
前
の
検
査
と
同
様
陽
性
の
場
合
は
椎
間
板
ヘ
ル
ニ

ア
に
よ
る
坐
骨
神
経
痛
が
疑
わ
れ
ま
す
。

ｄ

大
腿
神
経
伸
展
テ
ス
ト

大
腿
前
面
の
痛
み
を
訴
え
る
症
例
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

患
者
を
腹
臥
位
に
し
、
膝
関
節
を
他
動
的
に
屈
曲
さ
せ
ま

す
。
こ
の
時
大
腿
前
面
に
痛
み
が
起
こ
る
も
の
を
陽
性
と
し
ま

す
。
こ
の
テ
ス
ト
は
上
部
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
で
陽
性
と
な
り
ま
す
。

ｅ

ボ
ン
ネ
ッ
ト
テ
ス
ト

患
者
は
仰
臥
位
、
下
肢
を
挙
上
し
た
位
置
で
患
側
の
足
関

節
を
健
側
の
足
の
外
側
ま
で
移
動
さ
せ
、
さ
ら
に
膝
関
節
部
を

押
さ
え
て
健
側
方
向
に
圧
迫
す
る
テ
ス
ト
で
す
。
こ
の
テ
ス
ト
は
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Ｓ
Ｌ
Ｒ
の
増
強
法
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ｆ

Ｋ
ボ
ン
ネ
ッ
ト
テ
ス
ト

患
者
は
仰
臥
位
、
患
側
の
股
関
節
・
膝
関
節
を
曲
げ
て
膝
を

立
て
ま
す
。

患
側
下
肢
の
足
部
を
健
側
下
肢
の
膝
の
外
側
に
持
っ
て
い

き
、
患
側
下
肢
の
膝
外
側
を
股
関
節
が
内
転
・
内
旋
す
る
よ
う

に
圧
迫
し
ま
す
。
こ
の
時
殿
部
か
ら
大
腿
後
側
部
に
痛
み
が
起

こ
れ
ば
陽
性
と
し
ま
す
。
梨
状
筋
症
候
群
で
見
ら
れ
ま
す
。

ｇ

ケ
ン
プ
兆
候

患
者
に
立
位
を
取
ら
せ
上
体
を
患
側
に
後
屈
さ
せ
た
と
き

に
患
側
下
肢
に
痛
み
や
痺
れ
が
現
れ
る
兆
候
で
す
。
椎
間
板
ヘ

ル
ニ
ア
や
脊
柱
管
狭
窄
症
で
陽
性
と
な
り
ま
す
。

イ

問
診

①
内
臓
疾
患
に
よ
る
も
の
は
、
痛
み
の
部
位
が
漠
然
と
し
て
お

り
、
痛
み
の
部
位
や
性
質
が
日
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
。

②
運
動
器
疾
患
に
よ
る
も
の
は
、
痛
み
の
部
位
は
比
較
的
限
局

し
て
お
り
、
は
っ
き
り
と
表
現
さ
れ
前
後
屈
に
よ
る
痛
み
が

強
く
な
る
こ
と
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

（
四
）

腰
痛
の
治
療
法

急
性
期
で
過
敏
症
状
の
強
い
も
の
は

楽
な
姿
勢
を
取
ら
せ

安
静
に
し
ま
す
。

ア

局
所
治
療

①
急
性
期
に
あ
る
も
の
は
原
則
と
し
て
機
械
的
刺
激
を
与
え

な
い
ほ
う
が
よ
く
、
治
療
を
行
う
場
合
で
も
軽
い
軽
擦
法
程

度
に
と
ど
め
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

②
慢
性
の
腰
痛
に
対
し
て
は
局
所
の
圧
痛
・
硬
結
を
除
き
、
症

状
を
緩
快
す
る
た
め
に
圧
迫
・
揉
捏
な
ど
を
行
い
ま
す
。

主
な
施
術
部
位
は
脾
兪
・
胃
兪
・
腎
兪
・
志
室
な
ど
で
す
。

イ

遠
隔
部
の
施
術

①
神
経
支
配
の
立
場
か
ら
上
部
腰
椎
の
障
害
で
は
大
腿
前
側

部
か
ら
内
側
部
、
下
部
腰
椎
の
障
害
で
は
大
腿
後
側
部
か
ら

下
腿
に
か
け
て
施
術
し
ま
す
。

②
経
絡
の
立
場
か
ら
膀
胱
経
（
下
肢
の
後
側
）
・
胆
経
（
下
肢
の

外
側
）
・
腎
経
・
肝
経
（
下
肢
の
内
側
）
な
ど
の
反
応
点
に
施

術
し
ま
す
。

ウ

一
般
的
注
意
事
項

①
急
性
の
場
合
は
安
静
に
し
、
腰
部
に
冷
湿
布
を
行
い
ま
す
。

②
慢
性
症
に
対
し
て
は
温
熱
療
法
を
行
い
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
体
操
な
ど
を
行
わ
せ
、
脊
柱
起
立
筋
や
腹
筋
、
大
腿

の
筋
な
ど
の
強
化
を
図
り
ま
す
。

③
腰
痛
の
あ
る
人
は
柔
ら
か
い
寝
具
の
使
用
を
避
け
腰
部

に
負
担
の
か
か
る
よ
う
な
動
作
は
避
け
る
よ
う
に
し
ま

す
。

－ １９ －



機
関
誌
「
新
星
通
信
」
は
、
一
〇
〇
号
を
迎
え
ま
し
た
。

漢
点
字
の
恩
恵
を
一
身
に
浴
び
て
い
る
私
達
が
、
何
を
す
れ

ば
よ
い
か
、
こ
の
間
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
考
え
て
み
て
も
よ
い

こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
が
漢
点
字
を
知
っ
た
の
は
、
一
九
七
八
年
、
直
ぐ
に
川
上

先
生
に
お
手
紙
を
書
い
て
、
通
信
教
育
を
受
講
し
ま
し
た
。

何
を
す
れ
ば
よ
い
か
、
こ
の
間
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
考
え
て

み
て
も
よ
い
頃
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
が
漢
点
字
を
知
っ
た
の
は
、
一
九
七
八
年
、
直
ぐ
に
川
上

先
生
に
お
手
紙
を
書
い
て
、
通
信
教
育
を
受
講
し
ま
し
た
。
何

故
考
え
る
間
も
な
く
学
習
に
入
っ
た
か
と
言
え
ば
、
盲
学
校
を

卒
業
し
社
会
人
と
な
っ
た
後
、
如
何
に
漢
字
に
呪
縛
さ
れ
続
け

て
い
た
か
、
そ
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
た
か
っ
た
か
ら
に
他
な
り
ま

せ
ん
。

そ
の「
呪
縛
」
と
は
、
正
に
「
漢
字
な
し
に
は
言
語
の
生
活
は
で

き
な
い
。
人
間
は
言
語
な
し
に
は
生
き
ら
れ
な
い
。
」
と
い
う
も

の
で
、
裏
返
せ
ば
漢
字
を
知
る
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
縛
り
を
解
く

鍵
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
今
振
り
返

れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
漢
点
字
の
学
習
に
入
る
の
が
通
常
だ

と
、
私
は
疑
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

ず
っ
と
後
に
な
っ
て
、
視
覚
障
害
者
も
パ
ソ
コ
ン
で
文
字
が
書

け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
漢
点
字
学
習
者
が
激
減
し
、
ま
た
、
そ
れ
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た
と
え
ば
、
も
の
を
拾
う
よ
う
な
場
合
は
体
を
前
屈
す
る

よ
り
、
膝
を
曲
げ
て
行
う
よ
う
に
し
ま
す
。

腰
痛
は
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
適
応
症
で
は
あ
り
ま
す
が
、
重
症
疾

患
の
一
症
状
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
施
術
を

受
け
る
前
に
は
施
術
者
に
経
過
や
随
伴
症
状
に
つ
い
て
で
き
る

だ
け
詳
し
く
話
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
施
術
者
は
そ
の

腰
痛
が
施
術
対
象
と
な
る
も
の
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

も
し
、
そ
の
腰
痛
が
理
療
の
施
術
対
象
と
な
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
劇
的
な
効
果
が
現
れ
ま
す
。

腰
痛
で
困
っ
て
い
る
方
は
、
あ
ま
り
我
慢
せ
ず
積

極
的
に
マ
ッ
サ
ー
ジ
や
鍼
・
灸
の
治
療
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

【
左
記
は
、
日
本
漢
点
字
協
会
の
機
関
誌
「
新
星
通
信
」
が

一
〇
〇
号
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
へ
向
け
て
岡
田
が

執
筆
し
た
も
の
で
す
。
】

「
新
星
通
信
」
一
〇
〇
号
に
寄
せ
て

〈
漢
点
字
〉
の
デ
ィ
レ
ン
マ

岡
田
健
嗣

漢
点
字
の
産
み
の
親
・
川
上
泰
一
先
生
が
逝
か
れ
て
十
年
、

 



ま
で
漢
点
字
の
使
用
者
で
あ
っ
た
人
た
ち
が
、「
漢
点
字
に
頼
ら

な
く
て
も
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
が
書
け
る
」
と
し
て
、
漢
点
字

か
ら
離
れ
て
行
っ
た
姿
に
直
面
し
て
、
心
か
ら
驚
い
た
の
で
し

た
。私

が
初
め
て
パ
ソ
コ
ン
で
文
字
を
書
い
た
の
は
、
漢
点
字
直
接

入
力
の「
チ
ノ
ワ
ー
ド
」
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開
発
さ
れ
て
の
こ

と
で
し
た
。
私
自
身
、
人
の
手
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
自
力
で
文

字
を
書
い
た
の
は
、
そ
の
と
き
が
初
め
て
で
し
た
。
確
か
に
そ
の

感
動
は
、
言
葉
に
で
き
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
自
力
で
文
字
が
書
け

る
こ
と
に
、
確
か
に
満
足
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
多
く
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開
発
さ
れ
て
、
私
た
ち
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
う
こ
と
で
、
日
常
的
に
墨
字
を
書
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
多
く
の
人
が
、
こ
れ
で
漢

点
字
の
役
割
は
終
わ
っ
た
と
し
て
、
漢
点
字
か
ら
離
れ
て
行
き

ま
し
た
。「
名
前
も
書
け
る
、
住
所
も
書
け
る
、
難
し
い
こ
と
は

い
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
十
分
で
す
。
」
と
よ
く
耳
に
し
た
も
の
で
し

た
。川

上
先
生
は「
読
み
、
書
き
、
算
盤
」
と
、
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
先
ず
「
読
み
」
、
漢
点
字
は
「
読
む
た
め
の
文

字
」
、
沢
山
読
む
こ
と
で
、
初
め
て「
書
く
」
こ
と
に
繋
が
る
と
い

う
の
で
す
。
け
だ
し
常
識
的
な
ご
見
解
で
す
。

し
か
し
、
視
覚
障
害
者
の
最
も
大
き
な
期
待
が
、「
書
く
」
こ

－ ２１ －

と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
う
こ
と
で
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。一

九
八
〇
年
代
に
は
、
多
く
の
人
が
漢
点
字
を
学
ん
で
、
漢

字
の
世
界
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
し
た
。
漢
字
へ
の
関
心
に
応
え

る
資
料
も
、
各
点
字
製
作
所
が
、
競
っ
て
出
版
し
ま
し
た
。
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
発
達
と
と
も
に
、
漢
点
字
へ
の
期
待
も
、
漢

字
へ
の
関
心
も
、
急
速
に
萎
ん
で
行
き
ま
し
た
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
私
は
再
度
識
字
を
考
え
た

い
と
思
い
ま
す
。

一
般
に
文
字
を
学
ん
だ
人
は
何
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？
言

う
ま
で
も
な
く
本
を
読
み
ま
す
。

漢
点
字
を
習
得
し
た
私
た
ち
は
、
や
は
り
本
を

読
ん
で
、
そ
の
結
果
を
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え

て
表
明
す
る
こ
と
を
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
今
、「
教
養
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
よ
く

考
え
ま
す
。
既
に
死
語
と
な
り
果
て
た
感
の
あ
る
語
で
す
が
、

今
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の「
教
養
」
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

時
間
が
か
か
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
関
心
を
世
界
の
隅
々
に
向

け
て
、
多
く
の
事
象
を
捕
ら
え
て
、
消
化
し
、
組
み
直
し
て
、
再

び
発
信
す
る
、
こ
れ
が
「
教
養
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

か
、
こ
う
い
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
参
加
す
る
こ
と
が
、
漢
点
字
へ

の
感
謝
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。  



め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
、
左
記
の
よ
う
に
使
用
し
て
お
り
ま

す
。

（
一
）
録
音
資
料
のＤ

Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ

版
は
、
四
〇
〇
枚
の
複
製
を

作
っ
て
、
日
本
漢
点
字
協
会
の
機
関
誌
「
新
星
通
信
一
〇

〇
号
」
の
付
録
と
し
て
、
協
会
員
に
配
布
し
て
頂
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

現
在
、
東
京
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
の
ご
協
力
も
得
て
作
業
の

最
後
の
工
程
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

（
二
）
漢
点
字
の
、
視
覚
障
害
者
向
け
の
Ｐ
Ｒ
用
と
し
て
、
無
料

で
配
布
し
ま
す
。
対
象
と
な
る
お
知
り
合
い
が
お
ら
れ
ま

し
た
ら
、
ご
遠
慮
な
く
お
申
し
出
下
さ
い
。

（
三
）
ビ
デ
オ
も
、
岡
田
の
演
題
だ
け
で
す
が
、
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
必
要
な
方
は
、
お
申
し
出
下
さ
い
。

（
四
）
こ
の
ビ
デ
オ
を
、
レ
ジ
ュ
メ
と
と
も
に
、
二
つ
の
自
治
体
に

送
り
ま
し
た
。

ａ
．
横
浜
市
の
制
度
「
市
長
へ
の
手
紙
」
に
、
手
紙
を
付
け
て
送

り
ま
し
た
。
書
面
は
岡
田
が
書
い
た
も
の
で
す
。
本
誌
に

掲
載
致
し
ま
し
た
の
で
、
ご
笑
覧
下
さ
い
。

ｂ
．
東
京
都
の「
都
民
の
声
」
に
送
り
ま
し
た
。
書
面
は
、
墨

田
区
在
住
の
木
村
多
恵
子
さ
ん
に
お
書
き
頂
き
ま
し
た
。

Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

の
活
動
の
一
つ
に
位
置
づ
け
た
い
と
考
え
ま

－ ２２ －

 

ご
報
告
と
ご
案
内

横
浜
国
大
・
公
開
講
座
、
そ
の
後

前
号
で
ご
報
告
致
し
ま
し
た
よ
う
に
、
去
る
七
月
三
十
一
日

（
土
）
に
催
さ
れ
た
、
横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
・
村

田
忠
禧
教
授
主
催
の
公
開
講
座
、「
二
十
一
世
紀
の
漢
字
文
化

を
考
え
る
」
に
、
岡
田
が
、
講
師
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

受
講
し
て
下
さ
い
ま
し
た
皆
様
、
準
備
を
お
手
伝
い
い
た
だ

き
ま
し
た
皆
様
の
お
陰
で
、
何
と
か
形
に
で
き
た
も
の
と
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
内
容
は
、

①
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
時
代
の
日
本
と
中
国
の
漢
字
文
化
人
名

用
漢
字
拡
大
の
問
題
点
（
村
田
忠
禧
教
授
）

②
日
本
と
中
国
の
漢
字
改
革
の
共
通
性
と
個
別
性
お
よ

び
統
一
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
（
馮
良
珍
〈
ふ
う
・
り
ょ

う
ち
ん
〉
教
授
）

③
漢
字
を
表
現
で
き
る
点
字
＝
「
漢
点
字
」
と
は
何
か
、

お
よ
び
そ
の
国
際
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
（
岡
田
健
嗣
）

そ
の
模
様
を
ビ
デ
オ
・
テ
ー
プ
と
、Ｄ

Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ

（
音
声
）
に
収
録
し
ま
し
た
。
録
音
版
は
、
村
田
・
馮
両

先
生
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
、
三
題
の
演
題
と
質
疑
が
収

 



す
の
で
、「
う
ず
れ
ぽ
」
に
掲
載
致
し
ま
し
た
。
ご
精
読
下
さ

い
。十

月
十
日
現
在
、
残
念
で
す
が
、
市
・
都
と

も
に
、
ご
返
事
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

日
本
漢
点
字
協
会
か
ら

「
川
上
泰
一
先
生
没
後
十
年
、
新
星
通
信
一
〇
〇
号
発

刊
記
念
の
つ
ど
い
」
が
催
さ
れ
ま
す
。

日
時
：

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
日
（
土
）

１
３
：
２
０

～１
７
：
０
０

（
式
典
、
講
演
）

１
８
：
０
０

～２
０
：
０
０

（
懇
親
会
）

会
場
：

式
典
、
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
盲
人
情
報
文
化

セ
ン
タ
ー
九
階
ホ
ー
ル
。
懇
親
会
、
徐
園

詳
細
は
、〒

５
６
５

‐０
８
７
５

吹
田
市
青
山
台
三
‐
四
一
‐
九

電
話
〇
六
‐
六
八
三
一
‐
四
五
六
五
、
同
会
へ
。

ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト２

１

か
ら

Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

で
は
、
港
区
で
、
漢
点
字
の
学
習
会
を
企
画

し
ま
し
た
。
以
下
、
ご
案
内
か
ら
、

  

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
・
ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト２

１

理
事
長
安
田
章

本
会
は
、
こ
の
五
月
二
十
四
日
に
発
足
し
た
、
港
区
に
拠
点

を
置
く
、
障
害
者
の
地
域
生
活
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
創
出
を

目
的
と
し
たＮ

Ｐ
Ｏ

法
人
が
、
以
下
の
要
領
で〈
漢
点
字
〉
の
学

習
会
を
企
画
し
ま
し
た
。

本
会
で
は
、
皆
様
の
ご
関
心
を
得
て
、〈
漢
点
字
〉
へ
の
広
い
ご

理
解
を
実
現
で
き
る
よ
う
、
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

〈
漢
点
字
〉
と
は
？
「
点
字
」
は
、
視
覚
障
害
者
が
指
先
で
触
れ

て
読
む
、
〝
触
読
文
字
〟
で
す
。

我
が
国
で
も
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
に
、「
日
本
語

点
字
」
と
し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の「
点
字
」
は「
カ
ナ
文
字
」
だ
け
、
し
か
も
カ
タ
カ
ナ

と
ひ
ら
が
な
の
区
別
の
な
い
も
の
で
し
た
。
現
在
通
常
使
用
さ
れ

て
い
る
の
が
、
こ
の「
日
本
語
点
字
」
で
す
。

日
本
語
の
表
記
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
、
「
漢
字
仮
名
交
じ

り
文
」
と
呼
ば
れ
る
、
〈
漢
字
〉
と
〈
カ
ナ
文
字
〉
で
綴
ら

れ
る
も
の
で
す
。
日
本
語
が
こ
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
る
限

り
、
〈
漢
字
〉
と
、
そ
し
て
二
つ
の
体
系
の
〈
カ
ナ
文
字
〉

が
必
要
で
す
。

〈
漢
点
字
〉
は
、
一
九
六
九
年
に
発
表
さ
れ
た
、
唯
一
の
、

触
読
用
の
〈
漢
字
〉
で
す
。

－ ２３ －



－ ２４ －

こ
の
度
の
学
習
会
で
は
、
日
本
の
「
点
字
」
が
置
か
れ
て

い
る
状
況
に
光
を
当
て
、
〈
漢
点
字
〉
の
構
成
の
理
解
を
通

し
て
、
視
覚
障
害
者
に
も
〈
漢
字
〉
を
、
充
分
理
解
し
使
い

こ
な
せ
る
こ
と
を
、
ご
存
知
い
た
だ
け
る
よ
う
願
っ
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
、
如
何
に
す
れ
ば
普
及
が
は
か
れ
る
か
、

〈
識
字
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
共
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。
学
習
会
は
、
毎
月
第
三
水
曜
日
に
実
施
を
予
定

し
て
お
り
ま
す
。

（
中
略
）

記

一
．
日

程

平
成
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日
（
水
）

午
後
六
時
～
八
時

二
．
会

場

港
区
障
害
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

七
階
会
議
室

港
区
芝
一－

八－

二
三

電
話

五
四
三
九－

二
一
一
一
（
代
）

三
．
費

用

五
〇
〇
円
（
資
料
代
含
む
）

四
．
そ
の
他

筆
記
具
等

（
以
上
）

Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

で
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
致
し
ま
し

た
。
ご
覧
下
さ
い
。
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青
空
文
庫

本
会
で
は
兼
ね
て
よ
り
、
電
子
図
書
館
「
青
空
文
庫
」
の
デ
ー

タ
を
、
漢
点
字
の
デ
ー
タ
に
編
集
す
る
活
動
を
続
け
て
参
り
ま

し
た
が
、
こ
の
ほ
ど
、
夏
目
漱
石
の
作
品
が
、
ほ
ぼ
完
成
し
ま
し

た
。詳

細
は
、
本
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

今
後
も
、
明
治
の
文
学
か
ら
取
り
上
げ
て

参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
読
者
の

皆
様
か
ら
の
ニ
ー
ズ
に
お
答
え
し
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

ご
希
望
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

ご
連
絡
は
、Ｅ

‐Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ

：

e
ib
_o
k
a
d
a
@
y
b
b
.n
e
.jp

（
岡
田
）

羽
化
の
会Ｈ

・Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｌ

：

h
ttp
:/
/
u
k
an
o
k
a
i.w
e
b
.in
fo
se
e
k
.c
o
.jp
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飲

酒

〔
東
晋
〕
陶
潜

と

う

し

ん

と

う

せ

ん

ビ
テ

ヲ

リ

ニ

結
レ

廬

在
二

人

境
一

モ

シ

ノ

シ
キ

而

無
二

車

馬

喧
一

フ

ニ

ゾ

ク

ル
ト

問
レ

君

何

能

爾

ケ
レ
バ

ラ

ナ
リ

心

遠

地

自

偏

ル

ヲ

ノ

采
レ

菊

東

籬

下

ト
シ
テ

ル

ヲ

悠

然

見
二

南

山
一

ニ

ク

山

氣

日

夕

佳

ニ

ル

飛

鳥

相

與

還

ノ

リ

此

中

有
二

眞

意
一

シ
テ

ゼ
ン
ト

ニ

ル

ヲ

欲
レ

辯

已

忘
レ

言

廬
（
ろ
）
を
結
び
て
人
境
（
じ
ん
き
ょ
う
）
に
在
り

而
（
し
か
）
も
車
馬
の
喧
（
か
し
ま
）
し
き
無
し

君
に
問
う
何
ぞ
能
（
よ
）
く
爾
（
し
か
）
る
と

心
遠
け
れ
ば
地
自
（
お
の
ず
か
）
ら
偏
（
へ
ん
）
な
り

菊
を
采
る
東
籬
（
と
う
り
）
の
下
（
も
と
）

悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る

山
気
日
夕
（
に
っ
せ
き
）
に
佳
（
よ
）
く

飛
鳥
相
与
（
あ
い
と
も
）
に
還
る

此
の
中
（
う
ち
）
真
意
有
り

弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
已
（
す
で
）
に
言
（
げ
ん
）
を
忘
る

人
里
の
中
に
粗
末
な
家
を
か
ま
え
て
住
ん
で
い
る
が
／
訪
れ
る

車
馬
の
音
も
な
い
／
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
暮
ら
し
が
で
き
る

の
か
／
私
の
心
が
俗
世
を
遠
く
離
れ
て
い
る
の
で
住
む
地
も
自

然
と
世
間
離
れ
し
て
し
ま
う
の
だ
／
東
の
垣
の
そ
ば
で
菊
を
つ

み
と
り
／
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
で
南
の
山
を
見
る
／
山
の

様
子
は
夕
暮
れ
が
よ
い
／
飛
ぶ
鳥
は
連
れ
だ
っ
て
ね
ぐ
ら
に
帰

る
／
こ
の
よ
う
な
自
然
と
生
活
の
中
に
人
生
の
真
意
が
あ
る
／

（
こ
の
す
ば
ら
し
さ
を
）
言
葉
で
述
べ
よ
う
と
し
た
が
、
も
う
言

う
言
葉
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た

廬
＝
い
お
り
。
そ
ま
つ
な
家
。
人
境
＝
人
間
の
世
界
、
俗
世
間
。

而
＝
こ
こ
で
は｢

し
か
も｣

｢

し
か
れ
ど
も｣

と
読
む
逆
接
用
法
。

君
＝
陶
潜
自
身
。
何
能
＝
ど
う
し
て
…
で
き
る
の
か
。

爾
＝
そ
の
よ
う
で
あ
る
。
籬
＝
ま
が
き
。
竹
や
柴
な
ど
を
あ
ん

だ
垣
根
。
日
夕
＝
①
昼
も
夕
方
も
。
②
夕
方
、
夕
暮
れ
。
こ
こ

は
②
。

見
＝
目
に
う
つ
る
。
（
看
は
じ
っ
と
み
る
・
み
ま
も
る
。

視
は
ま
っ
す
ぐ
み
る
・
よ
く
み
る
。
）
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飲 酒

結 ビテ 廬 ヲ 在 リ 人 境 ニ

而 モ 無 シ 車馬 ノ 喧 シキ

問 フ 君 ニ 何 ゾ 能 ク 爾 ルト

心遠 ケレ バ 地 自 ラ 偏 ナリ

采 ル 菊 ヲ 東 籬 ノ 下

悠 然 トシテ 見 ル 南 山 ヲ

山 氣 日夕 ニ 佳 ク

飛 鳥 相 與 ニ 還 ル

此 ノ 中 有 リ 眞 意

欲 シテ 辯 ゼント 已 ニ 忘 ル 言

ヲ

陶潜（陶淵明）は、六朝時代の東晋の詩人。役人生活を嫌い、「帰去来辞」を賦
して故郷の田園に帰り、自適の生活を送った。
この詩は「飲酒」二十首中の第五番。
漱石は「采(採)菊東籬下 悠然見南山」を『草枕』に引用し、山口青邨（せいそ
ん）は「菊咲けり陶淵明の菊咲けり」「甕（かめ）にあふれ東籬にあふれ菊咲けりな
どの句を詠んでいる。
〈参照図書〉馬場武二郎 ｢基礎からわかる漢文｣､｢要説 漢詩｣ (日栄社) 他
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ひたひたと 夕 あしせまる 厨 辺 に

ほうれん草の 茎 そろへけり

長 沢 美 津

毎日ただ暑い暑いと過ごした夏でしたが、過ぎてしまえば既に夕ぐれは早く
なっています。
何かものさみしい思いに誘われるのですが、その夕ぐれの早さを「ひたひた

と夕あしせまる」と作者は表現しています。厨辺、つまり台所にいて、その夕
くりやべ

ぐれの早さに追われるように家族の夕餉の仕度をするのでしょう。
夏の間は見かけなかったほうれん草をまっ青に湯掻き茎を揃えてゆく。
日常、女性なら誰でもが経験するような事なのですが、下句のさりげない具

体的な表現によって心ひかれる一首です。

ふと 記 憶 失 せたる ご とく 乗 捨 ての

自 転 車の 辺 も 素 枯 れ 果 てたり

百 々 登 美 子
と ど と み こ

乗捨てられた自転車はふと記憶を失ったようだという上句の表現には、はっ
とさせられます。
作者は、ある日この自転車が草の中にとめられたのを知っていたのかもしれ

ません。そして長く打し捨てられている光景を見ていたのでしょうか。
自らは動く筈のない自転車が持主や走ってきた道の記憶を失ってしまったよ

うに感じられるのは不思議ではありますが、結句の「素枯れ果てたり」という
突き放したような表現には哀れがあります。

編集後記 《表紙絵 岡 稲子》
．．．．

暑い夏・多い台風、今年は少々変ですね。庭にはまだ、夏の花が元気いっぱい咲

いています。変と言えば漢字変換をしてへんてこりんな変換が出ます、「隊長不

良→体調不良」、「王とされ→嘔吐され」？？さすが時間に追われていると「も

～、しっかり変換して」、パソコンに向かって話しかけます。端から見ると「変

だよ！」言ったその人も「なんだよ！」パソコンって人格があった？！

次回の発行は１０月１５日です。 宇田川 幸子
※ 本誌（活字版・テープ版・ディスク版）の無断転載はかたくお断りします。


