
横 浜 漢 点 字 羽 化 の 会
〒231-0851 横浜市中区山元町2-105 Tel 045-641-1290

発行責任者 代 表 岡 田 健 嗣
編集責任者 宇田川 幸 子

２００４年 １２月１５日発行（隔月刊）

目 次

連載「点字から識字までの距離」（４４）（山内 薫） ・・・・・・１

新しい介護（平瀬 徹） ・・・・・・・・・・５

漢点字と中国語
－川上泰一先生逝去10周年を記念してー（村田 忠禧） ・・・・７

主要症状に対する理療施術（4）（小池上 惇） ・・・・・・・・13

酔夢亭読書日記（７）（安田 章） ・・・・・・・・15

ご報告とご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

漢文のページ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

平野久美子と短歌鑑賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・23



－ １ －

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離

（
四
四
）

知
的
障
害
の
方
へ
の

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
（
四
）

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
福
祉
作
業
所
で
の

サ
ー
ビ
ス
（
一
）

山
内

薫
（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

緑
図
書
館
で
知
的
障
害
の
方
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
取

り
組
み
始
め
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
す
。

一
九
九
五
年
、
図
書
館
の
近
く
に「
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
区
の
施
設
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

「
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
は
一
、
二
階
が
保
育
園
、
三
階
、
四
階

が
知
的
・
肢
体
障
害
者
の
方
々
の
福
祉
作
業
所
、
五
階
が
高
齢

者
の
方
の
作
業
所
、
そ
し
て
六
階
か
ら
八
階
ま
で
が
高
齢
者
住

宅
と
い
う
建
物
で
、
高
齢
者
住
宅
は「
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
高
齢

者
住
宅
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
」
と
い
う
二
〇
戸
の
住
宅
で
す
。

図
書
館
か
ら
歩
い
て
十
分
程
度
の
場
所
に
あ
り
ま
す
が
、
途

中
交
通
量
の
多
い
三
ッ
目
通
り
と
い
う
幹
線
道
路
を
渡
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
区
役
所
の
住
宅
担
当
の
方
か
ら
依
頼
が
あ
り
、
居
住

者
の
方
へ
の
説
明
会
の
お
り
に
図
書
館
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
説

明
に
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
月
一
回
高
齢
者
住
宅
の
七
階
に
あ

る
集
会
室
で
貸
出
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

数
十
冊
の
本
を
箱
に
詰
め
、
そ
の
箱
を
台
車
に
乗
せ
て
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
ま
で
運
ん
で
、
午
後
三
時
か
ら
一
時
間
弱
、
集

会
室
で
貸
出
を
行
う
の
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
方
が
一
人
暮
ら
し

を
し
て
お
ら
れ
、
中
に
は
日
中
は
働
い
て
お
ら
れ
る
方
も
い
ま
す

の
で
、
毎
回
五
～
六
人
の
方
が
利
用
し
て
下
さ
る
程
度
で
し
た

が
、
毎
月
楽
し
み
に
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

七
階
の
集
会
室
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
昇
っ
て
し
ま
う
た
め
に
、

最
初
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一
階
で
知
的
障
害
や

肢
体
障
害
の
方
と
お
会
い
す
る
こ
と
も
あ
り
、
下
に
授
産
施
設

が
あ
る
と
知
り
、
担
当
の
同
僚
と
是
非
下
の
福
祉
作
業
所
で
も

サ
ー
ビ
ス
を
や
り
た
い
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
一
九
九
八
年
の
六
月
に
福
祉
作
業
所
を
見
学
さ
せ

て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
作
業
所
は
四
階
に
あ
り
、
班
ご

と
に
何
種
類
か
の
仕
事
を
各
部
屋
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
見
学

中
、
一
緒
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
透
明
な
袋
に
詰
め
る
作
業
を
し
て
、

何
人
か
の
方
と
い
ろ
い
ろ
話
を
し
た
り
図
書
館
の
Ｐ
Ｒ
を
し
た
り

し
ま
し
た
。
そ
し
て
翌
月
か
ら
高
齢
者
住
宅
と
同
じ
日
に
貸
出

を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

高
齢
者
住
宅
で
貸
出
す
る
の
が
三
時
か
ら
で
す
の
で
、
そ
の

前
の
二
時
半
か
ら
二
時
四
五
分
ま
で
の
作
業
所
の
休
憩
時
間

に
、
三
階
に
あ
る
食
堂
の
テ
ー
ブ
ル
に
本
や
Ｃ
Ｄ
を
並
べ
て
貸
出

を
始
め
ま
し
た
。

漫
画
や
Ｃ
Ｄ
、
絵
本
、
動
物
や
鉄
道
の
写
真
集
な
ど
を
持
っ



－ ２ －

に
資
料
を
並
べ
て
貸
出
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
利
用
者
は
常
に
二
十
人
以
上
の
方
が
借
り
て
下

さ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

借
り
ら
れ
る
資
料
は
何
と
い
っ
て
も

Ｃ
Ｄ
が
多
く
、
最
近
の
若
い
人
の
Ｃ
Ｄ
、

当
時
で
す
と
ス
ピ
ー
ド
、
ザ
ー
ド
、
グ
レ

イ
、
エ
ブ
リ
・
リ
ト
ル
・
シ
ン
グ
等
々
が
人

気
が
あ
り
ま
し
た
。
福
祉
作
業
所
に
は

か
な
り
高
齢
の
肢
体
障
害
の
方
も
り
、

カ
セ
ッ
ト
の
演
歌
系
の
歌
手
の
も
の
等

も
希
望
が
あ
り
ま
し
た
。
漫
画
も
人
気

が
あ
り
ド
ラ
え
も
ん
、
セ
ー
ラ
ム
ー
ン
、

ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
は
必
ず
借
り
て

下
さ
る
方
が
い
ま
す
。

他
に
は
お
菓
子
の
作
り
方
な
ど
子
ど

も
向
き
の
料
理
の
本
、
ウ
サ
ギ
や
ハ
ム
ス

タ
ー
、
盲
導
犬
な
ど
動
物
の
写
真
集
や

飼
い
方
の
本
、
電
車
の
写
真
集
や
鉄
道

雑
誌
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
関
連
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
ア
イ
ド
ル
の

載
っ
て
い
る
「Ｍ

ｙ
ｏ
ｊ
ｏ

」
な
ど
の
雑
誌
、
子
ど
も
向
き
の
星

占
い
な
ど
の
本
等
が
よ
く
借
り
ら
れ
た
資
料
で
す
。

利
用
者
と
会
話
を
交
わ
す
よ
う
に
な
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
方
の

食堂前の廊下で窓際に並べられた資料を見ている

利用者、食堂側の壁に寄り添っているのは職場体験

学習で図書館に来た中学生

て
行
き
ま
し
た
が
、
初
回
は
登
録
者
が
六
人
、
子
ど
も
向
け
の

料
理
の
本
、
漫
画
、
カ
セ
ッ
ト
六
本
、
Ｃ
Ｄ
三
点
が
借
り
ら
れ
ま

し
た
。

作
業
所
の
作
業
が
四
時
前
に
終
わ
り
ま
す
の
で
、
高
齢
者
住

宅
で
の
貸
出
が
終
わ
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
時
間

に
な
り
、
少
し
待
っ
て
い
る
と
皆
さ
ん
が
次
々

と
一
階
の
ロ
ビ
ー
を
通
っ
て
帰
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
一
階
ロ
ビ
ー
に
あ
る
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス

の
上
に
貸
し
出
さ
れ
な
か
っ
た
資
料
を
も
う

一
度
並
べ
て
、
次
回
の
訪
問
予
定
日
を
書
い

た
チ
ラ
シ
を
配
っ
た
り
、
帰
り
の
時
に
も
借

り
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
ら
、
二
時
半
の

休
憩
時
間
に
食
堂
に
来
ら
れ
な
い
方
も
何

人
か
借
り
て
下
さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

半
年
も
過
ぎ
る
頃
に
は
一
五
人
く
ら
い
の

方
が
借
り
て
下
さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
一
五
分
と
い
う
短
い
休
憩
時
間
で
は
、

四
階
の
車
い
す
の
方
は
三
階
の
食
堂
ま
で
は

来
に
く
い
こ
と
や
送
迎
バ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方
は
帰
り
の
時
間

は
忙
し
く
て
資
料
を
ゆ
っ
く
り
見
て
い
る
時
間
が
な
い
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
翌
年
の
三
月
か
ら
は
お
昼
休
み
の
十
二
時
か
ら
一
時

ま
で
の
間
、
全
員
が
集
ま
る
食
堂
の
脇
に
あ
る
廊
下
の
棚
の
上



－ ３ －

書
館
に
来
て
も
ら
い
、
他
の
人
の
目
を
気
に
し
な
い
で
ヌ
ー
ド
写

真
集
を
選
ん
で
も
ら
お
う
と
思
う
。

★
エ
ピ
ソ
ー
ド
二

Ｋ
さ
ん
は
、
知
的
障
害
が
あ
る
人
で
、
店
開
き
を
し
て
も
借

り
て
い
か
な
い
人
だ
っ
た
。
あ
る
と
き
、
別
の
利
用
者
で
竹
之
内

豊
の
フ
ァ
ン
が
い
て
、
薬
局
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
〝
メ
デ
ィ
エ
ー
ド

〟
の
ポ
ス
タ
ー
を
あ
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
Ｋ
さ
ん
も
そ

れ
を
機
に
親
し
く
話
し
掛
け
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

実
は
Ｋ
さ
ん
も
、
竹
之
内
豊
と
キ
ム
タ
ク
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
だ

っ
た
。
彼
女
に
は
そ
の
後
、
別
の
職
員
が
持
っ
て
き
て
く
れ
た
キ
ム

タ
ク
の
サ
ン
ト
リ
ー
の
ポ
ス
タ
ー
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
と
て
も
喜

ん
で
く
れ
た
。

そ
の
後
、
竹
之
内
豊
の
写
真
集
の
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
っ
た
が
、

所
蔵
無
し
の
た
め
、
竹
之
内
豊
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
セ
ー
タ

ー
の
編
み
方
の
本
や
、
雑
誌
、
チ
ラ
シ
を
探
し
て
は
、
訪
問
時
に

持
っ
て
い
っ
た
が
、
と
て
も
喜
ん
で
く
れ
た
。
今
で
も
引
き
続
き

雑
誌
に
載
っ
て
い
れ
ば
チ
ェ
ッ
ク
し
、
コ
ピ
ー
を
取
っ
た
り
貸
し
出

し
た
り
し
て
い
る
。

そ
の
Ｋ
さ
ん
が
、
作
業
所
の
お
休
み
の
日
に
図
書
館
に
遊
び

に
来
て
く
れ
た
。
そ
の
時
は
、
編
み
こ
み
ヘ
ア
の
ス
タ
イ
ル
ブ
ッ
ク

を
探
し
て
い
る
と
い
う
の
で
書
架
を
案
内
し
た
が
、
そ
の
後
も
時

々
訪
ね
て
き
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

要
望
も
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

あ
る
方
は
お
祭
り
が
大
好
き
と
伺
い
御
神
輿
の
写
真
の
載
っ

て
い
る
本
や
全
国
の
お
祭
り
の
載
っ
て
い
る
本
な
ど
を
毎
回
用

意
し
ま
し
た
。
ま
た
、
あ
る
方
は
東
映
の
時
代
劇
や
高
田
浩
吉

の
出
て
い
る
本
と
い
う
こ
と
で
関
連
の
写
真
集
な
ど
を
探
し
て

お
持
ち
し
ま
す
。

当
時
の
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
同
僚
が
ま
と
め
て
い
ま
す
の

で
、
以
下
に
そ
れ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

★
エ
ピ
ソ
ー
ド
一

訪
問
三
回
目
の
頃
、
宮
沢
り
え
の「S

an
ta

F
e

」
を
持
っ
て
い

っ
た
ら
、
周
り
の
反
響
は
大
き
か
っ
た
け
れ
ど
軽
い
知
的
障
害
の

あ
る
Ｙ
さ
ん
が
借
り
て
く
れ
た
。

そ
れ
以
降
毎
回
、
樋
口
可
南
子
、
島
田
陽
子
等
の
ヌ
ー
ド
写

真
集
を
持
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
借
り
て
く
れ
た
。

た
だ
、
周
り
の
利
用
者
の
目
を
気
に
し
て
Ｙ
さ
ん
が
借
り
に

く
そ
う
に
し
て
い
た
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
手
提
げ
袋
に
資
料
を

入
れ
、
他
の
人
に
は
中
身
が
分
か
ら
な
い
よ
う
貸
し
出
す
こ
と

に
し
た
。

そ
れ
で
も
、
他
の
利
用
者
に
わ
か
っ
て
し
ま
い
、
女
性
の
利
用

者
か
ら
は
、
非
難
の
声
が
あ
が
っ
た
よ
う
で
、
セ
ン
タ
ー
に
直
接

持
っ
て
い
く
の
は
や
め
に
し
た
。

Ｙ
さ
ん
は
、
現
在
怪
我
を
し
て
休
ん
で
い
る
が
、
治
っ
た
ら
図



★
エ
ピ
ソ
ー
ド
三

Ｓ
さ
ん
は
、
軽
い
知
的
障
害
と
下
肢
障
害
を
併
せ
持
つ
人

で
、
大
沢
た
か
お
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
。
Ｋ
さ
ん
と
同
じ
く
写
真
集

を
希
望
し
た
が
、
大
沢
た
か
お
の
写
真
集
は
墨
田
区
の
図
書
館

で
は
所
蔵
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
購
入
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
モ

デ
ル
時
代
の
写
真
が
見
た
い
と
い
う
の
で
、
大
宅
壮
一
文
庫
の

目
録
で
検
索
し
、
雑
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
他
の
図
書
館
か
ら

取
り
寄
せ
て
提
供
し
た
。
ま
た
、
数
年
前
主
演
し
た
ド
ラ
マ
の
原

作
が
読
み
た
い
と
い
わ
れ
た
と
き
は
、
他
区
か
ら
借
り
て
対
応

し
た
。
あ
ま
り
雑
誌
に
は
登
場
し
な
い
が
、
新
し
く
記
事
が
載
れ

ば
、
コ
ピ
ー
し
て
提
供
し
て
い
る
。

担
当
者
が
、「
大
沢
た
か
お
、
大
沢
た
か
お
」
と
騒
い
で
い
る
の

で
、
こ
の
ご
ろ
は
雑
誌
の
担
当
を
始
め
、
他
の
職
員
も
雑
誌
等

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
れ
て
、
記
事
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
一
九
九
九
年
の
二
月
に
大
沢
た
か
お
主
演
の
ド
ラ
マ

の
放
送
が
あ
っ
た
と
き
、
な
ん
と
な
く
録
画
し
て
お
い
た
の
だ

が
、
そ
れ
を
数
ヵ
月
後
に
思
い
出
し
Ｓ
さ
ん
に
譲
ろ
う
と
思
い
、

六
月
に
作
業
所
を
訪
問
し
た
折
に
打
診
し
て
み
た
。
が
、
そ
の

場
で
は
こ
と
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
日
の
夕
方
、
Ｓ
さ
ん
か
ら
の
電
話
が
あ
り
、
他
の
人
の
手

前
受
取
づ
ら
か
っ
た
が
、
本
当
は
ビ
デ
オ
が
欲
し
い
と
の
こ
と
だ

っ
た
。
Ｓ
さ
ん
に
は
、
後
日
図
書
館
に
来
て
も
ら
い
、
ビ
デ
オ
を

渡
し
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
た
。
Ｓ
さ
ん
い
わ
く
、
作
業
所

は
障
害
の
程
度
が
い
ろ
い
ろ
で
、
自
分
は
中
途
半
端
な
状
況
だ

か
ら
、
周
り
に
気
を
使
う
こ
と
も
多
い
。

本
当
は
大
沢
た
か
お
以
外
に
も
四
字
熟
語
の
本
や
、
森
繁

久
弥
の
新
刊
等
も
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
他
の
利
用

者
に
あ
ま
り
知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
も
話
し
て
く
れ
た
。

Ｓ
さ
ん
に
は
、
今
後
、
図
書
館
に
直
接
来
て
借
り
た
ら
ど
う
か

と
勧
め
て
み
た
。
（
竹
内
静
子
）

ま
た
、
車
い
す
の
Ｔ
君
の
よ
う
に
ス
ピ
ー
ド
の
フ
ァ
ン
だ
と
分
か

っ
た
場
合
に
は
、
雑
誌
の
表
紙
や
広
告
な
ど
に
ス
ピ
ー
ド
が
出
て

い
る
と
必
ず
持
っ
て
行
く
よ
う
に
し
て
い
た
。
当
時
エ
プ
ソ
ン
の
プ

リ
ン
タ
ー
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
ス
ピ
ー
ド
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

あ
り
、
秋
葉
原
の
電
気
街
に
あ
る
エ
プ
ソ
ン
シ
ョ
ッ
プ
ま
で
行
っ
て

広
告
チ
ラ
シ
を
も
ら
い
に
行
っ
た
り
し
ま
し
た
。

利
用
者
の
様
々
な
要
望
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
と
、
図
書
館

で
所
蔵
し
て
い
る
資
料
だ
け
で
は
と
て
も
対
応
し
き
れ
な
い
こ
と

に
な
り
、
そ
の
人
の
興
味
や
関
心
の
視
点
か
ら
様
々
な
資
料
や

も
の
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

さ
て
、
昼
休
み
に
貸
出
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
、
昼
食
後
二

〇
分
程
度
は
貸
出
作
業
に
追
わ
れ
る
け
れ
ど
、
残
り
の
二
〇
分

ほ
ど
は
余
裕
が
出
来
る
の
で
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
貸
出
の
後
に

紙
芝
居
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（
以
下
続
く
）

－ ４ －
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［
以
下
は
、
漢
点
字
使
用
者
で
本
会
会
の
、

名
古
屋
在
住
の
平
瀬
徹
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
文
で
す
。

と
り
わ
け
視
覚
障
害
者
は
、
一
つ
の
世
界

に
閉
じ
籠
も
り
が
ち
に
な
り
ま
す
が
、
彼

の
よ
う
に
、
ど
ん
ど
ん
外
へ
出
て
、
普
段
体

験
で
き
な
い
世
界
に
触
れ
る
こ
と
は
、
大
い

に
糧
に
な
る
は
ず
で
す
。
］

先
日
、
生
活
と
リ
ハ
ビ
リ
研
究
所
を
主
宰
す

る
三
好
春
樹
先
生
の
講
演
を
拝
聴
す
る
機
会

に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

彼
は
、
高
校
の
生
徒
会
会
長
と
し
て
学
生
運
動
の
中
心
と
な

り
、
卒
業
を
目
前
に
控
え
た
一
九
六
九
年
に
強
制
退
学
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
職
を
転
々
と
し
な
が
ら
地
元
広
島
や
隣
の
山
口
県

で
政
治
活
動
を
続
け
ま
し
た
が
、
当
時
の
新
左
翼
に
と
っ
て
の

指
導
的
思
想
家
で
あ
っ
た
吉
本
隆
明
の
影
響
で
、
日
常
生
活
の

場
か
ら
『
生
活
者
』
と
し
て
社
会
改
革
運
動
の
再
建
を
志
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
と
き
、
特
に
老
人
介
護
へ
の
関
心
も
な
い
ま
ま
、
に
二

四
歳
で
た
ま
た
ま
知
人
の
依
頼
が
あ
っ
て
、
広
島
県
内
の
特
別

 

新 し い 介 護
平瀬 徹

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
職
員
に
な
り
ま
し
た
。

俗
っ
ぽ
い
も
の
が
嫌
い
で
世
間
に
背
を
向
け
て
い
た
三
好
青
年

は
こ
こ
で『
も
う
一
つ
の
世
間
』
に
出
会
い
ま
す
。

二
八
歳
か
ら
三
年
間
、
三
好
先
生
は
九
州
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
大
学
校
に
通
い
、
理
学
療
法
士
の
資
格
を
取
得
し
、
そ
の
後

再
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
戻
り
、
従
来
の
禁
欲
的
に
努
力

す
る
リ
ハ
ビ
リ
が
思
う
よ
う
な
成
果
を
あ
げ
な
い
こ
と
に
悩
み
、

遊
び
や
ゲ
ー
ム
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
新
し
い
リ
ハ
ビ
リ
を
考

え
出
し
て
実
施
し
、
そ
れ
ら
が
老
人
を
イ
キ
イ
キ
さ
せ
る
の
に

非
常
に
有
効
な
の
を
知
り
ま
す
。

そ
う
し
た
現
場
で
の
試
行
錯
誤
の
積
み
重
ね
の
中
で
、
自
分

の
守
備
範
囲
、
つ
ま
り
自
分
が
人
よ
り
う
ま
く
や
れ
る
仕
事
は

何
な
の
か
に
つ
い
て
の
見
極
め
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
と
同
時

に
、
従
来
の
介
護
の
意
味
や
方
法
を
考
え
直
し
、
新
し
い
介
護

の
あ
り
方
を
も
っ
と
広
い
場
で
作
り
出
し
て
い
き
た
い
と
い
う
志

向
が
生
ま
れ
、
一
九
八
五
年
、
老
人
ホ
ー
ム
を
辞
め
て
、
東
京

に「
生
活
と
リ
ハ
ビ
リ
研
究
所
」
を
設
立
し
ま
す
。

先
生
は
、「
ベ
ッ
ド
が
高
す
ぎ
る
か
ら
寝

た
き
り
を
作
る
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

医
療
は
人
体
を
対
象
と
す
る
の
で
科
学

に
な
る
け
れ
ど
、
介
護
は
人
生
を
相
手
に

す
る
か
ら
非
科
学
的
で
い
い
と
も
お
っ
し
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ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

リ
ハ
ビ
リ
し
よ
う
と
い
う
意
欲
が
な
い
お
年

寄
り
を
ベ
ッ
ド
か
ら
起
こ
し
て
訓
練
室
に
連
れ

て
行
く
の
に
、
化
粧
を
さ
せ
て
着
替
え
さ
せ

た
ら
行
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
お
話
が
あ

り
ま
し
た
。

現
代
医
療
は
急
性
期
の
治
療
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

れ
を
慢
性
期
の
介
護
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
も
う
と
す
る
か

ら
生
活
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
が
印
象

的
で
し
た
。

専
門
学
校
で
、
卒
業
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
、
食
欲
不
振
に
つ
い
て

の
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
た
と
こ
ろ
、
最
も
成
績
が
悪
か
っ
た
生
徒

は
た
だ
一
言
「
鰻
重
を
取
る
」
と
書
い
て
提
出
し
た
そ
う
で
す
。

「
ど
う
し
て
鰻
重
な
の
か
」
と
問
う
と
「
自
分
が
食
べ
た
い
か
ら
」

と
答
え
た
そ
う
で
す
。

そ
の
生
徒
は
、
お
年
寄
り
と
同
じ
視
線
で
話
し
相
手
に
な
っ

た
り
ケ
ア
で
き
る
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
就
職
先
か
ら
と
て
も

重
宝
し
て
い
る
と
い
う
感
謝
の
連
絡
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

い
く
ら
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
美
味
し
い
物
を
出
し
て

も
、
飽
き
て
き
ま
す
。
時
に
は
出
前
を
取
る
。

そ
し
て
、
元
気
が
出
て
き
た
ら
外
食
に
連
れ
出
す
。

 

そ
れ
も
で
き
れ
ば
お
好
み
焼
き
が
い
い
そ
う
で
す
。

お
好
み
焼
き
は
焼
け
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
の
で
、
脳
の
刺

激
に
な
っ
て
と
て
も
い
い
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
お
好
み
焼
き
を
食
べ
て
い
る
と
近
く
の
テ
ー
ブ
ル
で
は

か
き
氷
を
食
べ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
そ
う
す
る
と
お
年
寄
り
も

食
べ
た
く
な
る
。

食
の
バ
ラ
ン
ス
が
変
わ
り
、
と
く
に
糖
尿
の
人
は
気
に
な
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
一
時
の
こ
と
。

目
先
が
変
わ
る
と
、
次
の
日
か
ら
施
設
の
食
事
も
美
味
し
く

食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
結
果
的
に
は
プ
ラ
ス
に
働
く
と
い
う

こ
と
で
す
。

痴
呆
老
人
が
徘
徊
（
は
い
か
い
）
な
ど
問
題
行
動
を
起
こ
す
の

は
、
身
体
の
不
調
を
非
言
語
的
に
訴
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
そ

う
で
す
。

そ
の
中
で
も
最
も
多
い
の
は
便
秘
。

通
常
便
秘
の
ケ
ア
と
し
て
は
、
下
剤
、
浣
腸
（
か
ん
ち
ょ
う
）
、

水
分
や
繊
維
性
食
品
の
摂
取
、
腹
部
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
を
考
え

ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
何
の
解
決
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

先
生
が
提
案
な
さ
る
の
は「
朝
三
〇
分
の
排
泄
（
は
い
せ
つ
）

ケ
ア
の
た
め
の
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
」
だ
そ
う
で
す
。
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朝
食
後
で
も
朝
食
中
で
も
、
と
に
か
く

便
意
を
催
し
た
ら
す
ぐ
に
ト
イ
レ
に
連
れ

て
行
く
。

当
た
り
前
の
こ
と
を
当
た
り
前
に
さ
せ

て
あ
げ
る
こ
と
が
老
人
介
護
に
最
も
大
切
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
。

介
護
保
険
は
チ
ー
ム
ケ
ア
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
一
ス

タ
ッ
フ
の
志
だ
け
で
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
専
門
的

で
あ
り
な
が
ら
老
人
の
個
別
性
、
主
体
性
を
大
切
に
す
る
シ
ス

テ
ム
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

漢
点
字
と
の
出
会
い

私
が
漢
点
字
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
一
九
九
一
年
四
月
に
横
浜
国
立

大
学
教
育
学
部
に
是
沢
富
夫
さ
ん
が
入
学

し
た
た
め
で
あ
る
。

是
沢
さ
ん
は
漢
点
字
使
用
者
で
、
第
二

外
国
語
と
し
て
中
国
語
を
選
択
し
た
。

漢点字と中国語
―川上泰一先生逝去１０周年を

記念して―
村田 忠禧

 

 

 

私
は
彼
が
所
属
す
る
日
本
ア
ジ
ア
文
化
コ
ー
ス
の
教
員
で
あ

り
、
中
国
語
を
も
教
え
て
い
た
の
で
、
必
然
的
に
彼
の
勉
学
の
た

め
の
体
制
作
り
に
関
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

当
時
、
す
で
に
パ
ソ
コ
ン
で
使
え
る
音
声
読
み
上
げ
ソ
フ
ト
は

登
場
し
て
い
た
し
、
点
訳
ソ
フ
ト
も
そ
れ
な
り
に
揃
っ
て
い
た
の

で
、
そ
れ
ら
を
活
用
す
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
だ
ろ
う
、
と
私

は
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
是
沢
さ
ん
か
ら
は
漢
点
字
を
使
用
で
き
る
環
境
が

必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
こ
で
初
め
て
漢
点
字
と
は
何
か
、
そ

れ
を
扱
え
る
環
境
を
整
え
る
に
は
何
が
必
要
か
、
ま
た
そ
れ
を

使
っ
て
ど
の
よ
う
な
教
材
類
を
提
供
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
っ

た
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
私
は
視
覚
障
害
者
を
対
象
と
し

た
教
育
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
ワ

ー
プ
ロ
の
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
と
使
っ
て
い
た
私
に

と
っ
て
、
パ
ソ
コ
ン
の
世
界
は
ほ
と
ん
ど
初
体
験
の
連
続
で
あ
っ

た
。鳴

門
教
育
大
学
の
末
田
統
先
生
、
県
立
平
塚
盲
学
校
の
船

越
正
夫
先
生
、
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
の
岡
田
健
嗣
さ
ん
、
墨

田
区
立
緑
図
書
館
の
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
の
み
な
さ
ん

な
ど
多
く
の
方
々
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
是
沢
さ

ん
自
身
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
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つ
い
で
同
じ
年
の
十
月
に
北
京
を
訪
れ
た
折
に
、
中
国
大
陸

に
お
け
る
点
字
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
た
め
、
北
京

盲
人
学
校
を
訪
れ
た
。

北
京
を
訪
れ
る
前
に
、
漢
点
字
を
扱
う
パ
ソ
コ
ン
の
シ
ス
テ
ム

の
実
際
を
知
る
目
的
で
神
奈
川
県
立
平
塚
盲
学
校
を
訪
問
し

て
い
た
の
で
、
そ
れ
な
り
に
日
本
の
盲
学
校
の
実
情
を
垣
間
見

て
い
た
。

文
革
期
の
こ
と
に
な
る
が
一
九
七
一
年
十
二
月
に
初
め
て

中
国
を
訪
問
し
た
時
に
広
東
省
広
州
市
の
聾
唖
学
校
を
参
観

し
た
こ
と
が
あ
り
、
ハ
リ
治
療
を
受
け
て
聴
力
を
回
復
し
、
話
せ

る
よ
う
に
な
っ
た
喜
び
を
歌
と
踊
り
で
表
現
す
る
聾
唖
学
校
の

生
徒
た
ち
の
姿
を
目
に
し
て
と
て
も
感
動
し
た
。

そ
れ
は
毛
沢
東
思
想
の
宣
伝
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
私
の
脳
裏
に
強
烈
な
印
象
と
し
て
残
っ
て

い
た
。

し
か
し
二
〇
年
後
に
訪
れ
た
北
京
盲
人
学
校
は
、
施
設
の
面

で
日
本
の
盲
学
校
よ
り
は
る
か
に
立
ち
遅

れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
精
神
面
で
も
意

気
消
沈
し
た
様
子
で
、
か
つ
て
広
州
の
聾

唖
学
校
で
の
体
験
と
の
落
差
は
あ
ま
り
に

大
き
か
っ
た
。
校
長
先
生
は
申
し
訳
な
さ

そ
う
な
顔
つ
き
で
、
見
学
料
を
払
っ
て
い
た

そ
し
て
何
よ
り
も
漢
点
字
の
生
み
の
親
で
あ
る
川
上
泰
一
先

生
か
ら
、
漢
点
字
に
つ
い
て
の
説
明
や
誕
生
に
い
た
る
ま
で
の
さ

ま
ざ
ま
な
ご
苦
労
話
を
直
接
う
か
が
い
、
啓
発
さ
れ
る
こ
と
が

い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。

み
な
さ
ん
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
ま
た
文
部
省
か
ら
の
予

算
の
配
慮
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
、
学
習
研
究
社
の
漢
和
辞
典
『
漢

字
源
』
の
漢
点
字
版
を
編
集
・
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

し
こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
の
に
四
年
の
歳
月
が
か
か
っ
て
し
ま
い
、

川
上
泰
一
先
生
に
そ
の
完
成
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。

中
国
語
の
点
字
事
情

も
う
一
つ
解
決
す
べ
き
問
題
と
し
て
中
国
語
の
教
育
が
あ
っ

た
。
視
覚
障
害
者
に
た
い
す
る
中
国
語
教
育
と
い
う
の
は
ま
っ

た
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
問
題
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
中
国
語
の

点
字
に
関
す
る
情
報
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
状
態
で
あ
っ
た
。

幸
い
な
こ
と
に
是
沢
さ
ん
が
入
学
し
た
年
の
五
月
に
台
湾
大

学
日
本
綜
合
研
究
セ
ン
タ
ー
設
立
準
備
会
が
主
催
す
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
台
北
で
開
か
れ
、
私
は
そ
こ
に
招
か
れ
た
。
そ
の
機
会

に
台
湾
の
点
字
が
ど
う
い
う
も
の
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、『
国
語
点

字
』
と
い
う
中
国
語
の
点
字
を
紹
介
し
た
小
冊
子
を
入
手
で
き

た
。
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だ
け
な
い
か
、
と
私
に
申
し
出
る
の
で
あ
っ
た
。

当
時
の
中
国
は
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
（
中
国
で
は

「
六
・
四
動
乱
」
と
呼
ぶ
）
の
影
響
か
ら
抜
け
き
れ
て
い
ず
、
西
側

先
進
諸
国
か
ら
の
経
済
制
裁
の
圧
力
を
受
け
て
お
り
、
情
況
は

大
変
厳
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
あ

ま
り
に
ひ
ど
い
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
盲
人
学
校
で
中
国
の
点
字
を
示
す
資
料
を
い
た
だ
い

た
。
そ
れ
は
点
字
紹
介
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
な
く
、
彼
ら
が
日

常
使
っ
て
い
る
点
字
教
材
資
料
で
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
台
北
で
入

手
し
た
も
の
に
比
べ
て
見
劣
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
と
も
か
く
こ
れ
で
台
湾
と
大
陸
に
お
け
る
中
国
語
の

点
字
の
概
要
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。

台
湾
に
し
ろ
、
大
陸
に
し
ろ
、
中
国
語
の
点
字
は
日
本
の
か

な
点
字
と
同
様
、
発
音
し
か
表
現
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
漢
字

を
表
現
す
る
点
字
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
台
湾
と
大
陸
と
で
は
同
じ
中
国
語
の
点
字
で
あ
り
な
が

ら
、
点
字
体
系
が
異
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
台
湾
と
大
陸
の
盲
人

が
口
頭
で
交
流
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
点
字
で
文
通
し

た
の
で
は
通
じ
な
い
の
で
あ
る
。

台
湾
に
も
大
陸
に
も
点
字
に
よ
る
教
材
は
あ
っ
た
が
、
漢
字

を
表
現
で
き
な
い
の
で
は
積
極
的
な
意
味
を
見
出
せ
な
い
と
判

断
し
、
当
初
は
念
頭
に
あ
っ
た
教
材
の
購
入
を
放
棄
し
て
し
ま

っ
た
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
判
断
は
正
し
く
な
か
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
初
期
の
発
音
習
得
段
階
で
中
国
語

点
字
を
き
ち
ん
と
教
育
し
、
そ
の
後
に
漢
点
字
と
中
国
語
点

字
と
を
併
用
し
た
教
育
を
行
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
発
展
の

余
地
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

た
だ
そ
れ
を
教
え
る
こ
と
に
な
る
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
中
国

語
の
点
字
は
も
と
よ
り
、
点
字
そ
の
も
の
の
知
識
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
対
応
が
で
き
な

か
っ
た
。
当
時
の
判
断
が
適
切
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し

て
、
今
後
の
教
訓
と
す
べ
き
と
思
っ
て
い
る
。

一
九
九
三
年
十
二
月
に
再
び
北
京
盲
人
学
校
を
訪
れ
た

が
、
学
校
の
雰
囲
気
は
か
な
り
変
わ
っ
て
い
た
。
九
一
年
に
行
っ

た
時
に
は
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
の
パ
ソ
コ
ン
が
何
台
か
あ
っ
た
が
、
白

い
布
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
使
わ
れ
て
い
る
気
配
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
。し

か
し
今
回
は
清
華
大
学
の
茅
于
杭
教
授
が
盲
人
用
に
開

発
し
た
ソ
フ
ト
が
あ
り
、
そ
れ
を
使
っ
て
全
盲
の
学
生
が
中
国

語
の
文
章
を
入
力
す
る
場
面
を
実
演
し
て
く
れ
た
。

文
字
の
自
動
的
な
読
み
上
げ
で
確
認
し
な
が
ら
入
力
す
る

も
の
で
、
か
な
り
の
速
度
で
中
国
語
の
文
章
が
入
力
さ
れ
て
い
っ

た
。
末
田
先
生
が
開
発
し
た
日
本
語
漢
点
字
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト

と
同
様
な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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清
華
大
学
に
も
行
き
、
こ
の
ソ
フ
ト
を
開
発
さ
れ
た
茅
教
授

に
も
お
目
に
か
か
り
、
そ
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
コ
ピ
ー
を
い
た
だ
い

た
。残

念
な
が
ら
当
時
の
日
本
で
一
般
的
で
あ
っ

た
Ｎ
Ｅ
Ｃ
のP

C
9
8
0
1

シ
リ
ー
ズ
で
は
読
め
な
い1.4

メ
ガ
バ
イ
ト
の
フ
ロ
ッ
ピ
ー
で
あ
っ
た
し
、
Ｏ
Ｓ
そ
の

も
の
が
中
国
語
で
な
い
と
使
え
な
い
た
め
、
せ
っ
か
く
い
た
だ
い
た

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
も
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
と
も
か
く
中
国
が
落
ち

着
き
と
自
信
を
取
り
戻
し
、
ゆ
っ
く
り
し
た
足
ど
り
で
は
あ
る

が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
時
は
実
感
で

き
た
。

一
九
九
八
年
九
月
に
は
北
京
の
盧
溝
橋
に
あ
る
中
国
盲
文

書
社
（
現
在
は
中
国
盲
文
出
版
社
と
名
称
変
更
）
を
訪
問
し

た
。こ

こ
は
中
国
唯
一
の
点
字
図
書
出
版
社
で
、
か
な
り
き
ち
ん

と
し
た
点
字
図
書
の
印
刷
設
備
が
あ
り
、
出
版
し
て
い
る
図
書

の
点
数
も
非
常
に
多
い
こ
と
に
驚
い
た
。

政
府
が
こ
の
方
面
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
、
と
応

対
し
て
く
れ
た
女
性
は
私
に
誇
ら
し
げ
に
紹
介
し
た
。
同
時

に
、
中
国
の
点
字
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

中
国
大
陸
で
使
用
さ
れ
て
き
た
点
字
は
一
九
五
三
年
に
教

育
部
に
批
准
さ
れ
、
広
く
使
わ
れ
て
き
た「
現
行
盲
文
方
案
」

 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
可
能
な
限
り
字
母
の
表
示
を
国
際
共
通
化
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
点
字
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
注
音
字
母
と
い
う
中
国
語

独
自
の
発
音
体
系
か
ら
出
発
し
た
台
湾
の「
国
語
点
字
」
と
異
な
っ

て
い
た
。「
現
行
盲
文
」
は
単
語
単
位
で
の
分
か
ち
書
き
を
す
る
の
で

声
調
は
省
略
し
て
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。

し
か
し
中
国
語
の
音
節
は
一
三
〇
〇
に
も
満
た
な
い
。
そ
の
た
め

た
と
え
ばto

n
g
z
h
i

と
い
う
二
音
節
を
声
調
な
し
の
無
色
の
音
節
と

し
て
表
現
し
た
場
合
、「
同
志
」「
統
治
」「
通
知
」
の
い
ず
れ
な
の
か

は
前
後
関
係
か
ら
判
断
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
た
め
古
文
や
学
術
文

献
を
読
む
場
合
に
は
と
り
わ
け
不
便
が
発
生
す
る
。
こ
の
不
便
を

解
決
す
る
た
め
に
声
調
を
も
表
現
で
き
る
点
字
と
し
て「
漢
語
双
ピ

ン〔
手
偏
の
并
〕
盲
文
方
案
」
（
略
称
「
双
ピ
ン
盲
文
」
）
が
考
案
さ

れ
、
二
〇
年
以
上
に
お
よ
ぶ
試
行
期
間
を
へ
て
、
一
九
九
六
年
か
ら

正
式
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

実
施
計
画
に
よ
る
と
公
開
発
行
さ
れ
る
盲
文
出
版
物
は
一
九
九

八
年
よ
り
す
べ
て「
双
ピ
ン
盲
文
」
に
切
り
替
わ
り
、
二
〇
〇
〇
年
か

ら
は
盲
学
校
の
教
材
も
基
本
的
に
「
双
ピ
ン
盲
文
」
を
使
用
し
た
も

の
に
な
る
と
の
こ
と
。

た
だ
し
中
国
盲
文
出
版
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発
売
さ
れ
て
い
る

教
材
の
一
覧
を
見
た
限
り
で
は
、
ま
だ
「
現
行
盲
文
方
案
」
の
タ
イ

ト
ル
数
が
ま
だ
多
い
。
新
し
い
点
字
体
系
に
移
行
す
る
の
は
そ
う
簡

単
な
こ
と
で
は
な
い
の
が
実
情
の
よ
う
だ
。



私
は
『
中
国
語
学
』
二
四
〇
号
（
一
九
九
三
年
十
月
、
日
本

中
国
語
学
会
発
行
）
に
「
点
字
に
よ
る
漢
字
表
記
の
必
要
性
と

可
能
性
―
―
国
際
漢
点
字
の
創
出
に
む
け
て
―
―
」
と
題
す
る

提

言

を
発

表

し
、
漢

点

字

を
単

に
日

本

語

の
世

界

だ
け
で
な

く
、
中
国
語
圏
全
体
に
広
め
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
た
。
そ

し
て
中
国
に
行
く
た
び
に
関
係
者
に
こ
の
問
題
を
提
起
し
た
。

し
か
し
中
国
側
は
こ
の
考
え
に
ほ
と
ん
ど
反
応
を
示
し
て
く

れ
な
か
っ
た
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
前
述
し
た
通
り
中
国
は
「
双
ピ
ン
盲
文
」

と
い
う
新
し
い
点
字
体
系
へ
の
移
行
と
い
う
大
き
な
転
換
点
に

立
っ
て
い
た
の
に
、
私
は
そ
の
こ
と
の
重
大
さ
に
気
づ
か
ず
、
た

だ
漢
字
を
表
現
で
き
る
点
字
の
必
要
性
に
の
み
関
心
を
示
し
て

い
た
の
だ
。
お
互
い
に
自
分
の
関
心
事
に
し
か
頭
が
回
ら
な
か
っ

た
た
め
、
議
論
が
か
み
合
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
漢
字

を
表

現
で
き
る
点

字

と
い
う

考

え
方

に
中

国

人
が
非
常
に
興
味
を
示
し
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は

一
九
九
八
年
五
月
に
香
港
を
訪
問
し
た
時
の
こ
と
。

ご
承
知
の
通
り
、
香
港
は
一
九
九
七
年
七
月
に
イ
ギ
リ
ス
の

統
治
が
幕
を
閉
じ
、
中
華
人
民
共
和
国
香
港
特
別
行
政
区
に

な
っ
た
。

香
港
城
市
大
学
で
の
円
卓
会
議
で
の
報
告
を
終
え
た
あ
と
、

香

港
の
あ
る
出
版

社
の
友

人
か
ら
中
国

復
帰

後
の
香

港
の
情

－ １１ －

こ
の
新
し
い「
双
ピ
ン
盲
文
」
の
特
徴
を
大
ま
か
に
紹
介
す
れ

ば
、
①
字
母
の
国
際
共
通
化
と
い
う
方
針
を
放
棄
し
、
中
国
語

自
身
の
特
徴
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
、
②
声
母
と
介
音
を
第
一

マ
ス
に
、
韻
母
と
声
調
を
第
二
マ
ス
に
組
み
込
み
、
す
べ
て
の
字
の

音
節
を
声
調
も
含
め
て
二
マ
ス
で
表
現
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と

に
あ
る
。

こ
の
た
め
中
国
語
の
発
音
を
正
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
、
前
述
の「
同
志
」「
統
治
」「
通
知
」
は
明
確
に
区
別
で
き

る
。
こ
の
他
に
も
的
、
是
、
有
、
在
、
了
と
い
っ
た
特
殊
な
常
用
語

は
一
マ
ス
で
表
現
で
き
る
な
ど
、
き
わ
め
て
合
理
的
な
も
の
で
あ

る
。
音
節
表
記
に
お
け
る
曖
昧
さ
が
減
る
た
め
、
漢
字
（
墨
字
）

と
の
情
報
交
換
が
便
利
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

漢
点
字
を
習
得
し
た
人
が
中
国
語
を
学
ぼ
う
と
す
る
場

合
、
こ
の
新
し
い「
双
ピ
ン
盲
文
」
は
積
極
的
に
習
得
す
る
価
値

の
あ
る
点
字
体
系
だ
と
言
え
よ
う
。

漢
字
を
表
現
で
き
る
点
字
の
必
要
性

前
述
し
た
通
り
、
私
が
盲
人
学
校
や
盲
文
書
社
を
訪
れ
た
の

は
中
国
語
の
点
字
を
知
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
日
本
語

に
お
け
る
漢
点
字
の
存
在
を
知
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
ぜ
ひ
中
国
の

人
々
に
も
紹
介
し
、
中
国
語
に
も
取
り
入
れ
る
こ
と
を
勧
め
よ

う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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況
を
い
ろ
い
ろ
と
聞
い
た
。

そ
も
そ
も
広
東
語
圏
で
あ
る
香
港
で
は
北
京

語
を
学
ぼ
う
と
す
る
気
風
は
あ
ま
り
な
く
、
大

学
で
学
ぶ
言
語
で
、
英
語
に
次
い
で
多
い
の
は
日

本
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
国
へ
の
復
帰
を
契
機

に
中
国
人
意
識
が
強
ま
り
、
大
陸
か
ら
の
旅
行

者
の
数
が
日
本
人
よ
り
も
増
え
た
こ
と
も
あ
り
、
共
通
語
で
あ

る
北
京
語
学
習
熱
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

こ
れ
は
書
店
に
並
べ
ら
れ
た
中
国
語
学
習
図
書
の
豊
富
な
こ

と
か
ら
も
確
認
で
き
た
。
広
東
語
を
話
す
健
常
者
が
北
京
語
を

学
ぶ
の
は
そ
れ
ほ
ど
大
変
な
こ
と
で
は
な
い
。

両
者
の
大
き
な
違
い
は
発
音
に
あ
り
、
語
法
や
語
彙
の
違
い

は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
し
、
簡
体
字
も
精
神
的
な
抵
抗
感
が

な
く
な
れ
ば
容
易
に
習
得
で
き
る
。

し
か
し
広
東
語
の
点
字
（
粤
語
点
字
）
を
習
得
し
た
人
が
新

た
に
北
京
語
の
点
字
を
学
ぶ
こ
と
は
、
発
音
体
系
が
ま
っ
た
く

違
う
点
字
体
系
の
習
得
に
あ
た
る
た
め
、
ま
さ
に
一
か
ら
の
出

直
し
と
な
る
。

香
港
の
盲
人
た
ち
は
、
も
し
北
京
語
が
香
港
で
も
一
般
化
す

る
こ
と
に
な
る
と
、
自
分
た
ち
は
文
盲
に
戻
っ
て
し
ま
う
、
と
心

配
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

だ
か
ら
漢
字
を
表
現
で
き
る
点
字
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
大
変
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
、
大
歓
迎
さ
れ
る
に
違
い
な
い
、
と

友
人
は
語
っ
て
く
れ
た
。

実
際
に
は
香
港
が
中
国
に
復
帰
し
て
か
ら
も
広
東
語
は
禁
止

さ
れ
て
い
な
い
し
、
粤
語
点
字
は
今
日
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
香

港
の
盲
人
の
心
配
す
る
事
態
は
発
生
し
て
い
な
い
。

し
か
し
も
し
漢
字
を
表
現
で
き
る
中
国
語
の
点
字
体
系
が
あ

れ
ば
、
香
港
で
も
、
台
北
で
も
、
上
海
で
も
、
北
京
で
も
発
音
に

関
係
な
く
十
分
に
通
じ
合
え
る
の
だ
。

日
本
語
の
漢
点
字
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
の
は
問
題
が
あ
る

が
、
川
上
先
生
が
漢
点
字
を
発
明
し
た
そ
の
発
想
を
正
し
く
理

解
す
れ
ば
、
中
国
語
の
漢
点
字
（
仮
に
そ
れ
を
漢
字
盲
文
と
名

付
け
る
）
を
創
出
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

し
か
も
日
本
語
に
お
い
て
、
か
な
点
字
と
漢
点
字
は
対
立
す

る
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
日
本
語
に
と
っ
て
必
要
な
点
字
表

記
体
系
に
な
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
双
ピ
ン
盲
文
と
漢
字
盲
文

と
も
対
立
し
合
う
も
の
で
は
な
い
。

中
国
に
お
い
て
ま
だ
双
ピ
ン
盲
文
が
正
式
に
誕
生
し
て
か
ら

日
は
浅
い
。
ま
ず
は
そ
れ
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
当
面
の
課
題

な
の
だ
ろ
う
。

そ
の
普
及
を
温
か
く
見
守
り
な
が
ら
、
同
時
に
漢
字
を
表
現

で
き
る
点
字
の
可
能
性
と
必
要
性
を
訴
え
て
い
く
こ
と
が
大
切

と
思
わ
れ
る
。

も
し
漢
点
字
を
習
得
し
た
人
が
中
国
語
を
学
ぶ
よ
う
に
な

れ
ば
、
具
体
的
に
は
双
ピ
ン
盲
文
を
習
得
す
る
よ
う
に
な
れ



ば
、
中
国
人
の
漢
点
字
に
た
い
す
る
理
解
は
も
っ
と
深
ま
る

だ
ろ
う
し
、
中
国
語
に
お
い
て
も
漢
字
を
表
現
で
き
る
点
字

体
系
を
作
る
必
要
性
が
あ
る
と
実
感
す
る
の
で
は
な
い
か
。

か
つ
て
漢
字
は
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
り
、
日
本
に
多
大

な
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
。
も
し
か
す
る
と
今
度
は
漢
点
字
が

そ
の
恩
返
し
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
実

現
し
た
ら
、
天
国
に
い
る
川
上
先
生
も
さ
ぞ
か
し
喜
ば
れ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

主
要
症
状
に
対
す
る
理
療
施
術

（
四
）

小
池
上

惇

四

変
形
性
関
節
症

（
一
）
概

要

変
形
性
関
節
症
は
、
老
化
な
ど
に
よ
り
関
節
が
次
第
に
壊

れ
、
変
形
し
疼
痛
や
運
動
制
限
を
起
こ
す
疾
患
で
す
。

膝
関
節
に
最
も
多
く
、
股
関
節
な
ど
に

も
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
同
様
の
病
変
は
腰

椎
・
頚
椎
な
ど
に
も
起
こ
り
、
腰
痛
や
頚
腕

症
候
群
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

痛
み
は
、
起
床
時
・
動
き
始
め
・
疲
労
を
感
じ
る
頃
に
強
く

 

 

 

 

 

 

な
り
ま
す
。
天
候
の
変
化
に
も
敏
感
で
、
か
な
り
正
確
に
天
気

の
変
化
を
予
知
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
が
少
な
く
な
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

（
二
）
変
形
性
膝
関
節
症
の
診
察
法

膝
の
痛
み
で
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
対
象
と
な
る
の
は
変
形
性

膝
関
節
症
で
す
が
、
膝
の
痛
み
を
訴
え
る
疾
患
に
は
半
月
板
や

靱
帯
損
傷
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ

の
痛
み
が
何
に
よ
る
も
の
か
知
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
診
察
を

行
い
ま
す
。

ア

問

診

最
初
に
、
発
症
の
時
期
、
状
況
な
ど
に
つ
い
て
尋
ね
ま
す
。
次

に
、
い
ま
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
確
認
し
ま
す
。

特
に
、
整
形
外
科
で
の
受
診
の
有
無
を
知
る
こ
と
は
大
事
な

こ
と
で
す
。
医
療
機
関
を
経
由
し
て
来
院
し
た
人
に
つ
い
て
は
、

ど
ん
な
診
断
を
受
け
た
の
か
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
な
ど
の
画
像
診
断
の

結
果
、
あ
る
い
は
医
療
機
関
で
受
け
た
処
置
（
注
射
や
手
術
）
な

ど
に
つ
い
て
も
聞
き
ま
す
。

医
療
機
関
を
利
用
せ
ず
直
接
来
院
し
た
患
者
に
つ
い
て
は
、

ど
ん
な
と
き
に
痛
み
が
強
く
な
っ
た
り
す
る
の
か
に
つ
い
て
詳
し

く
聞
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

イ

膝
関
節
の
検
査
法

マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
を
行
っ
て
も
よ
い
疾
患
か
ど
う
か
を
確
か

め
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
検
査
を
し
ま
す
。

－ １３ －



－ １４ －

①
ア
プ
レ
ー
テ
ス
ト

患
者
を
う
つ
伏
せ
に
し
、
検
査
す
る
人
は
痛
み
を
訴
え
る
側
に

立
ち
、
足
を
持
っ
て
膝
を
九
十
度
屈
曲
さ
せ
、
検
者
の
膝
を
大
腿

の
後
面
に
乗
せ
、
大
腿
を
固
定
し
て
か
ら
足
を
引
っ
張
り
な
が
ら

下
腿
を
内
外
旋
す
る
と
き
膝
に
痛
み
が
あ
れ
ば
、
関
節
包
・
靱
帯

の
損
傷
が
疑
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
足
を
圧
迫
し
な
が
ら
内
外
旋
さ
せ
て
痛
み
や
雑
音
が
あ

れ
ば
、
半
月
板
損
傷
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

②
マ
ク
マ
レ
ー
テ
ス
ト

患
者
を
仰
向
け
に
寝
か
せ
、
検
者
は
患
側
に
立
ち
一
方
の
手
で

患
者
の
足
を
持
ち
、
他
の
手
で
膝
を
持
ち
、
股
関
節
や
膝
関
節
を

で
き
る
だ
け
曲
げ
さ
せ
ま
す
。

下
腿
を
で
き
る
だ
け
内
旋
さ
せ
る
と
膝
に
痛
み
を
感
じ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
更
に
、
そ
の
位
置
で
膝
を
ゆ
っ
く
り
伸
ば
す
と
「
コ

リ
ッ
」
と
い
う
雑
音
を
触
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
テ
ス

ト
陽
性
で
外
側
半
月
板
損
傷
が
疑
わ
れ
ま
す
。
内
側
半
月
板
を

検
査
す
る
に
は
外
旋
さ
せ
ま
す
。

（
三
）
変
形
性
膝
関
節
症
の
主
な
症
状

ア

初
発
症
状
は
膝
の
こ
わ
ば
り
が
多
い
よ
う
で
す
。

イ

膝
関
節
の
痛
み
は
内
側
に
多
く
、
動
き
始
め
・
疲
労
し

て
き
た
と
き
・
体
重
を
か
け
た
と
き
な
ど
に
強
く
な
り

ま
す
。
歩
行
痛
・
正
座
痛
・
階
段
昇
降
時
痛
な
ど
も
見

ら
れ
ま
す
。

ウ

他
覚
症
状
と
し
て
は
運
動
時
の
雑
音
・
関
節
の
腫
れ
、

関
節
運
動
の
制
限
・
関
節
の
変
形
・
大
腿
四
頭
筋
の
萎

縮
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。

大
腿
四
頭
筋
は
大
腿
の
前
側
に
あ
る
幅
の
広
い
筋
肉
で

す
が
、
そ
の
萎
縮
は
大
腿
周
径
を
健
側
と
較
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
四
）
治
療
法

ア

治
療
方
針

膝
関
節
内
お
よ
び
周
囲
の
消
炎
・
鎮
痛
・
循
環
の
促
進
・
関
節

の
運
動
範
囲
の
改
善
を
図
り
ま
す
。

イ

按
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
施
術

①
患
側
の
膝
関
節
部
・
大
腿
四
頭
筋
・
大
腿
後
側
筋
・
ふ
く

ら
は
ぎ
を
中
心
に
下
肢
の
施
術
を
行
い
ま
す
。
特
に
膝
関

節
部
で
は
梁
丘
・
血
海
・
犢
鼻
・
委
中
・
曲
泉
な
ど
膝
関
節

周
囲
に
あ
る
経
穴
の
圧
迫
を
行
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
大
腿
四
頭
筋
の
強
化
訓
練
・
大
腿
後
側
筋
群
の
ス

ト
レ
ッ
チ
も
有
効
で
す
。
膝
関
節
の
治
療
に
用
い
る
経
穴
の
場
所

は
次
の
通
り
で
す
。

梁
丘
…
膝
蓋
骨
の
外
上
縁
の
上
四
セ
ン
チ

犢
鼻
…
膝
蓋
骨
と
脛
骨
と
の
中
央

血
海
…
膝
蓋
骨
の
内
上
縁
の
上
五
セ
ン
チ

委
中
…
膝
窩
中
央



－ １５ －

曲
泉
…
膝
関
節
の
内
側
の
角

②

腰
殿
部
や
反
対
側
の
下
肢
の
施
術
も
行
い
ま
す
。

ウ

そ
の
他
の
療
法

①

併
用
す
る
物
理
療
法

温
熱
療
法
・
低
周
波
療
法
な
ど
を
行
い
ま
す
。
特
に
ホ
ッ
ト
パ
ッ

ク
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。

②

家
庭
で
で
き
る
こ
と

ａ

生
活
の
中
で
の
工
夫
ト
イ
レ
は
、
洋
式
ト
イ
レ
に
変
え
ま

す
。
階
段
の
昇
降
を
避
け
る
た
め
生
活
の
拠
点
を
一
階
に

し
て
、
椅
子
へ
の
生
活
に
変
え
ま
す
。

ｂ

体
重
を
減
ら
し
、
関
節
へ
の
負
担
を
少
な
く
す

る
よ
う
心
が
け
ま
す
。

ｃ

全
身
の
関
節
を
動
か
す
体
操
を
行
い
ま
す
。

盲
学
校
の
臨
床
室
に
も
と
き
ど
き
変
形
性
膝
関
節
症
の
患
者

さ
ん
が
来
ま
す
。

整
形
外
科
で
治
療
を
受
け
て
も
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
か
っ
た
人

で
も
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
や
温
熱
療
法
に
よ
り
症
状
が
改
善
し
、
歩
行
時

痛
が
軽
減
し
た
り
、
正
座
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
短
時
間
で
あ
れ

ば
正
座
可
能
に
な
る
な
ど
症
状
に
か
な
り
の
改
善
が
見
ら
れ
て
い

ま
す
。

膝
が
痛
く
な
っ
た
と
き
老
化
現
象
と
あ
き
ら
め
ず
、
マ
ッ
サ
ー
ジ

治
療
と
と
も
に
体
重
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
生
活
の
改
善
な
ど
を
試
み

て
快
適
な
生
活
を
し
て
下
さ
い
。

 

 

酔
夢
亭
読
書
日
記

第
七
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
四

債
務
は
履
行
す
る
の
が
筋
で
、
破
産
免
責
と
い
う
の
は
緊
急

避
難
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

借
り
た
も
の
は
返
す
、
と
い
う
の
は
当
た
り
前
の
常
識
で
あ

る
。
当
た
り
前
の
常
識
を
破
る
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
の
方
に

の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
事
情
や
同
情
す
べ
き
余
地
が
あ
っ
て
当
然
で

あ
る
。

民
法
の
第
一
条
②
は
、
基
本
原
則
「
信
義
誠
実
の
原
則
」
を

謳
っ
て
い
る
。「
権
利
の
行
使
及
び
義
務
の
履
行
は
信
義
に
従
ひ

誠
実
に
之
を
為
す
こ
と
を
要
す
」
わ
け
で
あ
る
。
自
己
破
産
、

免
責
に
し
て
も
義
務
の
履
行
が
ど
う
し
て
も
出
来
な
い
せ
っ
ぱ

詰
ま
っ
た
状
況
打
開
の
た
め
に
行
使
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

ま
さ
に「
権
利
の
濫
用
は
之
を
許
さ
」
な
い
わ
け
だ
。

そ
れ
は
そ
う
と
し
て
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
自
己
破
産
者

は
毎
年
増
え
続
け
て
い
る
。



－ １６ －

平
成
十
四
年
二
十
一
万
四
千
件
余
、
平
成
十
五
年
二
十
四

万
二
千
件
余
で
あ
る
（
最
高
裁
判
所
速
報
値
）
。

自
己
破
産
と
い
う
法
的
手
続
き
を
取
る
わ
け
で
は
が
な
い

が
、
相
当
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
多
重
債
務
者
は
一
五
〇
万
人

以
上
と
い
わ
れ
て
い
る
。

自
己
破
産
者
や
多
重
債
務
者
を
狙
う
ヤ
ミ
金
融
業
者
も
増

え
て
い
る
。

世
の
中
に
は
弱
っ
て
い
る
も
の
を
徹
底
的
に
い

た
ぶ
り
、
吸
い
尽
く
す
輩
が
ご
ま
ん
と
い
る
か

ら
、
債
務
で
首
が
回
ら
な
く
な
っ
た
ら
そ
の
よ
う

な
吸
血
鬼
よ
り
も
劣
る
輩
に
は
間
違
っ
て
も
近

づ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

東
京
神
田
の
街
を
歩
い
て
い
る
と
、
五
千
円
か
ら
貸
し
ま

す
、
と
い
う
看
板
が
軒
並
み
並
ん
で
い
る
。
こ
の
五
千
円
で
転
落

し
て
い
く
人
生
も
あ
る
わ
け
だ
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
街
角
で
金
貸
し
の
プ
ラ
カ
ー
ド
を

持
っ
て
一
日
中
立
っ
て
い
る
お
じ
さ
ん
た
ち
は
、
自
己
の
労
働
に

よ
り
債
務
の
返
済
を
し
て
い
る
ら
し
い
。

河
合
直
美
氏
の
放
送
大
学
の
卒
業
論
文
「
多
重
債
務
者
の
心

理
特
性
」
に
よ
れ
ば
、
多
重
債
務
者
は
世
間
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

て
い
る
派
手
で
見
栄
っ
張
り
と
い
う
よ
り
、「
大
局
的
に
物
事
を

考
え
る
の
が
苦
手
」
と
い
う
無
計
画
性
と
、「
困
っ
て
い
て
も
気

 

軽
に
は
人
に
相
談
で
き
な
い
、
相
談
す
る
友
人
が
い
な
い
」
と
い

う
孤
独
傾
向
に
集
約
で
き
る
と
い
う
。

か
た
や
、
貸
す
側
の
ヤ
ミ
金
融
業
者
が
重
視
す
る
借
り
手
の

人
柄
は
、
第
一
に「
約
束
を
守
る
人
」
、
第
二
に「
真
面
目
で
か

け
ひ
き
が
苦
手
な
人
」
、
そ
の
他
に「
内
気
で
他
人
に
余
り
相
談

し
な
い
人
」
が
業
者
に
は
都
合
が
よ
い
（「
ヤ
ミ
金
融
」
鈴
木
宏
明

著
、
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）
。

人
間
、
追
い
込
ま
れ
る
と
本
来
持
っ
て
い
る
性
善
な
る
も
の
が

隠
れ
て
し
ま
う
。
夜
逃
げ
や
自
殺
、
あ
る
い
は
犯
罪
に
ま
で
追
い

つ
め
ら
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
私
た
ち
は
自
分
自
身
で
予
防
で
き
る

問
題
と
社
会
的
制
度
的
に
予
防
で
き
る
問
題
と
を
有
機
連
関

的
に
組
み
合
わ
せ
、
た
か
だ
か
金
銭
如
き
で
花
も
実
も
あ
る
人

生
を
棒
に
振
ら
な
い
た
め
に
知
恵
を
働
か
せ
て
い
き
た
い
も
の

だ
。自

分
自
身
で
予
防
で
き
る
こ
と
と
し

て
、
金
融
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
節
度
あ

る
利
用
に
つ
い
て
」
に
こ
う
あ
る
。

（
二
）
計
画
的
な
借
入
れ

計
画
的
な
借
入
れ
と
な
る
よ
う
利
用

の
際
に
は
次
の
点
を
確
認
し
て
下
さ
い
。



①

本
当
に
借
入
れ
が
必
要
か
。

②

無
理
な
く
確
実
に
返
済
が
で
き
る
か
。

③

手
数
料
や
金
利
は
い
く
ら
に
な
る
か
。

④

契
約
書
の
内
容
は
理
解
で
き
た
か
。

金
銭
借
入
れ
に
際
し
て
こ
の
よ
う
に
冷
静
に
考
え
ら
れ
る
様

な
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
多
重
債
務
に
陥
る
こ
と
も
な

か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
書
い
て
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
サ

ラ
金
の
宣
伝
に
も
、「
ご
利
用
は
計
画
的
に
、
借
り
す
ぎ
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
」
と
あ
る
。

サ
ラ
金
が
こ
ん
な
親
切
め
い
た
コ
ピ
ー
を
流
す
ぐ
ら
い
な
ら
、

利
息
制
限
法
内
の
利
息
で
商
売
し
た
ら
ど
う
で
す
か
、
と
悪
態

の
ひ
と
つ
も
つ
き
た
く
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
金
銭
債
務
依
存
体
質
そ
の
も
の
を
改
善
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
体
質
改
善
は
い
ろ
ん
な
意
味
で
甚
だ
難
し
く
感
じ
ら
れ

る
が
、
我
慢
し
て
や
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

依
存
体
質
を
独
立
独
歩
の
自
立
体
質
に
変
え
る
こ
と
は
、
掛

け
声
は
簡
単
だ
が
、
行
う
は
難
し
、
で
あ
る
。

第
一
、
日
本
国
家
自
体
が
超
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
て
自
己

破
産
寸
前
で
は
な
い
か
。
範
を
示
す
べ
き
国
家
が
借
金
依
存
体

質
そ
の
も
の
で
あ
る
。

財
部
誠
一
氏
の
つ
く
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
日
本
国
家
の
借
金

時
計
と
い
う
恐
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
、
一
秒
刻
み
で
猛
烈
に
借

金
が
増
え
て
い
く
様
子
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
借
金
は
一
秒
あ
た
り
九
二
万
円

弱
、
一
日
あ
た
り
七
九
四
億
円
余
の
猛
ス
ピ
ー
ド
で
増
え
続

け
、
一
年
間
に
は
な
ん
と
二
九
兆
円
に
な
る
。
そ
し
て
た
だ
い
ま

現
在
（
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
三
日
）
の
借
金
は
、
七
〇
四

兆
九
三
六
六
億
円
、
明
日
の
今
頃
に
は
七
〇
五
兆
円
と
な
る
。

政
官
財
の
カ
ネ
に
ま
つ
わ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
見
聞
し
て
い
る

と
、
真
面
目
に
金
銭
債
務
を
果
た
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
が
失

せ
て
く
る
の
も
む
べ
な
る
か
な
と
も
思
わ
れ
る
が
、
気
を
取
り
直

し
て
や
っ
て
い
こ
う
と
酔
夢
亭
は
提
案
す
る
の
み
で
あ
る
。

一
国
一
家
を
富
ま
す
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
二
宮
尊
徳

翁
は
斯
く
語
っ
た
。

「
米
は
蔵
に
た
く
さ
ん
積
ん
で
少

し
ず
つ
炊
き
、
薪
は
た
く
さ
ん
小
屋

に
積
み
あ
げ
て
燃
や
す
の
は
な
る
べ

く
少
な
く
し
、
衣
服
は
着
ら
れ
る
よ

う
に
こ
し
ら
え
て
お
い
て
、
な
る
べ
く

着
ず
に
し
ま
っ
て
お
く
。

こ
れ
こ
そ
が
家
を
富
ま
す
方
法
で
あ
る
。

つ
ま
り
国
の
経
済
の
根
本
で
あ
る
。
天
下
を
富
裕
に
す
る
大

道
も
、
実
は
こ
れ
以
外
に
な
い
の
だ
。
」

－ １７ －



 

ご
報
告
と
ご
案
内

一

日
本
漢
点
字
協
会
主
催
の
、
川
上
泰
一
先
生
没
後
十

年
、
機
関
誌
「
新
星
通
信

百
号
」
を
記
念
す
る
式
典
が
催
さ

れ
ま
し
た
。

去
る
二
〇
〇
四
年
十
一
月
二
十
日
（
土
）
、
大
阪
の
日
本
盲

人
情
報
文
化
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
、１

３
：
３
０

か
ら
催
さ
れ

ま
し
た
。

本
会
か
ら
、
岡
田
と
木
村
が
出
席
し
ま
し
た
。

式
典
は
、
加
藤
俊
和
理
事
（
京
都
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
点
字
図
書

館
館
長
）
の
司
会
の
下
、
会
長
（
川
上
先
生
の
奥
様
）
の
ご
挨
拶

と
協
会
の
活
動
に
功
労
の
あ
っ
た
方
々
へ
の
表
彰
が
あ
り
、
川
上

先
生
の
ご
遺
徳
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
木
塚
泰

弘
氏
（
日
本
点
字
委
員
会
会
長
）
の
ご
講
演
、「
日
本
語
と
漢

字
」
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

休
憩
の
後
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
、
理
事
各
位
の
ご
報
告

と
、
各
地
の
漢
点
字
普
及
活
動
の
ご
紹
介
が
あ
っ
て
、１

６
：

４
５

に
、
無
事
終
了
し
ま
し
た
。

懇
親
会
は
、
料
亭
・
徐
園
に
会
場
を
移
し
て
、１

８
：
０
０

か
ら
行
わ
れ
ま
し
た
。

－ １８ －

（「
二
宮
尊
徳
翁
の
訓
え
」
野
沢
希
史
訳

小
学
館
）

尊
徳
翁
の
言
わ
れ
る
こ
と
が
現
代
の
大
衆
消
費
社
会
に
あ
っ

て
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
か
ど
う
か
、
考
え
て
み
る
こ
と
は
決
し

て
無
意
味
で
は
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
借
金
（
金
銭
消
費
貸
借
契
約
）
そ
の
他
お
金
を
巡
る
問
題

に
つ
い
て
」
四
回
に
わ
た
っ
て
書
い
て
き
た
が
、
一
応
今
回
で
終

了
す
る
。

当
初
の
目
論
み
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
金
銭
に
つ
い
て

は
今
後
も
い
ろ
ん
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
る
。

「
利
害
の
対
立
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
が
他

方
に
屈
服
し
て
し
ま
っ
て
闘
争
に
な
ら
な
い
の
は
、
一
方
が
人
間

で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
他
方
の
完
全
な
奴
隷
に
な
っ
て
い
る
証

拠
で
あ
る
。
」

（「
誰
も
書
か
な
か
っ
た
ケ
ン
カ
の
し
か
た
」
増
尾
由
太
郎
著
三

一
書
房
）

多
重
債
務
で
首
が
回
ら
な
く
な
く
て
も
、
決
し
て
自
己
の
誇

り
を
失
わ
ず
、
闘
お
う
、
と
言
い
た
い
。

以

上

 



中

華

料

理

と
お
酒

の

酔
い
と
で
、
和
や
か
で
賑

や

か
な

会

に
な

り

ま
し

た
。私

達

は
帰

途

の
都

合

で１
９
：
３
０

に
中

座

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
会
は
、
さ
ら
に
盛
り

上
が
っ
て
行
っ
た
様
子
で

し
た
。

先
生
の
奥
様
を
は
じ
め
、
普
段
な
か
な
か
お
目
に
か
か
れ

な
い
方
が
多
く
、
で
き
る
だ
け
親
し
く
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
念
じ
な
が
ら
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

こ
の
七
月
三
十
一
日
（
土
）
に
催
さ
れ
た
、
横
浜
国
立
大

学
の
公
開
講
座
「
二
十
一
世
紀
の
漢
字
文
化
を
考
え
る
」

で
、〈
漢
点
字
〉
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
折

り
の
模
様
を
録
音
し
て
、Ｄ

Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ

に
編
集
し
た
も
の

を
、
協
会
の
機
関
誌
「
新
星
通
信

百
号
記
念
誌
」
の
付
録

と
し
て
読
者
の
皆
様
に
配
布
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

100号記念式にて

二

国
際
漢
点
字
に
つ
い
て

本
誌
に
も
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
横
浜
国
立
大
学
・

教
育
人
間
科
学
部
教
授
の
村
田
忠
禧
先
生
は
、
そ
の
末
尾
に
、

《
中
国
に
お
い
て
ま
だ
双
ピ
ン
盲
文
が
正
式
に
誕
生
し
て
か
ら

日
は
浅
い
。
ま
ず
は
そ
れ
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
当
面
の
課
題
な

の
だ
ろ
う
。
そ
の
普
及
を
温
か
く
見
守
り
な
が
ら
、
同
時
に
漢
字

を
表
現
で
き
る
点
字
の
可
能
性
と
必
要
性
を
訴
え
て
い
く
こ
と

が
大
切
と
思
わ
れ
る
。
も
し
漢
点
字
を
習
得
し
た
人
が
中
国
語

を
学
ぶ
よ
う
に
な
れ
ば
、
具
体
的
に
は
双
ピ
ン
盲
文
を
習
得
す

る
よ
う
に
な
れ
ば
、
中
国
人
の
漢
点
字
に
た
い
す
る
理
解
は
も
っ

と
深
ま
る
だ
ろ
う
し
、
中
国
語
に
お
い
て
も
漢
字
を
表
現
で
き
る

点
字
体
系
を
作
る
必
要
性
が
あ
る
と
実
感
す
る
の
で
は
な
い

か
。か

つ
て
漢
字
は
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
り
、
日
本
に
多
大
な

恩
恵
を
も
た
ら
し
た
。
も
し
か
す
る
と
今
度
は
漢
点
字
が
そ
の

恩
返
し
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
実
現
し
た

ら
、
天
国
に
い
る
川
上
先
生
も
さ
ぞ
か
し
喜
ば
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
》

と
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

漢
点
字
を
漢
字
文
化
圏
の
視
覚
障
害
者
に
紹
介
す
る
た
め
に

は
、
我
が
国
の
、
漢
点
字
を
使
用
し
て
い
る
視
覚
障
害
者
が
、
中

国
語
を
理
解
し
、
中
国
語
を
表
記
す
る
現
行
の
点
字
を
理
解
す

－１９ －



－ ２０ －

る
こ
と
が
、
必
須
と
思
わ
れ
ま
す
。
本
会
の
会
員
を
は
じ
め
、
漢

点
字
を
使
用
し
て
い
る
視
覚
障
害
者
の
、
一
層
の
奮
起
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

三

漢
点
字
の
学
習
会

①Ｔ
Ｈ
Ｎ
２
１

の
学
習
会
：
二
〇
〇
四
年
十
月
二
十
日
（
水
）

か
ら
、
毎
月
一
回
、
港
区
障
害
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
会
場

に
、「
漢
点
字
学
習
会
」
の
名
称
で
開
始
し
ま
し
た
。

『
視
覚
障
害
者
の
識
字
』
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
視
覚
障
害
者
の

読
書
、
文
字
、
社
会
の
認
識
に
つ
い
て
考
え
、〈
漢
字
〉
と
触

読
用
の
漢
字
で
あ
る
〈
漢
点
字
〉
の
構
成
の
比
較
の
実
践
を

試
み
て
い
ま
す
。
現
在
の
出
席
者
は
、
関
心
を
お
持
ち
下
さ

る
一
般
の
晴
眼
者
の
方
々
と
、Ｔ

Ｈ
Ｎ
２
１

の
会
員
の
視
覚

障
害
者
で
す
が
、
行
く
行
く
は
、
漢
点
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養

成
、
視
覚
障
害
者
向
け
の
漢
点
字
指
導
を
も
視
野
に
入
れ

た
活
動
に
し
た
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

十
二
月
か
ら
は
、
第
三
木
曜
日
が
活
動
日
で
す
。

②
漢
点
字
講
習
会
：
横
浜
で
は
昨
年
か
ら
、
横
浜
市
の
ご
後

援
を
い
た
だ
い
て
、
本
会
主
催
の
、
視
覚
障
害
者
向
け
の
講

習
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用

し
て
、
通
信
制
を
基
本
に
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
隔
月
に
ス

ク
ー
リ
ン
グ
を
行
っ
て
、
通
信
制
の
不
備
を
補
っ
て
い
ま
す
。

受
講
者
の
皆
さ
ん
、
漢
字
の
世
界
を
楽
し
ん
で
下
さ
っ
て
い

ま
す
。

来
年
度
も
引
き
続
き
実
施
す
る
予
定
で
す
。
受
講
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
ご
遠
慮
な
く
お
申
し
出
下
さ
い
。

③
漢
点
字
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
養
成
講
座
：
来
る
二
〇
〇
五
年

六
月
十
五
日
か
ら
、
毎
週
一
回
、
四
回
シ
リ
ー
ズ
で
、
漢
点

字
訳
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
要
領
は
、
年

明
け
に
発
表
し
ま
す
。

四

平
野
久
美
子
さ
ん
の
短
歌
の
欄
が
、
本
号
を
以
て

終
了
し
ま
す
。

こ
の
二
年
に
渡
っ
て
、
漢
点
字
で
短
歌
を
鑑
賞
す
る
欄
に
、

優
れ
た
作
品
を
、
短
い
文
章
を
添
え
て
ご
紹
介
下
さ
い
ま
し
た

平
野
久
美
子
さ
ん
が
、
今
回
で
終
了
さ
れ
ま
す
。

大
変
残
念
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
多
忙
な
中
お
時
間
を
割

い
て
下
さ
い
ま
し
た
こ
と
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

引
き
続
き
本
誌
を
見
守
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま

す
。

ご
質
問
お
問
い
合
わ
せ
は
、Ｅ

‐Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ

：

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

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
・Ｕ

Ｒ
Ｌ

：

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

文

の

ペ
ー

ジ

漢

文

の

ペ
ー

ジ

ノ

梁
上
君
子
（
り
ょ
う
じ
ょ
う
の
く
ん
し
）

ニ

レ
テ

ナ
リ

リ
テ

時

歳

荒

民

儉
。
有
レ

リ

ノ

ニ

マ
ル

盜

夜

入
二

陳

寔

室
一

、
止
二

＊

ニ

カ
ニ

チ

於

梁

上
一

。
寔

陰

見
、
乃

チ
テ

ラ

シ

ビ
テ

ジ

起

自

整

拂
、
呼

命
二

子

ニ

シ

ヲ

ヘ
テ

ニ

ハ
ク

レ

孫
一

、
正
レ

色

訓
レ

之

曰
、｢
夫

ハ

カ
ラ

ル

ラ

メ

人

不
レ

可
レ

不
二

自

勉
一

。
不

の

モ

ダ

ズ
シ
モ

ヨ
リ

ナ
ラ

善

之

人
、
未
二

必

本

惡
一

、

ヒ

と

リ

ニ

ル

＊

習

以
レ

性

成
、
遂

至
二

於

ニ

ノ

は

レ
ナ
リ
ト

此
一

。
梁

上

君

子

者

是

＊矣
。
」
…
…

『
後
漢
書
』
よ
り

＊

前
置
詞
的
な
「
於
」
や
、
文
末
の「
矣
」

（
完
了
・
断
定
の
意
）
は
読
ま
な
い
。

時
に
歳
（
と
し
）
荒
れ
て
民
（
た
み
）
倹
な
り
。
盗
（
と
う
）
有

り
て
夜
陳
寔
（
ち
ん
し
ょ
く
）
の
室
に
入
り
、
梁
上
（
り
ょ
う
じ
ょ

う
）
に
止
（
と
ど
）
ま
る
。
寔
陰
（
ひ
そ
）

か
に
見
、
乃
（
す
な

わ
）
ち
起
（
た
）
ち
て
自
（
み
ず
か
）
ら
整
払
（
せ
い
ふ
つ
）
し
、

呼
び
て
子
孫
に
命
じ
、
色
を
正
し
之
（
こ
れ
）
に
訓
（
お
し
）
え
て

曰
わ
く
、
「
夫
（
そ
）
れ
人
は
自
（
み
ず
か
）
ら
勉
め
ざ
る
可

（
べ
）
か
ら
ず
。
不
善
の
人
も
、
未
（
い
ま
）
だ
必
ず
し
も
本
よ

り
悪
な
ら
ず
、
習
い
性
（
せ
い
）
と
成
り
、
遂
に
此
（
こ
こ
）
に
至

る
。
梁
上
の
君
子
は
是
（
こ
）
れ
な
り
。
」
と
。
…
…

ず

べ
カ
ラ

ざ
ル

不
レ

可
レ

不
二

…
一

。
（
…
ざ
る
べ
か
ら
ず
）

二
重
否
定
。
…
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

自
ら
勉
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
＝
自
分
で
力
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。

い
ま
ダ

か
な
ら
ズ
シ
モ

未
二

必

…
一

。
（
い
ま
だ
か
な
ら
ず
し
も
…
ず
）

ず

部
分
否
定
。
必
ず
…
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

必
ず
し
も
本
よ
り
悪
な
ら
ず
。
＝
生
ま
れ
つ
き
の
悪
人
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。

▼
陳
寔
は
、
後
漢
の
人
。
地
方
官
と
し
て
公
正

な
裁
判
を
行
っ
た
。
「
梁
上
の
君
子
」
は
、

現
在
で
は
、
盗
人
の
こ
と
。

ま
た
、
ね
ず
み
の
異
名
。

 



－ ２２ －

「梁上君子」より、陳寔の言葉

夫 レ 人 ハ 不 可 カラ

不 ル 自 ラ 勉 メ 。 不 善 之

人 モ 、 未 ダ 必 ズ シモ 本

ヨリ 惡 ナラ 、 習 ヒ 以 性

成 リ 、 遂 ニ 至 ル 於 此

ニ 。 梁 上 ノ 君 子者 是 レナリ

ト 矣 。

時に ＝ そのころ。
歳荒れて民倹なり ＝ 凶作の年で、民衆は貧しかった。
梁 ＝ 家の棟を支える大きな横木。
整払す ＝ 衣服を整え、身の回りを整理する。
色を正す ＝ 威儀を正す。
不善の人 ＝ 正しくない人。
習い性と成り、遂に此に至る＝ ここでは、心ならずも悪を習慣とするうち

に、本当の悪人になってしまうことを指
す。

『後漢書』 ＝ 氾曄撰。後漢の歴史を書いた紀伝体の書。正史の一つ。
ごかんじょ はんよう

（このあと）棟木の上に潜んでいた盗人は、陳 寔の言葉を聞いて驚き、地に
ちんしょく

ひれ伏して、罪を認める。陳寔は、努力して善にかえるよう盗人をさとすと
ともに、悪心を起こしたのは貧しさによるものと、絹を与えた。このことが
あってから、この地方には二度と盗みはなくなった、と記されている。

※ 高等学校教科書「古典一 漢文編」（学習研究社）と、同教科書準拠の
参考書（朋友出版）を参照し、多くを引用させていただきました。



－ ２３ －

 

 

五 線 紙 に のりそう だ なと 聞 いて ゐ る

遠 い 電 話 に 弾 むきみの 声

小 野 茂 樹
お の し げ き

携帯電話が街中に溢れている昨今の一首ではなく、電話が今ほど身近ではな
かった頃のうたです。
遠い電話とあるので、なかなか簡単に会えないふたりなのでしょう。電話で言葉

を交わす喜びが、読むだけで伝わってくるようです。何より「五線紙にのりそう」と作
者に感じさせる、さわやかな、明るい、リズミカルな声を聞いている作者の、充たさ
れてゆく心までもが感じられるではありませんか。

羽 ば たきの 去 りしお ど ろきの 空 間 よ

た だ に 虚 像 の 鳩 らちり ば め

高 安 国 世
た か や す く に よ

鳩の群が一瞬にして飛びたつことはよくあることですが、その羽ばたきの音の多
さ大きさに驚いた作者ではないのです。
しっかりと作者の耳に羽ばたきを残した鳩が居なくなった空間に作者は立ってこ

の一首を詠んでいます。 夥 しいものが去った空間です。もはや虚像となってしま
おびただ

った鳩、ほんの一瞬に無くなったものの不可思議、鳥が飛び去るのは当たりまえ
等とは考えずに、この一瞬の作者が捉えたものを感じとりたいものです。

編集後記 《表紙絵 岡 稲子》
．．．．

ご報告とご案内に記載しましたが、今回で「平野久美子と短歌鑑賞」が最後と
なります。多忙の平野様に連載を無理にお願いしてまいりました。
季節・音に関連するうたをと、心こまかな気配りで短歌を選択して頂き、一首
々に詠まれている奥深い意味を分かり易く解釈して下さり、毎回楽しみでし
た。（短歌にふれる機会を与えていただき、感謝しております）
今後の平野様のご健康とご活躍をお祈りしております。

次回の発行は２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。


