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点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離

（
四
一
）

知
的
障
害
の
方
へ
の
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
（
一
）

公
立
図
書
館
の
障
害
者
サ
ー
ビ
ス

山
内

薫
（墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

前
号
か
ら
、
こ
の
『
う
か
』
と
『
う
ず
れ
ぽ
』
が
合
体
し
、

新
た
な
体
裁
の
冊
子
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
ト
ー
タ

ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
二
一
の
設
立
趣
意
書
の
中
に
、
具
体
的

な
活
動
と
し
て
知
的
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
立
ち
上
げ

た
い
と
記
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
号
か
ら
公
立
図
書
館

の
知
的
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
何
回
か
書
か
せ
て
い
た
だ

こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
は
言
っ
て
も
全
国
の
公
立
図
書
館

で
知
的
障
害
の
方
に
積
極
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る
と

こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
そ
の
反
面
、

ど
こ
の
図
書
館
に
も
必
ず
何
人
か
の
熱
心
な
知
的
障
害
の
利
用

者
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
六
年
前
、
全
国
の
公
立
図
書
館

を
対
象
に
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
知
的
障
害
者
の
利
用
が
あ
る

と
回
答
し
た
図
書
館
は
三
一
八
館
で
、
調
査
対
象
館
お
よ
そ

二
、
六
〇
〇
館
の
一
二
％
に
あ
た
り
、
そ
の
人
数
は
二
、
一
三

九
人
で
し
た
。
こ
れ
は
、
視
覚
障
害
者
（
五
三
二
館
、
一
四
、
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八
三
六
人
）
、
肢
体
障
害
者
（
六
四
〇
館
、
三
、
六
七
六

人
）
、
施
設
入
所
者
（
一
一
七
館
、
二
、
六
〇
二
人
）
に
次

い
で
四
番
目
に
多
い
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
『
図
書
館
が

変
わ
る

一
九
九
八
年
公
共
図
書
館
の
利
用
に
障
害
の
あ
る

人
々
へ
の
サ
ー
ビ
ス
調
査
報
告
書
』
日
本
図
書
館
協
会
障
害

者
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
編

日
本
図
書
館
協
会

二
〇
〇
一
）

一
方
、
東
京
の
最
新
デ
ー
タ
で
は
、
お
よ
そ
二
三
〇
の
図

書
館
の
う
ち
六
八
館
（
三
〇
％
弱
）
で
九
一
八
人
が
利
用
し

て
お
り
、
視
覚
障
害
者
（
四
、
五
一
五
人
）
、
肢
体
障
害
者

（
一
、
三
八
七
人
）
に
次
い
で
三
番
目
に
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
（
『
東
京
の
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
二
〇
〇
三
』

東
京
都

公
立
図
書
館
協
議
会
図
書
館
利
用
に
障
害
の
あ
る
人
々
へ
の

サ
ー
ビ
ス
研
究
会

二
〇
〇
三
）

こ
の
二
つ
の
調
査
で
は
、
図
書
館
側
が
知
的
障
害
の
方
を

意
識
的
に
捉
え
て
い
る
か
、
そ
う
し
た
施
設
や
授
産
所
に
対

し
て
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、
利
用
者
の
数
と
し
て

は
あ
が
っ
て
き
ま
せ
ん
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
数
値
の
数
倍

の
知
的
障
害
の
方
々
が
図
書
館
を
利
用
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
具
体
的
に
そ
う
し
た
方
た

ち
に
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
や
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
顕
在
化
し
て
お
ら

ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
迷
惑
な
利
用
者
と
し
て
見
ら
れ
て

い
る
の
が
現
状
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

一
〇
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
あ
る
図
書
館
関
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貸
出
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
経
験
の
中
か
ら
公
立
図
書

館
で
の
知
的
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
の
可
能
性
と
今
後
の
方
向
を

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
前
段
と
し
て
、
今
号
と
次
号
は
公
立
図
書
館
の
障
害

者
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
現
在
ま
で
に
考
え
ら
れ
て
い
る
事
を

書
い
て
み
ま
す
。
多
く
の
市
民
や
図
書
館
利
用
者
は
、
公
立

図
書
館
が
心
身
に
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
図

書
館
利
用
に
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
様
々
な
取
り
組
み

を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
ご
存
じ
な
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
は
や
っ
と
緒
に
就
い
た

ば
か
り
で
、
す
べ
て
の
図
書
館
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
後
の
公
立
図
書
館
の

役
割
や
方
向
を
考
え
て
い
く
上
で
、
こ
の
障
害
者
サ
ー
ビ
ス

は
図
書
館
の
原
点
に
も
な
り
う
る
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
ご
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

公
立
図
書
館
が
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
々
に
対
す
る
サ
ー

ビ
ス
を
意
識
的
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
の
は
、
お
よ
そ
三
〇

年
前
に
視
覚
障
害
者
の
団
体
か
ら
公
立
図
書
館
の
開
放
を
求

め
る
ア
ピ
ー
ル
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
遡
り
ま
す
。
「
一
般
の

人
た
ち
が
自
由
に
利
用
で
き
る
公
立
の
図
書
館
を
自
分
た
ち

も
利
用
す
る
権
利
が
あ
る
」
と
訴
え
た
そ
の
ア
ピ
ー
ル
は
、

当
時
、
身
体
障
害
者
更
正
援
護
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
資
料
が
製
作
、
蓄
積
さ
れ
て

係
の
集
会
で
行
き
会
っ
た
図
書
館

学
を
学
ん
で
い
る
大
学
生
か
ら
次

の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

そ
の
学
生
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
あ
る
三
多
摩
の
図

書
館
で
、
職
員
と
一
緒
に
窓
口
を
や
っ
て
い
た
時
、
入
口
か

ら
知
的
障
害
の
方
が
入
っ
て
く
る
と
、
そ
の
図
書
館
の
職
員

は
す
か
さ
ず
「
こ
こ
は
あ
ん
た
た
ち
の
来
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
」
と
そ
の
人
を
追
い
出
し
た
と
い
う
の
で
す
（
そ
の
学
生

は
即
そ
の
図
書
館
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
や
め
た
と
い
う
こ
と

で
す
）
。
確
か
に
知
的
障
害
の
方
の
中
に
は
館
内
で
大
き
な

声
を
出
し
た
り
、
奇
声
を
発
し
た
り
し
て
、
他
の
利
用
者
か

ら
眉
を
顰
め
ら
れ
た
り
、
「
静
か
に
し
ろ
！
」
と
怒
ら
れ
た

り
す
る
方
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
ま
た
、
利
用
規
則
が

な
か
な
か
理
解
で
き
な
く
て
、
貸
出
制
限
を
越
え
て
Ｃ
Ｄ
や

ビ
デ
オ
な
ど
を
借
り
た
い
と
言
っ
て
く
る
方
な
ど
も
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
図
書
館
が
そ
う
し
た
人
た
ち
を
追
い

出
し
て
し
ま
っ
た
り
、
要
望
を
受
け
止
め
ず
に
拒
否
し
て
し

ま
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
の
方
た
ち
の
人
権
を
無
視
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
ひ
い
て
は
地
域
社
会
か
ら
も

排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

私
の
勤
務
す
る
墨
田
区
立
緑
図
書
館
に
も
多
く
の
知
的
障

害
の
方
が
来
館
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
肢
体
障
害
者

・
知
的
障
害
者
の
授
産
施
設
に
も
月
一
回
出
か
け
て
い
っ
て
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き
て
い
た
福
祉
施
設
の
点
字
図
書
館
で
は
、
自
分
た
ち
の

読
書
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
述
べ
、
教
育

施
設
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
に
公
開
さ
れ
る
べ
き
公
立
図

書
館
、
そ
し
て
点
字
図
書
館
と
比
べ
て
圧
倒
的
な
蔵
書
量

を
持
っ
て
い
る
公
立
図
書
館
を
視
覚
障
害
者
に
も
開
放
す

る
よ
う
に
求
め
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
視
覚
障
害
者
の
訴

え
に
応
じ
る
形
で
、
対
面
朗
読
と
い
う
画
期
的
な
サ
ー
ビ

ス
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
視
覚
障
害
者
の
た
め
の

資
料
と
し
て
は
既
に
点
字
図
書
館
で
点
字
図
書
や
録
音
図

書
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
資
料
を
作
成
す

る
に
は
と
て
も
時
間
が
掛
か
り
ま
す
し
、
製
作
す
る
人
を

育
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
対
面
朗
読
は
そ

の
場
で
求
め
ら
れ
た
資
料
を
読
む
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
で
す

か
ら
、
利
用
者
が
図
書
館
を
訪
れ
さ
え
す
れ
ば
い
つ
で
も

そ
の
場
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
視
覚
障
害
の
方
へ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
対
面
朗

読
以
外
は
既
に
点
字
図
書
館
が
先
行
し
て
実
施
し
て
い
ま

し
た
か
ら
、
公
立
図
書
館
で
も
視
覚
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
の

範
は
点
字
図
書
館
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
で
は

全
国
で
五
〇
〇
の
図
書
館
が
点
字
図
書
を
所
蔵
し
、
五
〇

〇
館
が
録
音
図
書
を
所
蔵
し
て
視
覚
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
を

行
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
製
作
し

て
い
る
公
立
図
書
館
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
録
音
図
書

で
お
よ
そ
一
七
〇
館
、
点
字
図
書
に
な
る
と
七
〇
館
余
と

激
減
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
点
字
図
書
館
で
は
ほ
と

ん
ど
取
り
組
ま
れ
て
い
な
い
拡
大
写
本
サ
ー
ビ
ス
な
ど
は

未
だ
に
公
立
図
書
館
で
も
ほ
と
ん
ど
取
り
組
ま
れ
て
い
な

い
と
い
う
現
状
で
す
。
（
前
掲
『
図
書
館
が
変
わ
る
』
）

ち
な
み
に
漢
点
字
を
所
蔵
し
て
い
る
公
立
図
書
館
は
一
〇

館
程
度
、
製
作
し
て
い
る
公
立
図
書
館
は
全
国
で
も
緑
図

書
館
く
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

肢体・知的障害者授産施設「すみだふれあいセンター」三階の食堂

前の窓際に資料を並べて月に一回昼休みに貸出を行っています。
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そ
の
効
果
が
あ
っ
て
か
、
事
業
所
の
親
睦
会
に
招
待
さ

れ
る
と
、
三
角
籤
や
ビ
ン
ゴ
カ
ー
ド
に
点
字
表
示
を
し
て

く
じ

い
た
だ
け
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
地
元
の

点
訳
サ
ー
ク
ル
に
入
会
し
て
活
動
し
て
下
さ
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。
羽
化
の
会
の
新
年
会
に
ご
一
緒
し
た
高

嶋
裕
美
子
さ
ん
も
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
漢
点
字
訳
を
し
て

下
さ
っ
て
い
ま
す
。

と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
中
、
昨
年
六
月
に
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
講
座
を
受

講
し
て
下
さ
っ
た
方
と
何
度
か
点
字
の
お
便
り
を
や
り
取

り
す
る
う
ち
に
、
そ
の
方
が
骨
髄
バ
ン
ク
を
介
し
て
骨
髄

を
提
供
な
さ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
後
も
骨
髄
バ

ン
ク
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
意
欲
的
に
な
さ
っ
て
い
る
こ
と

を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
も
ド
ナ
ー
登

録
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
昨
年
八
月
の
漢
点
字
フ
ェ
ス
タ
で
は
、
骨
髄
バ

ン
ク
の
点
訳
サ
ー
ク
ル
「
ほ
た
る
」
の
方
と
も
お
会
い

し
、
ぜ
ひ
漢
点
字
の
資
料
も
作
っ
て
ほ
し
い
と
お
願
い
致

し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
今
回
は
骨
髄
移
植
に
つ
い
て
お

話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

で
す
か
ら
、
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
と
は
言
っ
て
も
、
現
状

で
は
ほ
と
ん
ど
が
視
覚
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
点
字

図
書
館
で
行
っ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
を
そ
の
ま
ま
公
立
図
書

館
が
引
き
継
い
で
行
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
な
の
で
す
。

そ
の
他
に
、
図
書
館
ま
で
来
館
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

利
用
者
の
自
宅
ま
で
資
料
を
届
け
る
「
宅
配
」
を
実
施
し

て
い
る
図
書
館
が
お
よ
そ
二
〇
〇
館
、
施
設
へ
の
貸
出
を

し
て
い
る
図
書
館
が
お
よ
そ
二
五
〇
館
、
入
院
患
者
へ
の

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
図
書
館
が
お
よ
そ
六
〇
館
、
受

刑
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
図
書
館
が
三
〇
館
弱

と
い
う
現
状
で
す
。

（
い
ず
れ
も
前
掲
『
図
書
館
が
変
わ
る
』
）

骨
髄
移
植
に
つ
い
て

平
瀬

徹

私
は
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
講
座
の
講
師
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
き
に
は
、
必
ず
点
字
も
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
入
れ
て
い

た
だ
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
支
援
費
の
契
約
書
や
報
告

書
を
利
用
者
自
身
が
確
認
で
き
る
よ
う
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん

に
も
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
に
も
点
字
を
知
っ

て
お
い
て
ほ
し
い
か
ら
で
す
。
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骨
髄
と
は

骨
髄
は
、
腰
や
胸
の
骨
の
内
部
に
あ
る
海
綿
状
の
組
織

で
す
。
血
液
は
こ
こ
で
作
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
は
、
骨
髄
液

で
満
た
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
液
体
の
中
に
は
、
血
液
成
分

の
元
に
な
る
骨
髄
幹
細
胞
（
造
血
幹
細
胞
）
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
骨
髄
液
が
作
る
主
な
血
液
成
分
に
は
、
体
内
に

酸
素
を
運
ぶ
「
赤
血
球
」
、
病
原
体
か
ら
身
を
守
る
「
白

血
球
」
、
出
血
を
止
め
る
「
血
小
板
」
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
骨
髄
移
植
は
、
患
者
さ
ん
の
、
病
気
に
お
か
さ
れ
た

骨
髄
幹
細
胞
を
、
ド
ナ
ー
の
方
の
健
康
な
骨
髄
幹
細
胞
と

入
れ
替
え
て
、
正
常
な
造
血
機
能
を
回
復
さ
せ
る
治
療
法

で
す
。

移
植
後
は
、
血
液
型
は
ド
ナ
ー
の
型
に
変
わ
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
親
族
の
だ
れ
よ
り
も
血
が
濃
く
な
る

わ
け
で
す
。

骨
髄
移
植
に
必
要
な
の
は
血
液
型
の
一
致
で
は
な
く
、

白
血
球
のＨ

Ｌ
Ａ

型
と
い
う
も
の
で
、
兄
弟
姉
妹
で
は
四

分
の
一
が
一
致
し
ま
す
が
、
親
子
で
は
希
に
し
か
一
致
し

ま
せ
ん
。
非
血
縁
者
（
他
人
）
で
は
、
数
百
～
数
万
分
の

一
の
確
率
で
し
か
一
致
し
な
い
そ
う
で
す
。

現
在
骨
髄
バ
ン
ク
に
ド
ナ
ー
登
録
し
て
い
る
方
は
十
八

万
人
程
だ
そ
う
で
す
が
、
三
十
万
人
の
登
録
が
あ
れ
ば
殆

ど
の
患
者
さ
ん
のＨ

Ｌ
Ａ

型
が
一
致
す
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

骨
髄
移
植
の
実
際

実
際
の
骨
髄
移
植
は
、
主
に
以
下
の
よ
う
に
進
め
ら
れ

ま
す
。

一
．
前
処
置

患
者
さ
ん
は
、
骨
髄
移
植
の
約
二
週
間
前
か
ら
移
植

の
準
備
に
入
り
、
大
量
の
薬
の
投
与
や
放
射
線
の
照
射

を
受
け
ま
す
。
そ
の
結
果
、
患
者
さ
ん
の
骨
髄
幹
細
胞

は
す
べ
て
壊
さ
れ
、
血
液
が
作
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

激
し
い
吐
き
気
や
全
身
の
脱
毛
な
ど
の
副
作
用
に
耐
え

な
が
ら
患
者
さ
ん
は
命
が
け
の
治
療
に
取
り
組
む
こ
と

に
な
り
ま
す
。

二
．
骨
髄
移
植

移
植
当
日
、
健
康
な
ド
ナ
ー
の
方
か
ら
採
取
さ
れ

た
骨
髄
液
は
、
通
常
の
輸
血
と
同
じ
よ
う
に
、
点
滴

で
数
時
間
か
け
て
、
患
者
さ
ん
の
静
脈
に
注
入
さ
れ

ま
す
。

三
．
造
血
回
復
か
ら
社
会
復
帰
へ
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患
者
さ
ん
は
、
無
菌
室
で
拒
絶
反
応
や
感
染
症
な
ど

に
注
意
し
な
が
ら
、
安
静
に
過
ご
し
ま
す
。
や
が
て
移

植
さ
れ
た
骨
髄
液
が
働
き
は
じ
め
、
正
常
な
血
液
を
作

る
よ
う
に
な
る
と
、
一
般
の
病
棟
に
移
さ
れ
ま
す
。
そ

こ
で
良
好
な
経
過
を
た
ど
れ
ば
、
退
院
し
、
社
会
復
帰

が
で
き
ま
す
。

骨
髄
移
植
は
四
～
五
日
の
入
院
が
必
要

骨
髄
移
植
に
当
た
っ
て
は
、
ド
ナ
ー
の
方
に
四
～
五
日

の
入
院
が
必
要
で
す
。
骨
髄
採
取
の
前
々
日
か
前
日
に
入

院
し
、
検
査
等
が
行
わ
れ
ま
す
。

骨
髄
液
は
、
骨
盤
を
形
成
す
る
腸
骨
か
ら
専
用
の
針
を

さ
し
て
行
い
ま
す
。
採
取
は
手
術
室
で
、
全
身
麻
酔
を
行

い
、
五
〇
〇
～
一
、
〇
〇
〇
ｃ
ｃ
の
量
を
採
り
ま
す
。
採

取
時
間
は
、
一
～
三
時
間
ほ
ど
で
す
。
通
常
は
、
採
取
後

二
～
三
日
で
退
院
で
き
ま
す
。

採
取
後
は
、
鈍
痛
が
し
ば
ら
く
残
る
そ
う
で
す
が
、
通

常
は
採
取
の
翌
々
日
に
は
退
院
し
、
通
常
の
生
活
に
戻
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

骨
髄
移
植
の
リ
ス
ク

骨
髄
移
植
に
当
た
っ
て
は
、
ド
ナ
ー
の
意
思
と
安
全
が

最
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ド
ナ
ー
が
骨
髄
を
移
植
す
る
た
め
の
入
院
費
や
手
術
費

用
は
患
者
さ
ん
が
す
べ
て
負
担
し
ま
す
が
、
休
業
補
償
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
会
社
を
休
む
こ
と
で
リ

ス
ト
ラ
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

通
常
は
す
ぐ
に
仕
事
に
復
帰
で
き
ま
す
が
、
術
後
の
痛

み
に
は
個
人
差
が
あ
り
、
一
カ
月
く
ら
い
鈍
痛
が
残
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
で
す
。

ド
ナ
ー
の
死
亡
例
は
血
縁
者
間
で
三
例
（
内
日
本
で
一

例
）
あ
り
、
日
本
の
一
例
が
腰
椎
麻
酔
に
よ
る
も
の
だ
っ

た
た
め
、
以
後
は
必
ず
全
身
麻
酔
で
行
わ
れ
て
い
る
そ
う

で
す
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
て
挿
管
し
て
お
く
こ
と

が
ド
ナ
ー
の
安
全
の
た
め
の
教
訓
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

通
常
、
ド
ナ
ー
が
移
植
す
る
病
院
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
患
者
さ
ん
が
海
外
の
方
の
場
合
な
ど
は
、
空
港

に
近
い
病
院
で
移
植
手
術
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

手
術
を
必
要
と
し
な
い
骨
髄
移
植

一
．
同
種
末
梢

血
幹
細
胞
移
植

ま
っ
し
ょ
う

ド
ナ
ー
の
末
梢
血
中
に
循
環
し
て
い
る
造
血
幹
細
胞

を
血
球
分
離
装
置
に
よ
っ
て
大
量
に
採
取
し
、
こ
れ
を

骨
髄
移
植
と
同
様
の
方
法
で
移
植
す
る
治
療
法
で
す
。

な
お
、
通
常
末
梢
血
中
に
は
こ
の
造
血
幹
細
胞
は
ご
く
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僅
か
し
か
循
環
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
顆
粒
球
コ
ロ
ニ
ー

か
り
ゅ
う
き
ゅ
う

刺
激
因
子
（Ｄ

‐Ｃ
Ｓ
Ｆ

）
と
い
う
薬
を
ド
ナ
ー
に
投

与
す
る
と
、
よ
り
多
く
の
造
血
幹
細
胞
が
骨
髄
か
ら
動

員
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
判
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
薬
物
投
与
の
複
作
用
が
ま
だ
十
分
に

確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
何
度
も
薬
物
投
与
や
献
血

の
た
め
に
通
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
、
ド

ナ
ー
に
対
す
る
負
担
が
手
術
に
よ
る
移
植
よ
り
も
多
く

な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

二
．
臍
帯

血
移
植

さ

い
た
い

臍
帯
血
に
は
、
骨
髄
と
同
様
に
、
血
液
を
作
り
出
す

細
胞
「
造
血
幹
細
胞
」
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
お
り
、

出
産
時
に
臍
帯
血
を
採
取
す
れ
ば
多
く
の
患
者
さ
ん
を

救
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
、
臍
帯
血
の
凍
結
保
存
は
採
取
後
二
十
四
時
間

以
内
に
分
離
保
存
施
設
へ
搬
送
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
た
め
、
ど
こ
で
も
で
き
る
と
い
う
わ
け
に
は

行
き
ま
せ
ん
。

大
学
病
院
な
ど
で
出
産
す
る
方
は
重
篤
な
方
が
多
い

た
め
、
採
取
に
適
せ
ず
、
個
人
の
産
婦
人
科
を
中
心
に

行
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

視
覚
障
害
者
の
ド
ナ
ー
登
録

骨
髄
バ
ン
ク
へ
の
ド
ナ
ー
登
録
は
、

次
の
よ
う
な
手
順
で
行
い
ま
す
。

一
．
『
チ
ャ
ン
ス
』
と
い
う
小
冊
子
を

熟
読
し
ま
す
。

骨
髄
移
植
推
進
財
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
らＰ

Ｄ
Ｆ

版
を
入
手
し
た
り
、
活
字
版
を
申
し
込
む
こ
と
も
で
き

ま
す
。
か
な
点
字
版
も
あ
り
ま
す
。

二
．
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
登
録
会
や
保
健
所
な
ど
で
ビ
デ
オ
を

見
て
、
そ
の
内
容
を
充
分
理
解
で
き
た
ら
、
一
〇
〇

ｃ
ｃ
の
採
血
を
受
け
て
登
録
し
ま
す
。

ビ
デ
オ
は
二
種
類
あ
っ
て
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
登
録
会

用
の
も
の
は
短
く
、
画
面
が
見
え
な
い
と
内
容
を
充
分

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

名
古
屋
で
今
年
三
月
に
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
対
象
の

勉
強
会
を
行
い
ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
は
詳
し
い
ほ
う

の
ビ
デ
オ
を
上
映
し
な
が
ら
、
画
面
の
説
明
も
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
三
人
の
方
か
ら
生
の
ド
ナ
ー

体
験
も
お
聴
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。



 

「
家
族
が
血
液
の
病
気
に
な
っ
た
ら
移
植
す
る
」
と

考
え
て
い
る
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
み
ん

な
そ
う
思
っ
て
い
た
ら
、
非
血
縁
者
間
の
移
植
は
成
立

し
ま
せ
ん
。
救
わ
れ
る
は
ず
の
命
が
救
わ
れ
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
拙
文
を
お
読
み
い
た
だ
い
た
方
の
中
で
、
一
人

で
も
骨
髄
移
植
に
関
心
を
持
っ
て
下
さ
る
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。

主
要
症
状
に
対
す
る

理
療
施
術
（
一
）

小
池
上

惇

昨
年
の
八
月
ま
で
、
東
洋
医
学
の
概
要
に
つ
い
て
書
き

ま
し
た
が
、
今
回
か
ら
数
回
に
分
け
て
主
な
症
状
に
対
す

る
按
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

も
し
、
読
者
の
皆
様
の
中
で
こ
ん
な
症
状
に
つ
い
て
知

り
た
い
と
い
う
希
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
岡
田
さ
ん
の
方

ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

 

一

肩
こ
り

（
一
）
肩
こ
り
の
概
念

肩
こ
り
と
は
、
肩
上
部
か
ら
項
部
、
あ
る
い
は
肩

甲
間
部
に
及
ぶ
こ
わ
ば
っ
た
重
い
感
じ
、
な
ど
の
不

快
な
訴
え
を
い
い
ま
す
。

普
通
い
わ
れ
る
肩
こ
り
は
、
疲
労
が
原
因
で
、
そ

の
部
分
の
血
行
が
悪
く
な
る
た
め
に
起
こ
る
も
の
で

す
。
軽
い
も
の
な
ら
、
全
身
の
運
動
を
し
た
り
、
ぬ

る
め
の
入
浴
を
し
た
り
、
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
で
三
十
分

ほ
ど
暖
め
る
だ
け
で
こ
り
が
と
れ
て
楽
に
な
り
ま

す
。
頭
が
重
い
、
目
が
疲
れ
る
、
体
が
怠
く
て
気
力

が
な
い
、
食
欲
が
進
ま
な
い
、
朝
か
ら
あ
く
び
や
居

眠
り
が
出
る
な
ど
の
症
状
を
伴
う
肩
こ
り
は
疲
労
が

蓄
積
さ
れ
た
た
め
に
起
こ
り
ま
す
。
肩
こ
り
は
、
疲

労
の
他
に
高
血
圧
症
、
動
脈
硬
化
症
、
精
神
神
経
症

の
一
症
状
と
し
て
起
こ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

頑
固
な
肩
こ
り
は
専
門
医
の
受
診
を
お
勧
め
し
ま

す
。

（
二
）
東
洋
医
学
的
な
見
方

後
頭
部
か
ら
頚
部
側
面
に
か
け
て
の
こ
わ
ば
り
を

頚
項
強
と
い
い
、
胆
経
の
病
証
、
首
筋
か
ら
背
中
に

－８ －
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を
図
り
ま
す
。

肩
こ
り
の
時
に
こ
り
の
現
れ
や
す
い
筋
肉
は
、
僧
帽

筋
、
菱
形
筋
、
肩
甲
挙
筋
、
脊
柱
起
立
筋
な
ど
で
す
。
僧

帽
筋
は
後
頚
部
か
ら
肩
背
部
に
か
け
位
置
す
る
筋
で
、
そ

の
こ
り
に
対
し
て
は
後
ろ
首
の
天
柱
、
肩
上
部
の
肩
井
・

天
り
ょ
う
、
脊
柱
両
側
の
肺
兪
・
心
兪
な
ど
の
経
穴
を
用

い
ま
す
。
肩
甲
挙
筋
は
肩
甲
骨
の
上
に
あ
る
筋
な
の
で
、

そ
の
こ
り
に
対
し
て
は
肩
甲
骨
上
角
の
近
く
に
あ
る
曲
垣

を
用
い
ま
す
。
菱
形
筋
は
肩
甲
骨
の
内
縁
に
あ
る
筋
な
の

で
、
そ
の
こ
り
に
対
し
て
は
肩
甲
骨
内
縁
の
膏
肓
と
い
う

経
穴
を
用
い
ま
す
。
脊
柱
起
立
筋
は
背
骨
の
両
側
に
あ
る

筋
で
、
そ
の
こ
り
に
対
し
て
は
背
骨
の
両
側
に
あ
る
肝
兪

・
腎
兪
・
大
腸
兪
な
ど
を
用
い
ま
す
。

ウ

併
用
す
る
物
理
療
法

ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
・
遠
赤
外
線
・
低
周
波
な
ど
を
用

い
ま
す
。
ホ
ッ
ト
パ
ッ
ク
と
遠
赤
外
線
は
温
熱
療

法
、
低
周
波
は
電
気
的
刺
激
に
よ
っ
て
筋
肉
の
循
環

を
改
善
す
る
効
果
が
あ
り
ま

す
。

エ

肩
こ
り
体
操

次
の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
体
操
を
、

 

か
け
て
の
こ
わ
ば
り
を
項
背
強
と
い
い
、
膀
胱
経
の

病
証
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
肩
に
は
多
数

の
経
絡
が
走
っ
て
お
り
、
こ
り
や
痛
み
の
場
所
と
経

絡
の
関
係
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

臓
腑
で
は
、
目
の
疲
れ
に
よ
る
肩
こ
り
は
肝
、
食

欲
不
振
や
便
秘
を
伴
う
肩
こ
り
は
胃
の
病
証
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

（
三
）
肩
こ
り
の
治
療ア

治
療
方
針

主
な
目
的
は
、
頚
肩
部
の
緊
張
を
緩
解
し
、
疲
労

物
質
を
除
去
す
る
こ
と
で
す
が
、
局
所
治
療
ば
か
り

で
な
く
全
身
状
態
の
改
善
も
必
要
で
す
。

イ

按
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
施
術

頚
肩
部
な
ど
凝
っ
て
い
る
部
に
揉
捏
法
・
圧
迫
法

・
按
撫
法
・
叩
打
法
な
ど
を
行
い
ま
す
。
揉
捏
法
と

は
も
む
こ
と
、
按
撫
法
と

は
な
で
る
こ
と
、
叩
打
法
と

は
た
た
く
こ
と
で
す
。

次
に
背
部
、
上
肢
、
下
肢
と
順

々
に
施
術
し
、
全
身
状
態
の
改
善
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患
者
に
家
庭
で
行
う
よ
う
に
指
導
し
ま
す
。

各
体
操
を
十
回
程
度
行
い
ま
す
が
、
一
つ
の
体
操
の
あ

と
は
少
し
休
ん
で
次
の
体
操
に
進
み
ま
す
。

①

拇
指
と
四
指
と
の
間
を
開

い
て
両
方
の
手
掌
を

側
腹
部
に
当
て
、
深
呼
吸
を
行
う
。
息
を
吐
く

と
き
に
両
手
で
腹
部
を
押
さ
え
る
よ
う
に
し
、

体
を
丸
め
る
。

②

首
を
左
右
に
交
互
に
曲
げ
、
次
に
前
後
に
交
互

に
曲
げ
る
。

③

左
の
手
掌
を
左
側
頭
部
に
当
て
、
頭
と
手
で
押

し
合
う
。
同
様
の
動
作
を
右
側
頭
部
、
前
頭

部
、
後
頭
部
で
も
行
う
。

④

両
手
掌
を
胸
の
前
で
会
わ
せ
、
ひ
じ
を
張
る
。

手
掌
同
士
で
押
し
合
う
。

⑤

肩
す
く
め
運
動
を
行
う
。

次
回
は
、
頚
腕
症
候
群
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

 

 

［
左
記
は
、
横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
教
授
の

村
田
忠
禧
先
生
が
、
本
年
四
月
十
六
日
に
、
横
浜
東

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
で
行
わ
れ
た
卓
話
で
す
。
中
国
と

我
が
国
を
め
ぐ
る
、
極
め
て
現
代
的
な
課
題
に
言
及

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
紙
面
の
都
合
で
、
本
号
・
次
号

と
、
分
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
精
読
下
さ
い
。
］

卓
話
演
題

「
今
日
の
中
国
の特

徴
と
日
中
関
係
」
前
編

横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
教
授

村
田

忠
禧

本
日
は
横
浜
東
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
例
会
に
お
け
る

卓
話
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

私
は
こ
の
機
会
に
、
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
み
な
さ
ま

が
留
学
生
へ
の
支
援
活
動
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

こ
と
に
た
い
し
、
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
表
明
し
ま
す
。

み
な
さ
ま
の
留
学
生
へ
の
支
援
活
動
は
日
本
と
世
界
各
国
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と
の
人
々
の
相
互
理
解
の
た
め
に
大
変
有
意
義
な
こ
と
で

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
大
学
で
彼
ら
に
た
い
す
る
教
育
を
担
当

し
て
い
る
者
と
し
て
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
さ
き
ほ
ど
の
ご
紹
介
に
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
川

崎
市
高
津
区
梶
ヶ
谷
に
生
ま
れ
、
育
ち
、
今
も
そ
こ
で
生

活
し
、
横
浜
で
働
い
て
い
る
者
で
す
。
い
わ
ば
地
元
の
人

間
で
あ
り
ま
す
。
か
ね
が
ね
地
域
の
み
な
さ
ま
に
日
頃
自

分
が
研
究
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
し
た
の
で
、
今
回
こ
の
よ
う
な
機
会
を
作
っ
て
く
だ
さ

っ
た
こ
と
を
と
て
も
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
現
代
中
国
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
お
り
ま
す
が
、

今
回
の
演
題
で
あ
る
「
今
日
の
中
国
の
特
徴
と
日
中
関

係
」
に
つ
い
て
、
さ
て
具
体
的
に
何
を
お
話
し
し
よ
う

か
、
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
三
月
末
に
日
中
間
で
い
わ

ゆ
る
尖
閣
諸
島
に
お
け
る
中
国
人
の
上
陸
問
題
が
発
生

し
、
日
本
で
も
中
国
で
も
こ
の
問
題
が
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
問
題
に
つ
い
て
お
話
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

歴
史
的
経
緯

と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
の
事
件
が
発
生
す
る
前
の
昨
年
十

二
月
に
日
中
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
が
主
催
し
た

研
究
報
告
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
つ

い
て
報
告
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
関
係
で
、
こ

の
事
件
が
発
生
し
た
直
後
の
三
月
二
十
六
日
の
東
京
新
聞

に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
の
発
言
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た

し
、
ま
た
本
日
お
手
元
に
配
布
し
た
通
り
『
日
本
と
中

国
』
と
い
う
社
団
法
人
日
中
友
好
協
会
の
新
聞
に
も
短
い

文
章
を
発
表
し
ま
し
た
。
あ
と
で
ご
覧
い
た
だ
け
る
と
幸

い
で
す
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
り
ま
す
の
で
、
私
が
本
来
話
そ

う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
と
は
や
や
違
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
や
は
り
日
本
と
中
国
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
は

大
切
な
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
ま
ず
い
わ
ゆ
る
尖
閣
諸
島

の
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
ら
を
こ
こ
に
紹
介
い
た
し
ま
す
。

尖
閣
諸
島
（
当
初
は
尖
閣
列
島
と
い
い
ま
し
た
）
と
い

う
呼
び
方
は
実
は1

9
0
0

年
に
初
め
て
登
場
し
ま
す
。
そ
れ

はP
i
n
n
a
c
l
e
I
s
l
a
n
d
s

の
翻
訳
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ

れ
ら
の
島
は
中
国
の
文
献
・
地
図
な
ど
に
は
遅
く
と
も
明

の
時
代
に
は
っ
き
り
と
中
国
の
領
域
に
あ
る
も
の
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
、1

5
6
2

年
に
胡

宗
憲
・
鄭
若
曾
が
編
纂
し
た
『
籌
海
図
編
』
巻
二
の
「
福

建
使
往
日
本
針
路
」
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
中
国

の
福
建
か
ら
琉
球
に
使
節
が
行
く
航
路
を
記
し
た
も
の
で
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す
。
そ
こ
に
釣
魚
嶼
、
黄
麻
嶼
、
赤
坎
嶼
と
記
さ
れ
て
い
る

の
が
の
ち
に
日
本
で
尖
閣
諸
島
と
呼
ぶ
島
々
で
す
。

明
治
以
前
に
は
沖
縄
は
琉
球
と
呼
ば
れ
、
独
立
し
た
国
で

し
た
。
そ
の
琉
球
の
国
王
が
新
た
に
就
任
す
る
時
に
は
中
国

か
ら
冊
封
使
と
い
う
使
節
が
や
っ
て
き
て
信
任
す
る
こ
と
が

不
可
欠
で
し
た
。
当
時
は
帆
船
の
時
代
で
す
の
で
、
使
節
を

乗
せ
た
船
は
夏
至
の
頃
の
南
西
の
風
を
利
用
し
て
福
建
の
福

州
か
ら
那
覇
を
目
指
し
て
進
み
ま
し
た
。
そ
の
際
の
航
海
の

目
印
と
し
て
こ
れ
ら
の
島
々
は
と
て
も
重
要
な
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
。
次
の
図
は
福
州
と
琉
球
と
を
往
復
す
る
時

の
針
路
を
示
し
た
「
針
路
図
」
で
す
。
福
州
を
出
発
し
た

帆
船
は
台
湾
の
北
東
沖
合
か
ら
花
瓶
嶼
、
彭
佳
山
、
釣
魚

台
、
黄
尾
嶼
、
赤
尾
嶼
、
姑
米
山
（
今
日
の
久
米
島
）
、

馬
歯
山
（
今
日
の
慶
良
間
島
）
、
那
覇
へ
と
進
む
ル
ー
ト

が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と

は
赤
尾
嶼
か
ら
深
い
海
溝
を
渡
り
、
久
米
島
に
た
ど
り
つ

い
て
よ
う
や
く
琉
球
の
領
域
に
入
っ
た
と
い
う
意
識
を
中

国
側
、
も
琉
球
側
い
ず
れ
も
が
共
有
し
て
い
た
こ
と
で

す
。
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当
時
の
中
国
（
明
、
清
）
、
琉
球
、
そ
し
て
日
本
い
ず

れ
も
琉
球
国
の
範
囲
に
つ
い
て
は
明
確
な
認
識
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
琉
球
三
十
六
島
と
い
っ
て
、
本
島
と
附
属

す
る
三
十
六
の
島
々
に
よ
っ
て
琉
球
と
い
う
国
は
構
成
さ

れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
に
日
本
人
の
林
子
平
が
著
わ
し
た
『
三
国
通

覧
』
付
図
「
琉
球
三
省
并
三
十
六
島
之
図
」
は
色
分
け
し

て
琉
球
、
日
本
、
清
国
を
描
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
釣
魚

台
、
黄
尾
山
、
赤
尾
山
と
い
う
名
称
で
問
題
の
島
々
が
登

場
し
ま
す
が
、
福
建
省
や
浙
江
省
と
同
じ
色
で
描
か
れ
て

い
ま
す
。
当
時
の
日
本
の
知
識
人
は
こ
の
島
々
の
存
在
を

知
っ
て
い
た
し
、
そ
こ
を
琉
球
の
一
部
で
は
な
く
、
中
国

の
一
部
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
で
も
明
白
で
す

琉
球
（
今
日
の
沖
縄
）
の
人
々
が
こ
れ
ら
の
島
々
を
琉
球

の
範
囲
と
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
は
客
観
的
な
根

拠
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
釣
魚
嶼
、
黄
尾
嶼
、
赤
尾

嶼
（
今
日
、
日
本
が
尖
閣
諸
島
あ
る
い
は
尖
閣
列
島
と
よ

ぶ
島
々
）
と
先
島
諸
島
と
の
間
に
は2

0
0
0

メ
ー
ト
ル
に
も

達
す
る
海
溝
が
存
在
し
て
い
て
、
小
さ
な
舟
で
は
渡
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
た
い
し
て
先
島
諸
島
の
間
、

あ
る
い
は
先
島
諸
島
と
沖
縄
本
島
と
の
間
は
浅
い
海
で
繋

が
っ
て
い
た
た
め
、
琉
球
三
十
六
島
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

成
立
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

一
方
、
台
湾
、
福
建
、
浙
江
な
ど
中
国
の
沿
海
か
ら
は

2
0
0

メ
ー
ト
ル
以
下
の
大
陸
棚
が
伸
び
て
い
ま
す
。
釣
魚

嶼
、
黄
尾
嶼
、
赤
尾
嶼
は
こ
の
大
陸
棚
の
縁
に
位
置
し
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
南
西
の
風
を
利
用
し
て
福
建
か
ら
那

覇
に
向
う
帆
船
は
、
大
陸
棚
に
点
在
す
る
こ
れ
ら
の
島
々

を
目
標
に
し
て
進
み
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
周
辺
海
域
で
漁

撈
す
る
漁
民
た
ち
に
と
っ
て
、
海
が
荒
れ
た
場
合
の
避
難

場
所
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
点
で
中
国
の
沿
海

で
生
活
を
す
る
人
々
に
と
っ
て
こ
の
島
の
存
在
は
身
近
な

も
の
で
し
た
が
、
沖
縄
の
人
々
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
地

図
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
す
。
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（
次
号
へ
続
く
）

 

酔
夢
亭
読
書
日
記

第
四
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
一

人
間
が
自
由
に
そ
し
て
自
立
し
て
生
き
る
た
め
に
は
お

金
に
振
り
回
さ
れ
な
い
こ
と
も
重
要
な
こ
と
の
ひ
と
つ
で

あ
る
と
思
う
。
独
立
独
歩
を
説
い
た
福
沢
諭
吉
先
生
が
実

学
を
説
い
た
の
も
ま
さ
に
、
こ
の
お
金
の
問
題
を
こ
そ
人

の
生
き
方
に
あ
っ
て
は
も
っ
と
も
基
本
で
あ
り
、
お
金
を

上
手
に
使
う
こ
と
と
自
由
と
独
立
は
無
関
係
で
は
な
い
こ

と
を
深
く
洞
察
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と
酔
夢
亭
は
思
う

の
で
あ
る
。

蓋
し
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
後
、
世
の
中
は
す
っ
か
り
世
知

辛
い
も
の
に
な
り
、
貧
す
れ
ば
鈍
す
る
、
有
様
で
あ
る
。

お
金
な
ん
か
有
ろ
う
と
無
か
ろ
う
と
品
性
変
わ
ら
ぬ
精
神

の
高
貴
さ
を
保
っ
て
い
た
い
な
ど
と
夢
想
す
る
酔
夢
亭
の

如
き
は
、
時
代
錯
誤
の
先
カ
ン
ブ
リ
ア
時
代
の
化
石
み
た
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い
な
も
の
で
あ
る
。
「
お
や
じ
～
、
な
に
わ
め
い
て
ん
だ

よ
ー
」
、
「
う
ざ
い
ん
だ
よ
お
～
」
っ
て
、
若
者
た
ち
に

バ
カ
に
さ
れ
る
の
が
オ
チ
で
あ
る
。

し
か
し
、
浜
の
真
砂
が
尽
き
て
も
泥
棒
が
居
な
く
な
ら

な
い
よ
う
に
、
或
い
は
男
と
女
が
こ
の
世
の
中
に
居
る
限

り
色
恋
沙
汰
が
無
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
お
金
が
あ
る
限

り
、
借
金
問
題
と
い
う
も
の
が
必
ず
出
て
く
る
の
も
確
か

な
こ
と
で
あ
る
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
石
川
啄
木
、
内
田
百
閒
先
生
な

ど
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
今
東
西
の
少
な
か
ら
ぬ
文

豪
、
芸
術
家
た
ち
は
借
金
に
苦
し
み
、
借
金
を
バ
ネ
と
し

て
お
の
れ
の
才
能
を
大
き
く
開
花
し
た
こ
と
は
皆
様
ご
存

知
の
通
り
で
あ
る
。

文
豪
、
芸
術
家
で
あ
れ
ば
、
借
金
も
愛
嬌
、
才
能
の
う

ち
に
み
ら
れ
る
し
、
後
生
に
名
も
残
る
か
ら
救
わ
れ
も
し

よ
う
。
だ
が
、
我
ら
凡
才
、
凡
人
、
名
も
無
き
庶
民
が
借

金
を
返
せ
な
く
な
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
敢
え

て
言
え
ば
悲
惨
の
一
語
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
、
今
回
以
降
は
、
借
金
問
題
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

基
本
的
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
借
金
な
ん
か
に
負
け
な
い
で

元
気
に
明
る
く
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

酔
夢
亭
は
行
政
書
士
で
も
あ
る
の
で
、
法
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
も
試
み
た
い
と
思
う
。

「
借
り
た
カ
ネ
は
返
す
な
！
」

加
治
将
一
、
八
木

宏
之
共
著

加
治
将
一
氏
は
作
家
、
不
動
産
投
資
家
で
あ
り
、
八

木
宏
之
氏
の
肩
書
き
は
企
業
再
生
屋
で
あ
る
。
後
ほ
ど

登
場
し
て
く
る
吉
田
猫
次
郎
氏
は
個
人
再
生
屋
で
あ

る
。再

生
屋
と
は
死
に
か
け
の
企
業
や
個
人
を
生
き
返
ら

せ
る
仕
事
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
死
に
か
け
て
い
る

と
言
っ
て
も
、
病
原
菌
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
無
く
、

金
欠
病
に
よ
る
も
の
で
、
主
な
症
状
は
借
金
で
首
が
回

ら
な
い
と
か
、
借
金
取
り
に
お
い
か
け
ま
わ
さ
れ
た
り

脅
か
さ
れ
た
り
し
て
、
精
も
根
も
尽
き
果
て
て
し
ま
っ

た
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。

「
夜
逃
げ
、
自
殺
と
い
っ
た
後
ろ
向
き
な
発
想
は
捨

て
ま
し
ょ
う
、
事
故
を
装
っ
た
保
険
金
が
目
当
て
の
自

殺
、
後
を
絶
た
な
い
駅
の
ホ
ー
ム
か
ら
の
飛
び
込
み
自

殺
が
一
件
で
も
減
る
こ
と
を
切
に
望
ん
で
い
ま
す
」
と

八
木
氏
は
訴
え
る
。

そ
う
、
そ
の
と
お
り
、
借
金
な
ん
か
で
死
ぬ
こ
と
は



な
い
、
借
金
と
は
踏
み
倒
す
も
の
也
、
と
力
強
く
か
つ
逞

し
く
宣
言
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
が
、
自
分
が
そ
の
当
事

者
に
な
っ
た
と
き
、
現
実
の
状
況
は
そ
う
易
々
と
力
強
く

か
つ
逞
し
く
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？

「
腎
臓
売
れ
、
肝
臓
売
れ
、
目
ん
玉
売
れ
」
で
有
名
な

商
工
ロ
ー
ン
の
怖
い
取
り
立
て
屋
が
家
に
や
っ
て
き
て
凄

ま
れ
て
も
堂
々
と
し
て
動
じ
な
い
よ
う
な
態
度
を
取
れ
る

も
の
か
ど
う
か
、
自
信
は
な
い
が
、
勇
気

は
持
ち
た
い
。
腎
臓
は
一
日
に
血
液
を
一

八
〇
リ
ッ
タ
ー
も
濾
過
す
る
大
切
な
臓
器

で
あ
る
。

肝
臓
だ
っ
て
目
ん
玉
だ
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で

あ
る
。
借
金
の
カ
タ
な
ん
か
で
取
ら
れ
て
た
ま
る
も
ん
か

い
！
と
心
で
叫
ん
で
も
、
な
に
せ
借
金
し
て
い
る
と
い
う

負
い
目
が
あ
る
。

借
金
は
余
り
感
心
で
き
な
い
、
ま
し
て
や
借
金
を
返
さ

な
い
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
強
迫
観
念

が
日
本
人
に
は
あ
る
よ
う
だ
。

借
金
っ
て
言
葉
が
良
く
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
シ
ャ

ッ
キ
ン
、
語
感
も
良
く
な
い
。

金
銭
消
費
貸
借
契
約
、
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

外
国
語
み
た
い
で
良
い
で
は
な
い
か
。
契
約
だ
か
ら
、
ギ

ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
、
義
理
人
情
負
い
目
は
な
い
。
互
い
に

－１６－

信
義
誠
実
に
義
務
を
履
行
し
、
権
利
を
行
使
す
れ
ば
よ
ろ

し
い
わ
け
だ
。
よ
し
、
こ
れ
に
し
よ
う
。

と
い
う
こ
と
で
、
借
金
と
言
う
こ
と
ば
を
使
わ
ず
、
今

後
は
金
銭
消
費
貸
借
契
約
と
い
う
語
で
こ
の
項
を
統
一
し

て
い
き
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
次
回
以
降
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
て
お
く
と
、

自
己
破
産
、
サ
ー
ビ
サ
ー
法
（
債
権
管
理
回
収
業
に
関

す
る
特
別
措
置
法
）
、
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
自
宅
を
守

る
、
特
定
調
停
法
、
利
息
制
限
法
、
金
利
の
引
き
直
し
、

民
事
再
生
法
、
不
当
利
得
返
還
訴
訟
、
連
帯
保
証
な
ど
が

あ
る
。

具
体
的
に
金
銭
消
費
貸
借
の
問
題
点
を
考
え
て
い
く
つ

も
り
で
あ
る
。

以
下
次
号

 



漢
文
の
ペ
ー
ジ

望

湖

樓

醉

書

〔
北
宋
〕
蘇
軾

そ
し
ょ
く

シ
テ

ヲ

ダ

ラ

ヲ

黒

雲

翻
レ

墨

未
レ

遮
レ

山

ラ
セ

ヲ

レ
テ

ル

ニ

白

雨

跳
レ

珠

亂

入
レ

船

キ

ヲ

タ
ツ
テ

チ

キ

ズ
レ
バ

巻
レ

地

風

來

忽

吹

散

シ

ノ

望

湖

樓

下

水

如
レ

天

望

湖

楼

酔

書

ぼ

う

こ

ろ

う

す

い

し

ょ

黒
雲
墨
を
翻(

ひ
る
が
え)

し
て
未(

い
ま)

だ
山
を
遮(
さ
え
ぎ)

ら

ず

白
雨(

は
く
う)

珠(

た
ま)

を
跳(

お
ど)

ら
せ
乱
れ
て
船
に

入
る

地
を
巻
き
風
来
た
っ
て
忽(

た
ち
ま)

ち
吹
き
散
ず
れ

ば

望
湖
樓
下(

ぼ
う
こ
ろ
う
か)

水(

み
ず)

天
の
如
し

望
湖
樓
＝
西
湖
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
高
殿
。

醉
書
＝
酒
の
酔
い
に
ま
か
せ
て
書
き
し
る
す
意
。

白
雨
＝
に
わ
か
雨
。
夕
立
の
大
粒
の
雨
を
い
う
。

水
如
天
＝
水
面
が
大
空
の
よ
う
に
青
々
と
澄
み
渡
る
。

黒
雲
が
墨
を
流
す
よ
う
に
拡
が
り
、
山
を
覆
い
隠
そ
う
と

す
る
。
大
粒
の
雨
が
真
珠
を
と
び
は
ね
さ
せ
る
よ
う
に
船

に
降
り
注
ぐ
。
そ
れ
を
突
風
が
吹
き
と
ば
し
、
（
晴
れ
わ

た
る
）
望
湖
樓
か
ら
見
下
ろ
す
水
面
は
空
の
よ
う
に
青
い
。

リ
テ

ニ

ス

囘
レ

郷

偶
〃

書

〔
初
唐
〕
賀
知
章

が
ち
し
ょ
う

レ
テ

ヲ

ニ
シ
テ

ル

少

小

離
レ

家

老

大

囘

ク

マ
ル

ヘ
タ
リ

郷

音

無
レ

改

鬢

毛

摧

テ

ラ

兒

童

相

見

不
二

相

識
一

ツ
テ

フ

リ

レ
ノ

タ
ル
ト

笑

問

客

從
二

何

處
一

來

郷

に
回
り
て
偶
〃
書
す

き
ょ
う

か
え

た
ま
た
ま

少
小(

し
ょ
う
し
ょ
う)

家
を
離
れ
て
老
大
（
ろ
う
だ
い
）

に
し

て
回(

か
え)

る

郷
音(

き
ょ
う
お
ん)

改
ま
る
無
く
鬢
毛(

び

ん
も
う)

摧(

お
と
ろ)

え
た
り

児
童
相
見
て
相
識
ら
ず

笑
っ
て
問
う
客(

か
く)

何
れ
の
処
よ
り
来
た
る
と

偶
書
＝
思
い
つ
く
ま
ま
書
き
記
す
。
偶
感
を
記
す
。

偶
〃
の
〃
は
訓
を
く
り
返
し
て
読
む
符
号
。

少
小
＝
年
の
若
い
こ
と
。
年
少
。｢

老
大｣

に
対
応
。

老
大
＝
年
老
い
て
い
る
こ
と
。｢

少
小｣

に
対
応
。

郷
音
＝
「
音
」
は
発
音
。
郷
里
の
言
葉
。

鬢
毛
＝
こ
め
か
み
あ
た
り
の
頭
髪
。

若
い
頃
家
を
離
れ
、
年
老
い
て
帰
っ
て
き
た
。
お
国
な

ま
り
は
そ
の
ま
ま
だ
が
、
び
ん
の
毛
は
す
っ
か
り
う
す

く
な
り
、
子
ど
も
た
ち
は
顔
を
見
て
も
わ
か
ら
ず
に
、

｢

お
じ
さ
ん
は
ど
こ
の
人｣

と
笑
い
な
が
ら
た
ず
ね
る
。

－１７－



望 湖 樓 醉 書
黒 雲 翻 シテ 墨 ヲ 未 ダ 遮

ラ 山 ヲ

白 雨 跳 ラセ 珠 ヲ 亂 レテ 入

ル 船 ニ

巻 キ 地 ヲ 風 來 タツテ 忽 チ

吹 キ 散 ズレバ

望 湖 樓 下 水如 シ 天 ノ

囘 郷 偶 書

少 小 離 レテ 家 ヲ 老 大 ニシテ

囘 ル

郷 音 無 ク 改 マル 鬢 毛 摧 ヘタリ

兒 童 相 見 テ 不 相 識 ラ

笑 ツテ 問 フ 客 從 リ 何 レノ

處 來 タルト

-------------------- 前号の訂正とお詫び ----------------------

p.13（誤） →（正)
p.14（誤）逾 〃 →（正）逾 々 （誤）看 〃 → （正）看 々

（誤） ※ 「絶句」の逾と看の後のおどり字「〃」は、「〃」と同
じで「 」になります。

（正） ※ 「絶句」の逾と看の後のおどり字「〃」は、「々」とし、
「 」になります。

〈参照図書〉に続く、以下の記載が抜けたことをお詫びいたします。
遠藤哲夫『語法詳解 漢詩』（旺文社）『漢文の初級コース』（學燈社）

－１８－



去
る
・
本
年
二
月
十
五
日
に
、

大
阪
府
吹
田
市
の
、
故
・
川
上
泰

一
先
生
宅
を
お
訪
ね
し
て
、
漢
点

字
協
会
会
長
で
あ
る
川
上
先
生
の

奥
様
と
、
同
会
の
理
事
で
あ
る
加

藤
俊
和
様
に
お
会
い
し
て
、
漢
点

字
の
現
状
と
将
来
に
つ
い
て
、
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得

ま
し
た
。

本
会
か
ら
は
私
と
木
下
、
漢
点

字
使
用
者
の
、
東
京
在
住
の
田
中

秀
臣
様
と
木
村
多
恵
子
様
に
ご
一

緒
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
折
り
に
加
藤
理
事
の
お
口

か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
が
、
あ
る
意

味
で
、
そ
の
場
の
結
論
か
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
こ

に
、
そ
れ
に
添
っ
た
、
私
ど
も
の
見
解
を
申
し
上
げ
た
い

と
考
え
ま
す
。

な
お
こ
れ
は
、
来
る
七
月
四
日
（
日
）
に
予
定
さ
れ
て

い
る
、
協
会
の
「
記
号
検
討
委
」
に
、
私
も
出
席
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
か
ら
、
そ
の
席
へ
向
け
て
の
見
解
と
さ
せ

て
い
た
だ
く
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

本会の漢点字訳活動の基準
代表 岡田 健嗣

 

－１９－

一
．
本
会
の
活
動
か
ら
見
た
、
漢
点
字
訳
の

対
象
と
な
る
書
籍

二
月
十
五
日
の
会
見
で
、
加
藤
理
事
か
ら
、
記
号
検
討

委
で
検
討
さ
れ
て
い
る
漢
点
字
訳
の
対
象
と
な
る
書
籍
に

つ
い
て
、
「
普
通
の
読
み
物
」
と
お
伺
い
し
ま
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
ど
も
も
、
特
に
異
存
の
な
い

も
の
で
す
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
当
日
は
、
こ
の
〈
普

通
〉
に
つ
い
て
の
意
見
を
、
交
換
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

そ
こ
で
こ
の
「
普
通
の
読
み
物
」
と
い
う
表
現
に
つ
い

て
、
私
は
か
な
り
広
い
範
囲
を
指
し
た
も
の
と
解
し
ま
し

た
の
で
、
も
う
少
し
輪
郭
を
く
っ
き
り
さ
せ
て
み
た
い
と

い
う
衝
動
を
覚
え
て
い
ま
す
。

本
会
で
は
当
初
か
ら
、
「
読
書
に
意
欲
を
持
つ
人
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
漢
点

字
訳
を
活
動
と
し
て
来
ま
し
た
。
こ
の
意
味
を
、
こ
こ
に

今
一
度
反
省
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈
川
上
先
生
か
ら
〉

私
た
ち
漢
字
を
学
ぶ
機
会
の
な
か
っ
た
視
覚
障
害
者
に



と
っ
て
、
〈
漢
点
字
〉
の
出
現
は
、
〈
福
音
〉
と
言
っ
て

も
過
言
で
な
い
も
の
で
し
た
。

私
が
漢
点
字
を
習
得
し
て
、
さ
て
こ
れ
を
ど
う
使
お
う

か
と
考
え
て
い
る
こ
ろ
の
川
上
先
生
の
ご
発
言
か
ら
、

「
〈
漢
点
字
〉
は
読
む
た
め
の
文
字
」
だ
と
、
確
信
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
読
む
た
め
の
文
字
な
ら
、
読
む
も

の
が
必
要
だ
、
そ
れ
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
う

考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
現
在
に
至
り
ま
し
た
。

〈
教

養
〉

既
に
死
語
と
な
っ
た
観
の
あ
る
言
葉
で
す
が
、
〈
教

養
〉
と
い
う
の
が
、
こ
の
〈
漢
点
字
〉
に
は
、
最
も
ふ
さ

わ
し
い
語
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

〈
教
養
〉
は
、
ド
イ
ツ
語
の“
Ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
”

の

訳
語
と
し
て
流
布
さ
れ
た
語
で
、
人
間
の
成
長
、
人
格
の

形
成
、
生
涯
の
艱
難
辛
苦
を
乗
り
越

え
る
た
め
の
力
を
養
う
、
そ
う
い
う

意
味
合
い
を
持
っ
た
語
で
、
心
の
栄

養
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
言
葉
で

す
。幸

い
に
、
書
店
へ
行
け
ば
、
「
教

養
・
娯
楽
」
と
い
う
分
類
の
本
に
出

 

会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
大
学
の
講
座
で
も
、
「
教
養

課
程
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
教
養
・
娯
楽
」

と
い
う
と
、
〈
教
養
〉
が
娯
楽
に
食
わ
れ
る
様
子
を
想
像

し
ま
す
が
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
「
教
養
こ
そ
娯
楽

だ
」
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
訳
で
、
一
緒
に
楽
し
も
う

で
は
な
い
か
、
私
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

書
店
の
棚
の
、
「
教
養
・
娯
楽
」
に
対
す
る
語
と
し
て

は
、
「
学
術
・
専
門
・
研
究
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
〈
教
養
〉
と
は
、
学
術
で
な
い
、
専
門
的
で

な
い
も
の
、
し
か
も
人
間
の
心
の
栄
養
に
な
る
も
の
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
す
。

〈
教
養
書
〉

「
教
養
書
」
と
言
わ
れ
る
本
は
、
で
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。

誰
が
読
む
か
（
？
）
、
成
人
、
あ
る
い
は
成
人
に
達
し

よ
う
と
し
て
い
る
人
。

ど
ん
な
内
容
か
（
？
）
、
中
学
校
以
上
の
学
力
に
裏
付

け
ら
れ
た
常
識
に
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の
。

読
ん
で
ど
う
す
る
か
（
？
）
、
知
的
好
奇
心
の
満
足
、

常
識
の
改
変
、
新
た
な
視
点
の
獲
得
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
が
「
教
養
書
」
と
呼
ば
れ
る
本
に
求
め

－２０－



－２１－

ら
れ
て
い
る
も
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
参
り
ま
す
と
、
私
ど
も
が
活
動
の
対

象
と
し
て
い
る
書
物
が
、
自
ず
と
姿
を
現
し
て
来
る
よ
う
で

す
。二

．
点
字
符
号

本
会
の
活
動
は
、
一
般
の
書
籍
を
漢
点
字
訳
す
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
点
字
を
採
用
す
る
か
、
そ
れ
を
含
め
た
活
動

の
あ
ら
ま
し
を
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

（
一
）
漢
字
カ
ナ
交
じ
り
の
漢
字
の
部
分
は
、
漢
点
字
に

よ
っ
て
表
す
。

（
二
）
カ
ナ
の
部
分
は
、
従
来
の
日
本
語
点
字
を
採
用
す

る
。
た
だ
し
、
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
を
区
別
す

る
た
め
に
、
カ
タ
カ
ナ
を
、
カ
タ
カ
ナ
符
号
で
囲

ん
で
表
す
。

（
三
）
従
来
の
カ
ナ
体
系
の
日
本
語
点
字
の
分
か
ち
書
き

法
は
、
採
用
し
な
い
。

（
四
）
文
字
以
外
の
記
号
類
は
、
従
来
の
日
本
語
点
字
の

そ
れ
を
、
可
能
な
限
り
踏
襲
す
る
。
た
だ
し
、
必

要
な
記
号
が
見
出
せ
な
い
場
合
は
、
そ
れ
に
相
当

す
る
点
字
符
号
を
作
成
す
る
。
ま
た
、
記
号
と
し

て
の
点
字
符
号
は
存
在
し
て
も
、
墨
字
の
文
書
記

号
と
の
対
応
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
は
、
検
討
す

る
。

（
五
）
数
字
は
、
従
来
の
算
用
数
字
の
書
記
法
を
標
準
と

す
る
が
、
漢
数
字
で
の
表
記
も
可
と
す
る
。

（
六
）
本
会
の
漢
点
字
訳
書
の
製
作
は
、
日
本
語
文
を
対

象
と
し
て
検
討
し
て
来
た
。
し
か
し
、
日
本
語
文

は
、
あ
ら
ゆ
る
文
字
・
記
号
類
を
包
含
し
て
表
記

さ
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
日
本
語
本
文
中
に
、

外
国
語
が
交
じ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
の
よ

う
な
も
の
に
対
し
て
は
、
英
語
を
例
と
す
れ
ば
、

英
語
の
表
記
法
に
則
っ
て
行
う
。
他
の
外
国
語
に

も
、
可
能
な
限
り
、
同
様
に
対
応
す
る
。

（
七
）
本
会
が
使
用
し
て
い
る
現
行
の
点
字
符
号
は
、
決

し
て
固
定
的
な
も
の
と
は
考
え
な
い
が
、
符
号
の

変
更
に
は
、
充
分
な
試
行
と
検
討
を
要
す
る
も
の

と
考
え
る
。

三
．
結

論

従
来
の
カ
ナ
体
系
の
点
字
の
表
記
に
関
し
て
は
、
日
本
点

字
委
員
会
が
、
そ
の
方
式
を
検
討
・
決
定
し
て
い
ま
す
が
、

周
知
の
よ
う
に
、
数
年
ご
と
に
そ
の
表
記
の
変
更
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
変
更
は
、
点
字
を
使
う
者
に
と
っ
て
は
、
決



し
て
望
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
る
で
、
身
体
よ

り
短
い
夜
着
に
く
る
ま
れ
て
就
寝
す
る
よ
う
で
、
肩
を
覆
え

ば
足
が
出
る
、
足
を
庇
え
ば
肩
が
冷
え
る
と
感
じ
ら
れ
る
も

の
で
す
。

漢
点
字
に
よ
る
漢
字
カ
ナ
交
じ
り
文
を
表
す
点
字
符
号
に

は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
な
い
よ
う
、
充
分
検
討
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

言
語
が
違
い
、
使
用
す
る
文
字
が
違
う
の
で
、
比
較
は
困

難
で
す
が
、
欧
米
で
は
、
点
字
符
号
の
構
成
に
対
す
る
検
討

が
、
よ
り
周
到
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
、
私
は
持

っ
て
い
ま
す
。

点
字
に
も
墨
字
に
も
通
じ
て
い
て
、
し
か
も
母
国
語
と
し

て
の
言
語
に
も
通
じ
て
い
る
人
た
ち
が
、
検
討
に
当
た
っ
て

い
る
と
い
う
印
象
を
、
強
く
受
け
て
い
ま
す
。

我
が
国
で
も
、
点
字
の
表
記
法
の
検
討
が
、
欧
米
各
国
と

同
様
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
点
字
の
使
用
に
当
た
っ

て
、
も
っ
と
安
ん
じ
て
向
か
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す
。
せ
め
て
漢
点
字
の
世
界
で
は
、
加
藤
理
事
の
お
っ
し
ゃ

る
よ
う
に
、
色
々
な
意
見
の
す
り
合
わ
せ
と
、
試
行
テ
ス
ト

と
聞
き
取
り
調
査
を
通
じ
て
、
よ
り
よ
い
表
記
法
の
確
立
を

志
し
た
い
も
の
と
考
え
ま
す
。

－２２－

 

ご
報
告
と
ご
案
内

日
本
盲
人
社
会
福
祉
施
設
協
議
会
の

表
彰
を
を
受
け
ま
し
た
。

去
る
五
月
一
四
日
（
金
）
、

日
本
漢

点
字
協
会
の

ご
推
薦

で
、
本
会
の
活
動
が
、
日
本
盲

人
社
会
福

祉
施
設
協
議
会

か

ら
、
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

表
彰
式
は
、
愛
知
県
名
古
屋

市
の
観
光
ホ
テ
ル
を
会
場
に
、

名
古
屋
盲
人
情
報
文
化
セ
ン
タ

ー
（
名
古
屋
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
）

を
主
館
に
催
さ
れ
ま
し
た
。

本
会
か
ら
は
、
名
古
屋
に
在
住
の
、
平
瀬
徹
さ
ん
、
森

眞
由
美
さ
ん
と
、
名
古
屋
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ

大
樹
会
の
高
嶋
裕
美
子
さ
ん
に
ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し

 



た
。ご

多
忙
中
、
大

変
ご
足
労
を
お
か

け
し
ま
し
た
。
深

く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

ま
た
、
ご
推
薦

を
い
た
だ
き
ま
し

た
協
会
に
も
、
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
満
足
に
は
ほ

ど
遠
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま

す
が
、
本
会
ば
か
り
で
な

く
、
漢
点
字
を
志
向
し
て

い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活

動
に
、
社
会
の
視
線
が
向

け
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
の

証

か

と

考

え

て

お

り

ま

す
。こ

れ
を
バ
ネ
に
、
活
動

の
更
な
る
広
が
り
に
繋
が

る
こ
と
を
願
っ
て
止
み
ま

せ
ん
。

横
浜
国
立
大
学
の
公
開
講
座
に
、

漢
点
字
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

七
月
三
一
日
（
土
）
に
催
さ
れ
ま
す
、
横
浜
国
大
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
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
本
会
代
表
の
岡
田
が
、
そ
の
講
師
を
務
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

詳
細
は
案
内
記
事
を
ご
覧
下
さ
い
。

多
数
の
ご
来
場
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

漢
点
字
講
習
会

今
年
度
も
、
横
浜
市
の
ご
後
援
を
い
た
だ
い
て
、
漢

点
字
の
講
習
会
を
催
し
ま
す
。

五
月
二
三
日
（
日
）
に
、
第
一
回
目
を
行
い
ま
し

た
。テ

キ
ス
ト
も
徐
々
に
整
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。

お
近
く
の
方
で
、
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
、
ご
紹
介
下
さ
い
。

  

－２３－



漢
点
字
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
・

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
点
字
符
号
に
つ
い
て

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
点
字
符
号
を
、
一
部
改
定
し
ま
し

た
。カ

ギ
括
弧
な
ど
の
記
号
の
改
定
と
、
コ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

・
マ
ー
ク
の
左
右
に
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
な
ど
、
ご
く
僅

か
で
は
あ
り
ま
す
が
、
変
更
し
ま
し
た
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

Ｅ

‐Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ

：

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

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
、Ｕ
Ｒ
Ｌ

：

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

講

師

村
田

忠
禧

（
横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
教
授
）

馮

良
珍

（
横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
教
授
）

岡
田

健
嗣

（
横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
代
表
）

開
催
会
場

神
奈
川
県
民
セ
ン
タ
ー

4
0
2

室

（
横
浜
駅
西
口
）

〒2
2
1
-
0
8
3
5

横
浜
市
神
奈
川
区
鶴
屋
町2

-
2
4
-
2

T
E
L
:
0
4
5
-
3
1
2
-
1
1
2
1
(

代)

F
A
X
:
0
4
5
-
3
1
2
-
4
8
1
0

開
催
日
時

七
月
三
十
一
日
（
土
）

十
時
か
ら
十
七
時
ま
で

受

講

料

三
、
〇
〇
〇
円

 



日
本
と
中
国
に
お
け
る
漢
字
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
課

題
（
簡
略
化
、
点
字
と
漢
字
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
漢

字
）
に
つ
い
て
紹
介
し
、
国
際
化
、
情
報
化
の
時
代
に
対

応
す
る
漢
字
文
化
を
考
え
ま
す
。

か
つ
て
日
本
や
中
国
で
、
漢
字
は
近
代
化
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
化
の
足
か
せ
と
見
な
さ
れ
、
い
ず
れ
は
滅
び
る
も
の

と
考
え
ら
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
現
実
に
は

漢
字
は
滅
び
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方

で
近
代
化
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発

展
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
近
代
化

へ
の
対
応
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
単
位
で
行
わ
れ
た
た
め
、
い

ろ
い
ろ
と
混
乱
や
矛
盾
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

本
講
座
で
は
新
し
い
レ
ベ
ル
で
の
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文

化
の
再
統
一
の
可
能
性
と
い
う
視
点
か
ら
、
漢
字
文
化
を

捉
え
直
す
こ
と
を
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
大
き
く
分
け
て

三
つ
の
テ
ー
マ
で
問
題
提
起
を
い
た
し
ま
す
。

①
日
本
と
中
国
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
お
け
る
漢
字

コ
ー
ド
体
系
の
現
状
と
問
題
点
に
つ
い
て

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

よ
び
そ
の
統
一
化
の
可
能
性
に
つ
い
て

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

－２５－

本
件
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
、
お
申
し
込
み

は
左
記
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部

公
開
講
座
担
当
係

〒2
4
0
-
8
5
0
1

横
浜
市
保
土
ヶ
谷
区
常
盤
台７

９
－
２

電
話

0
4
5
-
3
3
9
-
3
2
5
5

そ
の
他
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

村
田
忠
禧

m
u
r
a
t
a
@
e
d
h
s
.
y
n
u
.
a
c
.
j
p

ま
で
電
子
メ
ー
ル
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。



－２６－

ゆう べ ゆう べ の わ が さ び しさの 樹 々の 揺 れ

な べ て 過 程 の なかの 惑 いか

西 勝 洋 一
に し し ょ う よ う い ち

やがて来る夏の光に向って樹々の緑の深まる季節。

もう若葉とは呼べない葉群を茂らせて、風に揺れる樹々に作者
は む ら

の思いが映されています。
少し甘い表現とも思える上句は、その甘さゆえに青春を感じさ
せてもいます。
下句の「過程のなかの」という表現には内省的な作者の姿があ

ないせいてき

ります。
人は自己を感じはじめた頃から、惑いながら生きてゆくものな
のでしょうか。

た ど り 来 し 道 しら じ らと みゆるとき

いまは 迷 は ず ゆく べ きのみか

土 岐 善 麿
と き ぜ ん ま ろ

迷いながら、惑いながら、それでも一歩一歩たどり来た道だった
のでしょうか。
それがある時期になってしらじらと道の行方がみえるようになっ
たのです。
もう、ここまできたら迷わずにこの道をゆくしかないかと、心定
めた作者です。このような一首に出会うと、どこかホッとする思
いです。
時代も環境も違うそれぞれの作者の二首が相呼応するように思え
ました。

編集後記 表紙絵 岡 稲子
．．．．

「あの頃…４６歳の夏目雅子さんに会えたにちがいない」日本広告
機構（ＡＣ）のＣＭが印象深く心に残ります。骨髄移植のリスクを
読んでいて「ドナーの負担が少なくなれば…（休業補償）健康だけ
が取り柄のリストラ世代の夫でも…」フッと考えてしまいました。

次回の発行は8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。


