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－ １ －

 

東
洋
医
学
に
つ
い
て
（
四
）

小
池
上

惇

四

経
絡
と
経
穴

（
一
）
経
絡
と
そ
の
流
注

ア

経

絡

経
絡
は
、
経
脈
と
絡
脈
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
経
脈
は

経
絡
の
本
管
に
当
た
り
、
絡
脈
は
経
脈
と
経
脈
と
を
つ
な

い
で
い
る
脈
で
す
。

経
絡
は
全
身
に
分
布
し
、
気
血
を
巡
ら
せ
て
い
ま
す
。

経
絡
は
、
体
表
を
走
る
だ
け
で
な
く
内
部
に
お
い
て
は
臓

腑
と
結
合
し
、
臓
腑
経
絡
系
を
構
成
し
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
内
臓
の
病
変
は
経
絡
上
に
現
れ
、
経
絡
へ
の
刺

激
は
臓
腑
の
病
変
を
治
し
た
り
、
内
臓
の
働
き
を
調
節
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

イ

正
経
と
奇
形

経
脈
に
は
十
二
の
正
経
と
奇
経
八
脈
が
あ
り
ま
す
が
、

臨
床
的
に
は
正
経
の
十
二
経
脈
と
奇
経
の
う
ち
の
督
脈
と

任
脈
を
加
え
た
十
四
経
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

正
経
と
は
、
六
臓
六
腑
に
所
属
す
る
経
脈
で
、
経
脈
の

主
体
を
な
し
て
い
ま
す
。
各
経
脈
は
そ
れ
ぞ
れ
が
属
す
る

臓
腑
名
、
始
ま
り
ま
た
は
終
わ
る
場
所
、
陰
陽
配
当
な
ど

に
よ
り
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

手
の
太
陰
肺
経
、
手
の
陽
明
大
腸
経
、

足
の
陽
明
胃
経
、
足
の
太
陰
脾
経
、
手
の

少
陰
心
経
、
手
の
太
陽
小
腸
経
、
足
の
太

陽
膀
胱
経
、
足
の
少
陰
腎
経
、
手
の
厥
陰

心
包
経
、
手
の
少
陽
三
焦
経
、
足
の
少
陽

胆
経
、
足
の
厥
陰
肝
経
。

以
上
の
十
二
経
で
す
が
、
名
前
を
聞
い
た
だ
け
で
う
ん

ざ
り
し
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
普
通
は
省
略
し
て
、
肺
経
と

か
膀
胱
経
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
に

に
書
い
た
も
の
が
正
式
な
名
称
で
す
。

経
絡
内
を
気
血
が
流
れ
る
方
向
及
び
経
絡
が
並
ぶ
順
序

を
流
注
と
い
い
、
経
絡
の
流
注
に
は
次
の
原
則
が
あ
り
ま

す
。①

手
の
太
陰
肺
経
か
ら
始
ま
り
、
十
二
経
を
巡
っ
て

足
の
厥
陰
肝
経
を
経
て
手
の
太
陰
肺
経
に
戻
る
。

②

手
の
三
陰
経
は
胸
か
ら
手
へ
、
手
の
三
陽
経
は
手

か
ら
顔
へ
向
か
う
。



－ ２ －

イ

要

穴

特
定
の
作
用
を
持
っ
た
重
要
穴
を
要
穴
と
い
い
、
こ
れ

に
、
原
穴
、
五
行
穴
、
兪
穴
、
募
穴
、

穴
、
絡
穴
、
四

総
穴
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
原
穴
、
四
総
穴
に

つ
い
て
記
述
し
ま
す
。

①

原
穴

そ
の
経
絡
を
代
表
す
る
経
穴
で
、
経
絡
の
変
動
の
際
、

最
も
反
応
の
現
れ
や
す
い
経
穴
と
考
え
ら
れ
、
主
な
経
絡

の
原
穴
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

肝
経
…
太
衝
（
足
の
第
一
指
と
第
二
指
の
付
け
根
の
間
）

心
経
…
神
門
（
手
関
節
前
面
の
小
指
側
）

脾
経
…
太
白
（
足
の
第
一
指
の
付
け
根
の
内
側
）

肺
経
…
太
淵
（
橈
骨
動
脈
の
触
れ
る
と
こ
ろ
）

腎
経
…
太
谿
（
内
顆
と
ア
キ
レ
ス
腱
と
の
間
）

②

四
総
穴

四
総
穴
と
は
、
身
体
を
四
つ
の
エ
リ
ア
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
の
部
の
病
の
治
療
に
用
い
る
経
穴
を
定
め
た
も
の

で
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ａ

顔
と
目
の
病
に
は
合
谷
を
用
い
ま
す
。
合
谷
は
、

手
の
第
一
指
と
第
二
指
の
付
け
根
の
間
に
あ
り
ま
す
。

ｂ

首
と
頭
の
病
に
は
列
缺
を
用
い
ま
す
。
列
缺
は
橈

③

足
の
三
陰
経
は
足
か
ら
胸
腹
部
へ
、
足
の
三
陽
経

は
顔
か
ら
足
へ
向
か
う
。

ウ

奇
経
に
つ
い
て

奇
経
に
は
、
督
脈
、
任
脈
、
衝
脈
、
帯
脈
、
陰

脈
、

陽

脈
、
陰
維
脈
、
陽
維
脈
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
任
脈
は

胸
腹
部
の
真
ん
中
、
督
脈
は
背
腰
部
の
真
ん
中
を
そ
れ
ぞ

れ
上
に
向
か
っ
て
走
っ
て
い
ま
す
。

（
二
）

経

穴

ア

経
穴
の
意
義

経
穴
は
経
絡
上
に
あ
る
反
応
の
現
れ
や
す
い
点
で
、
ツ

ボ
あ
る
い
は
穴
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
古
代
の
中
国

人
が
病
の
時
圧
し
て
特
に
痛
い
と
こ
ろ
や
気
持
ち
の
良
い

と
こ
ろ
を
選
び
、
そ
こ
を
治
療
に
用
い
た
と
こ
ろ
か
ら
経

穴
が
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
経
穴
を
繋

い
だ
も
の
が
経
絡
で
、
後
に
臓
腑
と
の
関
係
か
ら
、
臓
腑

経
絡
系
が
形
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
経

穴
に
は
次
の
よ
う
な
作
用
が
あ
り
ま
す
。

①

臓
腑
・
経
絡
の
病
変
を
表
す
…
診
断
点

②

臓
腑
経
絡
の
病
変
を
治
す
…
治
療
点

③

経
絡
の
機
能
の
調
節
…
調
整
点



－ ３ －

骨
動
脈
が
触
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
約
３
セ
ン
チ
上
に
あ
り
ま

す
。ｃ

腰
と
背
中
の
病
は
委
中
を
用
い
ま
す
。
委
中
は
膝

の
裏
側
の
中
央
に
あ
り
ま
す
。

ｄ

腹
部
の
病
に
は
、
足
の
三
里
を
用
い
ま
す
。
三
里

は
脛
骨
粗
面
の
下
縁
の
高
さ
で
外
方
二
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
。

③

そ
の
他

経
穴
は
、
全
身
に
三
百
六
十
五
も
あ
り
、
そ
れ
を
全
部

紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
最
後
に
肩
こ
り
に

用
い
ら
れ
る
経
穴
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ａ

肩
井
…
肩
上
部
の
ほ
ぼ
中
央

ｂ

天

…
肩
井
の
後
方
約
一
セ
ン
チ

ｃ

天
宗
…
肩
甲
骨
棘
下
部
の
ほ
ぼ
中
央

ｄ

天
柱
…
僧
帽
筋
の
外
縁
で
後
頭
部
の
下
端

ｅ

膏
肓
…
肩
甲
骨
内
縁
の
上
部

今
回
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
が
、
次
回
は
経
絡
の
中
を

流
れ
る
気
血
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
二
九
）

山
内

薫

（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

z

言
葉
と
身
体
（
二
）z

す
で
に
、
ご
紹
介
し
た
『
子
ど
も
は
こ
と
ば
を
か
ら
だ
で

覚
え
る－

メ
ロ
デ
ィ
か
ら
意
味
の
世
界
へ
』
（
中
公
新
書

二
〇
〇
一
）
の
著
者
、
正
高
信
男
は
京
都
大
学
霊
長
類

研
究
所
な
ど
で
「
ヒ
ト
乳
児
と
霊
長
類
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
比
較
行
動
学
的
研
究
を
通
じ
て
、
こ
と
ば

の
起
源
の
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
紹
介
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
そ
の
方
面
で
『
こ
と
ば
の
誕
生

－

行
動
学
か
ら
み
た
言
語
起
源
論
』
（
紀
伊
国
屋
書
店

一
九
九
一
）
、
『
０
歳
児
が
こ
と
ば
を
獲
得
す
る
と
き－

行
動
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
（
中
公
新
書

一
九
九

三
）
と
い
う
著
書
が
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
こ
の
三
冊
を

参
考
に
し
て
、
子
ど
も
が
こ
と
ば
を
獲
得
し
て
い
く
過
程

を
み
て
い
き
た
い
と
思
う
。

胎
児
は
受
精
後
四
ヶ
月
を
過
ぎ
る
と
聴
覚
が
発
達
す



－ ４ －

る
。だ

が
、
羊
水
に
包
ま
れ
て
た
だ

よ
っ
て
い
る
出
生
前
の
子
ど
も
が

聞
く
音
と
い
う
の
は
、
母
胎
の
出

す
心
音
や
血
流
音
そ
し
て
母
親
の

声
な
ど
、
た
い
へ
ん
限
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
胎
教
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
聴
か
せ
る

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
効
果
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
ら

し
い
。

し
か
し
、
胎
児
は
母
胎
の
音
や
母
親
の
声
を
記
憶
し
て

お
り
、
出
生
直
後
の
新
生
児
で
も
母
親
の
声
と
他
の
女
性

の
声
を
区
別
し
て
知
覚
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
母
親
が

出
生
前
に
繰
り
返
し
同
じ
童
話
を
音
読
し
て
あ
げ
る
と
、

や
は
り
出
生
後
な
じ
み
の
な
い
童
話
の
音
読
と
を
峻
別
す

る
。こ

の
音
読
が
胎
児
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
、
出
産
の
五

週
間
前
に
な
っ
て
か
ら
で
、
受
精
後
三
十
五
週
間
の
頃

に
、
外
界
の
刺
激
を
認
識
す
る
聴
覚
感
受
性
が
子
ど
も
に

完
備
さ
れ
る
。
と
は
言
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
母
親
の
話
し
た

お
話
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
先
の
童

話
を
ハ
ミ
ン
グ
だ
け
で
（
メ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
高
低
と
強

弱
の
調
子
だ
け
）
唄
っ
て
も
ら
っ
て
も
、
音
読
を
し
て
も

新
生
児
の
反
応
に
ほ
と
ん
ど
差
が
生
じ
な
い
。
つ
ま
り
、

赤
ち
ゃ
ん
が
外
界
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
ろ
う

と
す
る
際
、
周
囲
か
ら
入
力
さ
れ
る
情
報
は
最
初
、
メ
ロ

デ
ィ
と
し
て
や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
メ
ロ
デ
ィ
に
関
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
に
は
協
和
音
と

不
協
和
音
と
を
峻
別
し
、
協
和
音
の
方
を
好
む
と
い
う
一

つ
の
能
力
が
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
協
和
音

を
好
む
と
い
う
能
力
は
、
私
た
ち
の
言
葉
が
倍
音
構
造
を

持
ち
、
発
声
そ
の
も
の
が
複
数
の
音
程
の
協
和
音
の
連
鎖

で
あ
る
こ
と
と
係
わ
っ
て
い
る
。
ヒ
ト
の
新
生
児
が
持
つ

こ
の
よ
う
な
協
和
音
へ
の
生
得
的
な
好
み
は
言
語
的
な
音

声
へ
の
選
好
と
直
結
し
て
お
り
、
出
生
間
も
な
い
赤
ち
ゃ

ん
が
音
の
洪
水
の
中
か
ら
自
己
の
生
存
に
不
可
欠
な
音
源

に
、
確
実
に
注
意
を
払
う
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
埋
め
込

ま
れ
て
い
る
の
だ
。

さ
ら
に
、
私
た
ち
が
赤
ち
ゃ
ん
を
あ
や
し
た
り
、
話
し

か
け
る
時
の
こ
と
を
思
い
う
か
べ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の

発
話
に
お
け
る
特
徴
は
普
通
の
発
話
に
比
べ
て
、
音
の
高

さ
が
高
く
な
り
、
テ
ン
ポ
が
ゆ
っ
く
り
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。
決
し
て
意
識
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
に
高
い
声
に

な
り
、
ゆ
っ
く
り
話
し
か
け
る
と
い
う
、
こ
の
こ
と
自
体

も
遺
伝
的
に
組
み
込
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
へ
の
反
応
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
育
児
語
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
現
象
は
お

よ
そ
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
み
ら
れ
る
と
い
う
。



－ ５ －

赤
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
、
連
続
す
る
音
の
均
質
性
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、
刺
激
の
周
波
数
の
変
調
が
大
き
い
方
が

都
合
が
よ
く
、
高
音
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
音
程
間
の
周
波

数
の
開
き
は
大
き
く
な
る
。

ま
た
、
生
ま
れ
て
間
も
な
い
子
ど
も
に
と
っ
て
、
連
続

し
て
流
れ
る
音
を
分
節
処
理
す
る
材
料
と
し
て
は
歌
の
方

が
、
た
だ
の
会
話
よ
り
は
る
か
に
適
し
て
い
る
と
い
う
。

赤
ち
ゃ
ん
は
ま
ず
始
め
に
こ
と
ば
を
一
種
の
音
楽
と
し

て
知
覚
し
、
発
話
の
メ
ロ
デ
ィ
的
な
側
面
に
注
目
し
、
そ

の
特
徴
を
手
掛
か
り
に
記
憶
し
、
次
い
で
音
素
の
組
み
合

わ
せ
と
し
て
の
語
彙
の
記
憶
へ
と
移
行
す
る
ら
し
い
。
そ

の
際
、
音
素
を
の
せ
て
き
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
側
面
を
無
視

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
立
し
た
こ
と
ば
の
基
礎
と
な
る

単
語
を
自
ら
産
出
す
る
素
地
が
整
う
。

赤
ち
ゃ
ん
は
自
分
で
発
し
た
音
の
特
性
と
引
き
続
い
て

反
応
し
た
お
母
さ
ん
の
音
の
特
性
が
同
じ
で
あ
る
か
異
な

る
か
と
い
う
こ
と
を
生
後
三
ヶ
月
の
段
階
で
は
よ
く
分
か

ら
な
い
が
、
四
ヶ
月
齢
に
成
長
す
る
と
認
識
し
は
じ
め
る

と
い
う
。
こ
の
ち
ょ
う
ど
三
ヶ
月
か
ら
四
ヶ

月
の
頃
に
な
る
と
赤
ち
ゃ
ん
は
こ
と
ば
の
原

型
に
な
る
よ
う
な
母
音
様
の
音
を
発
声
し
は

じ
め
る
が
、
こ
の
頃
赤
ち
ゃ
ん
の
喉
に
は
劇

的
な
変
化
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

新
生
児
の
喉
の
形
態
は
未
だ
ヒ
ト
と
は
違
っ
て
チ
ン
パ

ン
ジ
ー
に
似
た
形
態
を
し
て
い
る
。
ヒ
ト
で
は
咽
頭
の
空

間
が
共
鳴
箱
の
役
割
を
し
て
音
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
が
新

生
児
で
は
軟
口
蓋
が
下
顎
の
筋
肉
よ
り
も
下
部
に
ま
で
垂

れ
下
が
っ
て
い
る
の
で
、
空
気
を
口
か
ら
外
部
へ
送
り
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
で
は
舌
が
口
腔
内

部
を
占
領
し
て
い
る
た
め
に
、
口
を
使
っ
て
呼
吸
す
る
と

い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
。
そ
れ
が
三
ヶ
月
を
過
ぎ

る
頃
に
下
顎
や
喉
を
包
ん
で
い
る
骨
格
が
短
期
間
に
成
長

し
て
気
管
の
先
端
部
が
下
降
し
、
咽
頭
が
拡
張
す
る
。
こ

う
し
た
後
で
や
っ
と
赤
ち
ゃ
ん
は
口
を
使
っ
て
共
鳴
し
た

音
を
出
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
回
目

の
声
変
わ
り
で
あ
る
。

こ
う
し
て
六
ヶ
月
を
す
ぎ
る
頃
に
な
る
と
喃
語
が
出
現

す
る
。
そ
れ
以
前
で
も
赤
ち
ゃ
ん
は
泣
く
と
い
う
こ
と
で

声
を
発
し
て
い
る
し
、
生
後
六
～
八
週
間
経
つ
と
「
ア

ー
」
と
か
「
ク
ー
」
と
い
う
ク
ー
イ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
音

声
を
発
す
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
喃
語
は
ク
ー
イ
ン
グ
と
違
っ
て
、
音
節
が
複

数
あ
り
、
各
音
節
が
子
音
プ
ラ
ス
母
音
の
構
造
を
持
っ
て

い
る
。
喃
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
音
節
が
発
声
さ
れ
る
テ
ン
ポ

は
、
笑
い
の
サ
イ
ク
ル
の
長
さ
と
き
わ
め
て
一
致
す
る
と
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い
う
。

赤
ち
ゃ
ん
が
声
を
た
て
て
笑
う

場
合
に
足
を
何
度
も
繰
り
返
し
て

蹴
り
な
が
ら
笑
う
様
子
を
目
に
し

た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
三
ヶ
月

齢
の
前
か
ら
笑
い
は
足
と
同
期
す

る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
五
ヶ
月

を
過
ぎ
る
と
手
と
の
同
期
が
始
ま
る
。
手
と
の
同
期
が
始

ま
る
と
足
と
の
同
期
は
急
速
に
減
少
し
、
同
時
に
笑
い
の

反
復
時
間
が
ど
ん
ど
ん
短
く
な
っ
て
い
く
。

子
ど
も
が
喃
語
を
話
し
始
め
る
時
期
と
、
笑
い
と
手
の

ス
ム
ー
ス
な
連
係
が
成
立
す
る
時
期
が
こ
う
し
て
重
な

る
。
つ
ま
り
、
よ
り
細
か
い
周
期
で
呼
気
の
断
続
的
反
復

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

笑
い
の
呼
気
の
長
さ
と
喃
語
の
一
音
節
の
平
均
的
な
長

さ
が
ほ
ぼ
等
し
く
、
短
く
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
大
人

並
み
の
子
音
が
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
発
声
と
手
の

運
動
と
の
同
期
は
急
に
消
失
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は

音
声
言
語
の
発
声
の
基
礎
と
な
る
パ
タ
ー
ン
を
習
得
す
る

た
め
に
手
足
の
運
動
が
道
具
的
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

ダ
や
バ
や
パ
と
い
う
喃
語
を
産
出
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
は
八
～
九
ヶ
月
の
こ
ろ
で
、
喃
語
の
パ
タ
ー
ン
は
特
定

の
事
物
や
事
象
、
赤
ち
ゃ
ん
の
欲
求
と
結
び
つ
く
よ
う
に

な
り
、
発
声
が
表
象
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が

伺
え
る
よ
う
に
な
る
。

た
だ
し
、
「
マ
・
・
マ
」
や
「
ダ
ダ
」
や
「
バ
バ
」
な

ど
特
徴
的
な
喃
語
が
そ
れ
ぞ
れ
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
個
別
的
で
統
一
性
が
な
い
。
と
こ
ろ

が
音
を
メ
ロ
デ
ィ
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
と
一
貫
し
た

傾
向
が
見
ら
れ
る
。

語
尾
が
上
昇
す
る
発
声
は
注
意
喚
起
と
欲
求
、
語
尾
が

下
降
す
る
発
声
で
は
抵
抗
と
譲
渡
、
平
板
な
調
子
の
発
声

は
呼
び
か
け
と
叙
述
と
い
う
よ
う
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
音
の
パ
タ
ー
ン
が
個
体

性
を
越
え
た
公
共
性
を
持
つ
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

従
来
「
ヒ
ト
は
白
紙
（
タ
ブ
ラ
・
ラ
ー
サ
）
の
状
態
で

こ
の
世
に
生
を
受
け
る
」
（
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
）
と
か
、

「
ヒ
ト
の
赤
ち
ゃ
ん
は
本
来
よ
り
も
生
理
的
早
産
の
状
態

で
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
て
い
る
」
（
『
人
間
は
ど
こ

ま
で
動
物
か
』
ア
ド
ル
フ
・
ポ
ル
ト
マ
ン
）
な
ど
、
赤
ち

ゃ
ん
は
非
常
に
未
熟
な
状
態
で
生
ま
れ
落
ち
「
心
理
未
分

化
の
有
機
体
」
で
あ
り
、
受
け
身
的
存
在
で
あ
る
と
見
な

さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
著
者
は
ヒ
ト
の
赤
ち
ゃ
ん
は
誕
生
し
た
直
後
に

乳
首
を
吸
い
始
め
る
段
階
か
ら
、
他
者
と
の
相
互
交
渉
を
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開
始
す
る
よ
う
に
遺
伝
的
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
驚
く
べ

き
積
極
性
を
持
っ
て
、
外
界
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
で
き

て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
認
知
そ
の
も
の
も
「
運
動
」
す
る
身
体
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
ヒ

ト
の
言
語
の
出
現
は
遺
伝
的
生
得
性
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。

言
語
の
獲
得
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
膨
大
な
未
知
の
部
分

が
残
さ
れ
て
は
い
る
が
、
一
般
的
認
知
能
力
と
言
語
能
力
は

発
達
の
た
め
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
共
有
し
て

お
り
、
か
つ
身
体
性

を
お
び
た
も
の
で
あ

る
こ
と
も
明
ら
か
に

な
り
つ
つ
あ
る
よ
う

だ
。

002.6.6 お話会・あめあめぽったん

点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
十
六
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

七

点
字
の
漢
字
に
は
二
つ
の
体
系
が
あ
る
？

本
稿
で
は
、
し
ば
し
ば
〈
六
点
漢
字
〉
と
呼
ば
れ
る
点

字
に
言
及
し
て
来
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
点
字

を
、
漢
字
の
体
系
を
持
っ
た
点
字
と
し
て
、
取
り
上
げ
て

は
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
〃
二
つ
の
漢
字
の
点
字
〃
の
存
在
と
し
て
、

〈
六
点
漢
字
〉
も
〈
漢
点
字
〉
と
並
ん
で
漢
字
の
体
系
を

持
っ
た
点
字
で
あ
る
、
と
い
う
、
い
や
む
し
ろ
そ
の
逆
に

〈
漢
点
字
〉
が
〈
六
点
漢
字
〉
と
並
ん
で
…
、
と
い
う
扱

い
で
一
般
に
流
布
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
交
通
を
図
っ
て
、

取
る
と
こ
ろ
は
取
り
、
捨
て
る
と
こ
ろ
は
捨
て
る
と
い

う
、
よ
り
よ
い
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
歩
み
寄
り
と
努
力

が
な
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
流
布
に
相
反
し
て
、
こ
の
二
者

を
正
面
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。本

会
の
活
動
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
川
上
泰
一
先
生
の

創
案
さ
れ
た
〈
漢
点
字
〉
で
書
か
れ
た
資
料
を
製
作
し

て
、
希
望
す
る
視
覚
障
害
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。そ

の
理
由
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
参
り
ま
し
た
よ
う
に
、

本
会
が
、
こ
の
〈
漢
点
字
〉
が
、
〈
点
字
の
漢
字
〉
と
し

て
、
最
も
完
成
し
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る

か
ら
で
す
。
川
上
先
生
は
、
〈
日
本
語
点

字
〉
が
、
日
本
語
を
表
記
す
る
触
読
文
字
で

あ
り
な
が
ら
、
〈
漢
字
〉
と
い
う
最
も
重
要

な
文
字
を
持
た
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
て
、

こ
れ
に
漢
字
の
体
系
を
導
入
し
よ
う
と
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
と
き
基
本
に
置
か
れ
た
の
が
、
こ
の
〈
漢
字
の
構

造
〉
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
構
造
を
〈
点
字
〉
に
如
何
に

活
か
す
か
、
し
か
も
如
何
に
触
読
し
易
い
も
の
に
す
る
か

と
い
う
こ
と
に
、
先
生
は
心
を
砕
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
私
た
ち
が
使
用
し
て
い
る
こ
の
〈
漢
点
字
〉
は
、

こ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
に
完
成
し
た
の
で
し

た
。

今
日
に
お
い
て
も
未
だ
な
お
、
〈
触
読
の
た
め
の
漢
字

の
体
系
〉
に
つ
い
て
は
、
公
的
な
場
所
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
今
回
は
、
単
に
〈
漢
点
字
〉
の
み
を
取
り
上
げ

る
の
で
は
な
く
、
現
在
の
視
覚
障
害
者
の
言
語
生
活
に
、

〈
漢
字
〉
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
を
検
証

し
て
、
〈
漢
字
の
点
字
〉
の
必
要
性
の
是
非
に
接
近
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

隗
よ
り
始
め
よ
！
先
ず
は
川
上
先
生
の
顰
み
に
倣
っ

か
い

ひ
そ

て
、
〈
点
字
の
漢
字
〉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
〈
六
点
漢

字
〉
を
交
え
な
が
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

川
上
先
生
の〈
漢
点
字
〉
創
作
の
コ
ン
セ
プ
ト

川
上
先
生
の
〈
漢
点
字
〉
創
案
に
際
し
て
の
お
考
え
に

は
、
本
稿
で
も
こ
れ
ま
で
幾
度
か
触
れ
て
来
ま
し
た
。
現

在
本
誌
に
連
載
中
の
『
漢
点
字
っ
て
ど
ん
な
字
』
に
、
そ

の
一
部
を
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
う
一
度
基
本

的
な
と
こ
ろ
を
お
さ
ら
い
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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①
漢
字
の
構
造
、
〈
六
書
〉

り
く
し
ょ

川
上
先
生
は
、
漢
字
を
〃
組
立
文
字
〃
と
い
う
理
解
か

ら
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

漢
字
の
構
造
は
、
基
本
的
な
文
字
が
パ
ー
ツ
と
な
っ

て
、
そ
れ
を
ブ
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
新
た
な

文
字
に
発
展
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
構
造
を
整
理
・
分
類
し
た
の
が
、
後
漢
の
学
者

許
慎
で
し
た
。
彼
の
著
し
た
『
説
文
解
字
』
（
十
五
巻
、

き
ょ
し
ん

紀
元
二
世
紀
）
に
は
、
そ
の
構
成
や
使
用
法
か
ら
、
漢
字

を
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
〈
六
書
〉
で
す
。
や
や
煩
瑣
に
過
ぎ
る
嫌
い
は

り
く
し
ょ

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
〈
六
書
〉
こ
そ
が
川
上
先
生
の
〈
漢

点
字
〉
創
案
の
基
礎
に
あ
り
ま
す
の
で
、
簡
単
に
ご
紹
介

し
ま
す
。

イ

象
形
文
字
：
事
物
の
形
を
象
っ
た
文
字
で
す
。
元

し
ょ
う
け
い
も

じ

は
絵
に
近
い
も
の
で
し
た
。
こ
れ
は
文
字
の
最
も

古
い
形
を
残
し
た
も
の
で
、
漢
字
ば
か
り
で
な

く
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
の
文
字
に

も
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。
漢
字
で
は
「
人
、
山
、

川
、
木
、
日
、
月
、
馬
、
牛
、
鳥
、
魚
」
な
ど
、

日
常
的
で
、
具
体
的
な
も
の
を
表
す
文
字
で
す
。

こ
れ
は
部
首
と
な
っ
て
、
〈
会
意
文
字
〉
や
〈
形

声
文
字
〉
の
パ
ー
ツ
に
な
り
ま
す
。
部
首
に
な
る

字
と
し
て
は
、
最
も
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。

ロ

指
事
文
字
：
物
事
を
指
し
示
す
符
号
が
元
に
な
っ

し

じ

も

じ

た
文
字
で
す
。
「
一
、
二
、
三
」
や
「
上
、
下
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
部
首
〈
会
意
文
字
〉

か

い

い

も

じ

や
〈
形
声
文
字
〉
の
パ
ー
ツ
と
な
り
ま
す
。

け
い
せ

い
も

じ

ハ

会
意
文
字
：
二
つ
あ
る
い
は
複
数
の
文
字
の
意
味

か

い

い

も

じ

を
合
わ
せ
て
で
き
た
文
字
で
す
。
「
有
、
鳴
、

看
、
加
、
役
、
兵
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的

な
事
物
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
治
や
宗
教
な
ど
、
人

間
や
社
会
に
か
か
わ
る
概
念
を
表
現
し
て
い
ま

す
。

こ
の
〈
会
意
文
字
〉
も
、
次
〈
形
声
文
字
〉
同
様
、
部

首
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
た
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。

ニ

形
声
文
字
：
前
に
挙
げ
た
〈
象
形
文
字
・
指
事
文

け

い

せ

い

も

じ

字
〉
と
〈
会
意
文
字
〉
の
一
部
の
文
字
を
〈
部
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首
〉
と
し
て
、
パ
ー
ツ
に
し
て
構
成
し
た
も
の
で

す
。
部
首
に
は
そ
れ
ぞ
れ
働
き
が
あ
っ
て
、
そ
の

文
字
の
意
味
と
音
を
表
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
前
者
が
〈
意
味
符
号
〉
、
後
者
〈
音
符
号
〉

い

み

ふ

ご
う

お
ん
ふ

ご
う

と
呼
ば
れ
ま
す
。
「
他
、
住
、
俗
」
は
〃
人
〃
が

偏
と
な
っ
て
人
に
か
か
わ
る
文
字
で
あ
る
こ
と
を

表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
〈
意
味
符
号
〉
で
す
。

そ
し
て
右
側
の
つ
く
り
が
〈
音
符
号
〉
で
す
。
こ

の
他
に
「
池
、
注
、
浴
」
は
〃
さ
ん
ず
い
〃
に
よ

っ
て
水
に
か
か
わ
る
文
字
、
「
桜
、
松
、
杉
」
は

〃
木
〃
に
よ
っ
て
木
の
名
と
い
う
風
に
、
文
字
の

形
に
そ
の
音
と
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
文
字
は
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
数
を
増
し
て
行

き
ま
し
た
。
人
間
社
会
の
複
雑
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
抽

象
的
な
概
念
や
、
社
会
の
仕
組
み
を
表
す
文
字
が
必
要
に

な
っ
て
来
た
の
で
す
。
ま
た
こ
の
〈
形
声
文
字
〉
の
造
字

け
い
せ
い
も

じ

法
で
は
、
無
際
限
に
文
字
が
作
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
、

現
在
で
は
そ
の
整
理
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
〈
形
声
文
字
〉
が
、
漢
字
の
八
割
を
占
め
て
い
ま

す
の
で
、
漢
字
と
言
え
ば
こ
の
形
声
文
字
を
指
す
ほ
ど
で

す
。
部
首
が
多
く
含
ま
れ
た
文
字
は
、
画
数
も
多
く
な
っ

て
、
一
見
た
い
へ
ん
複
雑
に
、
ま
た
難
し
い
字
に
見
え
て

来
ま
す
。

し
か
し
、
構
造
か
ら
見
ま
す
と
、
〈
象
形
・
指
示
・
会

意
〉
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
文
字
を
し
っ
か
り
理
解
す
れ

ば
、
恐
れ
る
に
足
り
ま
せ
ん
。

基
本
的
に
は
こ
の
三
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
帰
っ
て
来
ま
す
の
で
、
せ
い
ぜ

い
数
百
字
を
覚
え
る
こ
と
で
、
数
千

字
の
理
解
の
入
り
口
に
立
つ
こ
と
に

な
り
ま
す
。

ホ

転
注
文
字
：
こ
れ
は
現
在
い
う
と
こ
ろ
の
〃
当
て

て
ん
ち
ゅ
う
も

じ

字
〃
で
す
。
「
豆
」
の
字
が
そ
れ
で
す
が
、
元
は

「
タ
カ
ツ
キ
」
、
す
な
わ
ち
食
べ
物
を
盛
っ
て
神

に
供
え
る
脚
の
付
い
た
器
の
こ
と
で
し
た
。
と
こ

ろ
が
〃
ず
、
と
う
〃
と
い
う
音
が
、
〃
マ
メ
〃
の

音
に
通
ず
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
字
を
そ
の
意
味

に
用
い
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ヘ

仮
借
文
字
：
文
字
ど
お
り
本
来
そ
の
意
味
で
は
な

か

し
ゃ
も

じ

い
が
、
借
り
て
来
て
用
い
た
文
字
と
い
う
意
味
で

す
。
「
予
」
の
文
字
を
〃
ワ
レ
〃
の
意
で
用
い
る

の
が
、
こ
の
〈
仮
借
〉
に
当
た
り
ま
す
。
「
予
」

に
は
も
と
も
と
自
称
の
意
味
は
な
く
、
勝
手
に
そ
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の
よ
う
に
用
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

以
上
が
〈
六
書
〉
で
す
。

ご
覧
の
よ
う
に
こ
の
〈
六
書
〉
は
、
イ
・
ロ
、
ハ
・

ニ
、
ホ
・
ヘ
と
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

イ
・
ロ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
最
小
単
位
の
文

字
と
し
て
独
立
し
た
も
の
で
す
。

ハ
・
ニ
は
、
イ
・
ロ
の
文
字
と
ハ
の
一
部
の
文
字
を
パ

ー
ツ
と
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
し
て
組
み
合
わ
せ
て
、

一
つ
の
文
字
を
形
成
し
た
文
字
で
す
。

ホ
・
ヘ
は
、
文
字
の
使
用
法
と
し
て
特
別
な
も
の
を
分

け
た
も
の
で
、
前
四
つ
と
は
異
な
っ
た
分
類
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

②
漢
字
の
特
徴
、
〈
形
・
音
・
義
〉

け
い

お
ん

ぎ

こ
の
よ
う
に
漢
字
を
そ
の
構
造
か
ら
整
理
し
て
参
り
ま

す
と
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
に
行
き
当
た
り
ま
す
。

最
小
単
位
の
文
字
で
あ
る
〈
象
形
文
字
・
指
事
文
字
〉

を
、
パ
ー
ツ
で
あ
る
〈
部
首
〉
と
し
て
組
み
合
わ
せ
て
、

〈
会
意
文
字
・
形
声
文
字
〉
が
組
み
立
て
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
何
の
法
則
も
な
く
組
み
立
て
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
〈
会
意
文
字
〉
で
は
複
数
の
文
字
の
意
味
が
、

〈
形
声
文
字
〉
で
は
〈
音
符
号
〉
と
〈
意
味
符
号
〉
と
し

て
、
元
の
文
字
が
持
っ
て
い
た
音
や
意
味
を
、
そ
の
文
字

に
持
ち
込
む
の
で
す
。

従
っ
て
、
元
の
文
字
を
部
首
と
し
て
受
け
継
い
だ
〈
会

意
文
字
・
形
声
文
字
〉
に
は
、
元
の
文
字
の
持
つ
性
格
が

反
映
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
漢
字
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ

る
〈
形
・
音
・
義
〉
で
す
。

け
い

お
ん

ぎ

〈
形
〉
と
は
、
元
の
文
字
が
部
首
の
形
と
し
て
、
そ
の

文
字
の
中
に
留
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
文

字
の
形
が
、
文
字
の
関
連
性
を
表
し
て
い
る
の

で
す
。

〈
音
〉
と
は
、
元
の
文
字
の
音
を
部
首
の
中
に
留
め

て
、
そ
の
文
字
の
音
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
で

す
。
文
字
の
読
み
に
も
関
連
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

〈
義
〉
と
は
、
元
の
文
字
の
意
味
を
部
首
の
中
に
留
め

て
、
そ
の
文
字
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

文
字
の
意
味
の
関
連
性
を
表
し
て
い
る
の
で

す
。
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こ
の
よ
う
に
〈
漢
字
〉
は
、
〈
形
〉
と
〈
音
〉
と

け
い

お
ん

〈
義
〉
に
よ
っ
て
、
互
い
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

ぎ

す
。
私
た
ち
が
漢
字
を
使
用
し
考
え
る
と
き
、
こ
の
〈
形

・
音
・
義
〉
と
い
う
要
素
を
、
必
ず
ど
こ
か
に
意
識
し
て

い
る
の
で
す
。

日
本
語
に
お
い
て
漢
字
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
中
国
か
ら
や
っ
て
来
て
、
そ

れ
を
表
記
す
る
文
字
に
な
っ
た
も
の
で

す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漢
字
は
元
来
日

本
語
を
表
記
す
る
文
字
で
は
な
く
、
中

国
語
を
表
記
す
る
文
字
で
し
た
。

中
国
語
を
表
記
す
る
文
字
で
あ
る
な

ら
ば
、
漢
字
の
中
に
中
国
語
の
特
徴
が

含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

こ
の
中
国
語
の
特
徴
の
一
つ
に
、
単
語
が
単
音
節
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
の
音
も
総
て
一
音
節

で
す
。
す
な
わ
ち
、
漢
字
は
単
音
節
の
単
語
に
対
応
し
た

文
字
と
し
て
、
単
音
節
の
音
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
言
え
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
た
い
へ
ん
大
事
な
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
漢

字
を
〃
文
字
〃
と
呼
ん
で
来
ま
し
た
が
、
実
は
他
の
文

字
、
音
標
文
字
で
あ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
に
音
素

を
表
す
文
字
や
、
漢
字
か
ら
派
生
し
た
日
本
語
の
音
節
を

表
す
仮
名
文
字
と
は
、
基
本
的
に
異
な
っ
た
文
字
で
す
。

国
語
学
者
の
高
島
俊
男
先
生
は
、
漢
字
を
こ
の
よ
う
な

性
格
か
ら
、
〈
表
語
文
字
〉
と
呼
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

（
『
漢
字
と
日
本
人
』
文
藝
春
秋
社
、
二
〇
〇
一
年
）

こ
の
よ
う
に
漢
字
は
、
日
本
語
の
表
記
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
も
、
中
国
語
の
特
徴
で
あ
る
〈
語
〉
の
性

格
を
保
持
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
日
本
語
の
表
現
の
中

に
、
こ
の
性
格
と
と
も
に
大
き
く
根
を
張
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
し
た
。

（
続
く
）
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漢
文
の
ペ
ー
ジ

『
論
語
』
（
為
政
）
よ
り

ノ

ハ
ク

ビ
ク
ニ

ヲ

テ
シ

ヲ

子

曰
、
道

之

以

政
、

ﾚ

ﾚ

フ
ル
ニ

ヲ

テ
ス
レ
バ

ヲ

レ
テ

齊

之

以

刑
、
民

免

而

ﾚ

ﾚ

シ

ズ
ル
コ
ト

ビ
ク
ニ

ヲ

テ
シ

ヲ

フ
ル
ニ

無

恥
。
道

之

以

徳
、
齊

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ヲ

テ
ス
レ
バ

ヲ

リ
テ

ツ

ル

之
、
以

禮
、
有

恥

且

格
。

ﾚ

ﾚ

子
の

曰

わ
く
、
之
を
道
び
く
に
政
を
以
て
し
、
之
を

し

の
た
ま

こ
れ

み
ち

斉

う
る
に
刑
を
以
て
す
れ
ば
、
民

免

れ
て
恥
ず
る
こ
と

と
と
の

ま
ぬ
が

無
し
。
之
を
道
び
く
に
徳
を
以
て
し
、
之
を
斉
う
る
に

礼
を
以
て
す
れ
ば
、
恥
有
り
て
且
つ
格
る
。

れ
い

か

い
た

子
＝
男
子
の
美
称
、
ま
た
通
称
。
孔
子
を
指
す
。

格
＝
「
至
る
」
の
意
。
「
正
し
い
」
の
意
に
と

り
、
「
格
ス
」
、
「
格
シ
」
（
古
訓
）
の
読

た
だ

た
だ

み
も
あ
る
。

先
生
が
い
わ
れ
た
、
民
を
導
く
の
に
政
令
法
律
を
以

て
し
、
刑
罰
で
統
制
し
て
い
く
な
ら
、
民
は
法
の
網
を

す
り
ぬ
け
て
恥
ず
か
し
い
と
も
思
わ
な
く
な
る
が
、
道

徳
を
以
て
導
き
、
礼
で
統
制
し
て
い
く
な
ら
、
民
は
恥

を
知
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
上
、
善
道
に
至
り
す
す
む

も
の
で
あ
る
。

※

金
谷
治
『
論
語
』
（
岩
波
文
庫
）
、
諸
橋
轍
次
『
論
語

の
講
義
』
（
大
修
館
書
店
）
を
参
照
し
ま
し
た
。



子ノ 曰ハク、 道ビクニ

之ヲ 以テシ 政ヲ、

齊フルニ 之ヲ 以テスレ

バ 刑ヲ、 民 免レテ 而

無シ 恥ズルコト。 道ビ

クニ 之ヲ 以テシ 徳

ヲ、 齊フルニ 之ヲ、

以テスレバ 禮ヲ、 有リ

テ 恥 且ツ 格ル。

－ １４ －
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ご
報
告
と
ご
案
内

①

E
IB
R
K
R
W

に
つ
い
て

既
報
の
よ
う
に
、
昨
年
四
月
よ
り
、
一
部
改
正
さ
れ
た
著
作

権
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
正
の
う
ち
、
視
覚
障
害
者
に
関
係
す
る
箇
所
は
、
〃

点
訳
〃
と
い
う
語
の
範
疇
を
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
従

来
の
〃
点
訳
〃
は
、
手
で
紙
に
点
字
を
打
つ
こ
と
を
指
し
て
い

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
点
訳
で
は
、
著
作
権
者
へ
こ
と
わ
り
を
す
る
こ
と

な
く
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
年
急
速
に
普
及

し
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
点
訳
は
、
従
来
の
〃
点
訳
〃
に

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。

改
正
著
作
権
法
で
は
、
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
点
訳
も
従
来
の
点

訳
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
な
く
と
も
よ

く
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
点
訳
に
伴
っ
て
作
製
さ
れ
る

点
字
の
電
子
デ
ー
タ
も
、
点
字
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
点
字
の
電
子
デ
ー
タ
も
、
制
約

な
く
複
製
・
頒
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

本
会
の
活
動
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
点
訳
の
範
疇
に
含
ま
れ
ま
す

の
で
、
こ
れ
ま
で
は
従
来
の
著
作
権
法
に
従
っ
て
参
り
ま
し
た
。

こ
の
度
施
行
さ
れ
た
改
正
法
に
よ
っ
て
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の

可
能
性
が
開
か
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
本
会
で
も
、
新
た
な
分
野
の
開
拓
を
試
み
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

E
IB
R
K
R
W

は
、
本
会
で
開
発
し
て
漢
点
字
訳
に
使
用
し
て

お
り
ま
す

E
IB
R
K
W

の
姉
妹
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
す
。

E
IB
R
K
W

は
、
テ
キ
ス
ト
・
フ
ァ
イ

ル
を
漢
点
字
デ
ー
タ
・
フ
ァ
イ
ル
に
変

換
し
た
り
、
編
集
し
た
り
し
て
、
点
字

プ
リ
ン
タ
に
打
ち
出
し
た
り
、
点
字
デ

ィ
ス
プ
レ
イ
に
送
出
し
た
り
す
る
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
で
す
。

E
IB
R
K
R
W

は
、E

IB
R
K
W

で
変
換
し
、
編
集
さ
れ
て
作
製

さ
れ
た
漢
点
字
の
デ
ー
タ
・
フ
ァ
イ
ル
で
あ
るＥ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル

を
、
点
字
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
等
に
送
出
し
て
読
む
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
で
す
。
こ
のＥ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
は
、
漢
点
字
の
フ
ァ
イ
ル
で
す

の
で
、
他
の
点
字
フ
ァ
イ
ル
と
同
様
に
、
複
製
・
頒
布
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

こ
の

E
IB
R
K
R
W

は
、
無
料
で
お
分
け
致
し
ま
す
。
本
誌
テ
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ー
プ
版
を
お
聞
き
の
皆
様
に
は
、
テ
ー
プ
と
ご
一
緒
に
お
送
り

す
る
予
定
で
す
。
そ
の
他
ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
出
下
さ
い
。

ま
た
、E

IB
R
K
W

は
、
有
料
で
お
分
け
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
し
、
編
集
に
欠
か
せ
な
い
エ
デ
ィ
タ
の
機
能
が
、
音
声
に

対
応
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
市
販
の
エ
デ
ィ
タＷ

Ｚ

の
マ
ク
ロ
を
用
い
て
リ
ン
ク
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

視
覚
障
害
者
の
皆
様
に
は
、
当
面
こ
の
方
法
で
作
業
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ご
了
承
下
さ
い
。

E
-
M
A
I
L
t
a
k
e
s
h
i
-
o
k
a
d
a
@
h
2
.
d
i
o
n
.
n
e
.
j
p

：

②

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
つ
い
て

E
IB
R
K
R
W

の
完
成
を
受
け
て
、
本
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
製

作
し
た
漢
点
字
書
を
、Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
に
変
換
し
て
、
電
子

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
構
築
に
着
手
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
本
会
以
外
の
有
志
の
皆
様
に
は
、
お
手
持
ち
の
電
子

デ
ー
タ
や
、
公
開
さ
れ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
をＥ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ

ル
に
変
換
し
て
、
漢
点
字
使
用
者
の
共
有
財
産
と
し
て
活
用
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

新
聞
・
雑
誌
・
単
行
本
等
、
手
に
入
る
電
子
デ
ー
タ
を
、
で

き
る
だ
け
多
く
漢
点
字
の
デ
ー
タ
と
し
て
流
通
さ
せ
る
こ
と

が
、
漢
点
字
の
普
及
に
大
き
な
力
に
な
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

ご
協
力
の
ほ
ど
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

③

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て

か
ね
て
か
ら
課
題
で
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
、
こ
の
七
月
中
の

ス
タ
ー
ト
が
見
え
て
参
り
ま
し
た
。
ご
期
待
下
さ
い
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ

h
t
t
p
:
/
/
u
s
e
r
s
.
g
o
o
.
n
e
.
j
p
/
u
k
a
n
o
k
a
i
/

：

④
『
医
療
事
故
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
の

漢
点
字
訳
が
完
成
し
ま
す
。

今
般
、
医
療
事
故
が
増
加
し
て
お
り
ま
す
。

本
書
は
、
私
た
ち
が
遭
遇
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
よ
う
な

医
療
事
故
や
ミ
ス
に
、
過
去
の
事
例
を
参
考
に
、
如
何
に
対
処

し
得
る
か
を
解
説
し
た
も
の
で
す
。

詳
細
は
次
号
に
て
ご
案
内
致
し
ま
す
。

書
名

【
医
療
事
故
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
】

二
〇
〇
〇
年
四
月
三
〇
日

第
一
版
第
一
刷

編

者

藤
田

康
幸

発
行
所

株
式
会
社

現
代
人
文
社

発
売
所

株
式
会
社

大
学
図
書















※
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
。

表
紙
絵

岡

稲
子

－ ２３ －

草擦ってゆく 水無月の 水の音

福 永 耕 二

谺して 山時鳥 ほしいまゝ

杉 田 久 女

十薬の 花まづ 梅雨に 入りにけり

久保田 万太郎

（｢歳時記｣より）

編
集
後
記

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
新
聞
・

等
を
に
ぎ

．
．
．
．

TV

わ
し
て
い
ま
す
。

電
車
内
で
見
か
け
た
、
サ
ッ
カ
ー
の
練
習
帰
り
ら
し
き
少
年
を

思
い
出
し
ま
す
。

空
き
缶
が
、
電
車
の
揺
れ
に
あ
わ
せ
て
ジ
グ
ザ
グ
に
、
転
が
っ
て

い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
少
年
の
足
元
で
缶
が
止
ま
り
ま
し
た
。

彼
は
、
缶
を
手
に
と
っ
て
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。
駅
に
つ
い
た
時
、
彼

は
缶
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
降
り
ま
し
た
。
電
車
が
走
り
出
し
、
目

で
ホ
ー
ム
の
少
年
を
追
う
と
、
さ
り
げ
な
く
空
き
缶
の
処
理
を
し

て
い
ま
し
た
。

以
前
に
も
、
バ
ス
の
中
で
も
同
じ
よ
う
な
光
景
を
目
に
し
た
事
を

思
い
出
し
ま
し
た
。
朝
か
ら
の
雨
も
昼
前
に
は
あ
が
り
、
出
か
け
た

時
の
こ
と
、
野
球
の
試
合
の
成
果
を
話
し
な
が
ら
大
勢
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー

ム
姿
の
子
供
達
が
乗
り
込
ん
で
き
ま
し
た
。
泥
も
だ
い
ぶ
乾
き
か
け
、

乗
る
順
番
を
待
っ
て
い
る
間
に
、
〃
パ
ン
パ
ン
〃
乾
い
た
土

を
ふ
ざ
け
な
が
ら
お
互
い
に
落
と
し
あ
っ
て
い
る
の
が
楽
し

そ
う
で
し
た
。(

試
合
に
勝
っ
た
ん
だ
な
・
・
・
。)

年
少
の
子
供
が
坐
ろ
う
と
す
る
と
、
キ
ャ
プ
テ
ン
ら
し
き
年
長

の
子
が｢

席
が
汚
れ
る
か
ら
立
っ
て
ろ
！｣

。
何
気
な
い
一
瞬
の
出
来

事
で
し
た
が
。
大
変
、
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
は
、
サ
ッ
カ
ー
を
楽
し
み
ま
す
。

次
回
の
発
行
は
八
月
十
五
日
で
す
。

宇
田
川

幸
子
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連 載 ＥＩＢＲＫによる漢点字変換のための

入力マニュアル (6)

１０．レイアウト

レイアウトは、本の性格を決めるものです。一冊一冊の本の個性を

見ながら、決定します。

（１）表 題

①大見出しと小見出し

原則として、大きな見出しは中程に置き、小さくなるに従って前

にずらします。行頭のスペースの数は、偶数を基本とします。

最小の小見出しは、行頭２マス明けて書き、「＿ 」（小見出し

符）で区切って、本文をつづけます。

②左寄せ・中寄せ・右寄せ

表題が幾つかあったり、日付や出典、執筆者名などがある場合、

左寄せ・中寄せ・右寄せで表します。スペースの数の最小限は、

左寄せで行末に１０マス、中寄せは左右４マス、右寄せは行頭

１０マスとします。ただし、全体のバランスを見て判断して下さ

い。また、その行に収まらない場合は、適当なところで折り返し

て下さい。折り返しの始まりは、上の行より２マス下げたところ

とします。

【注】左寄せ・中寄せ・右寄せは、EIBRK で変換して、編集画面で

作業を行います。テキストファイルの段階では、位置の設定

はできません。

③「凡例」「目次」「奥付」のように、２、３文字の表題では、

「凡 例」「目 次」「奥 付」のように文字間にスペースを入

れて下さい。

④部、章、節、項

ａ）「第○章」、「第□節」のような場合、「部、章、節、項」

の後ろに二つのスペースを入れて下さい。

ｂ）「Ⅰ、１、一」「Ａ、ａ、ｉ、ｉｉ、ｉｉｉ、ｉｖ、ｖ」の

ように、見出しの頭につく数字やアルファベットの後に「．」

などがない場合も、二つスペースを入れて下さい。
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ｃ）数字の後に「．」がある場合は、原則として後ろに一つのス

ペースを入れて下さい。ただし、「Ⅱ．」のようにローマ数

字や、高次の章の場合は、二つスペースを入れて下さい。

ｄ）（１）、①、（あ）、（Ａ）なども、後ろに一つスペースを

入て下さい。

ｅ）文章中に箇条書きの番号がある場合は、その両側に一つづス

ペースを入れて下さい。ただし、前に「、 。」がある場合

は、その間のスペースは省略して下さい。

① 見る、② 聞く、③ 話す。

ｆ）章・節や項目の番号が、文章中に代名詞として機能している

場合は、他の語と同様、スペースなしに入力して下さい。

①②③の順に （Ａ）や（Ｂ）の場合

（２）引 用

①外国語の引用

ａ）外国語引用符として“ ”と‘ ’が用いられます。

日本語文中に外国語が含まれる場合、“ ‘ ’ ”で

括って表します。

ｂ）外国文を、日本語文とは区別して引用する場合は、外国文の

行頭に半角の「\e」を置き、最終行の行末にも半角の「\e」

を置いて区切ります。

②日本語文の引用：日本語文の中に、短い日本語文を引用する場合

は、《 》で括ります。

③タブの設定：日本語文・外国語文何れも長い文章を引用する場合、

本文とは区別するために、行頭にタブを設定することができます。

引用文の行頭に半角の「\2」を置き、最終行の行末（改行マーク

の直前）に半角の「\\」を置きます。この設定中は、全ての行の

行頭２マスがタブの対象となります。この数値を変えれば、タブ

の数値が変わります。ただし、数値は偶数でなければなりません。

タブを設定した場合、前後１行あけて下さい。

タブの設定は、テキストファイルの段階で行わなければなりませ

ん。変換後は編集が可能です。

編集画面では、最後の「\」は「R」に変わります。

【注】外国文をタブの対象にする場合、必ず「\2\e \e\\」

と、タブを優先しなければなりません。
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（３）区切り線と枠

①点字の文では、その範囲を容易に触知できるよう、区切り線を

多用します。

ａ）実線：実線は「スペース８つ、＝を８つ」で表します。

文章の終わりに付ける最も標準的な区切り線です。

＝＝＝＝＝＝＝＝

（点字）

ｂ）点線：点線は「スペース８つ、‥を８つ」で表します。

‥‥‥‥‥‥‥‥

（点字）

ｃ）その他の区切り線：「スペース８つ、@:を８つ」、「スペー

ス８つ、￣を５つ」などを使います。

@:@:@:@:@:@:@:@:

（点字）

￣￣￣￣￣

（点字）

②文中に枠囲みがある場合、上下の枠を以下のように表します。

囲みの線の途中に文字を入れることもできます。

ａ）実線の枠囲み（上に 、下に の形）

32＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝23

62＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝26

32＝＝＝＝＝ 練習問題 ＝＝＝＝＝23

62＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝26

ｂ）点線の枠囲み（上に 、下に の形）

3220202020202020202020202020202020202020202020202020202020202023

6220202020202020202020202020202020202020202020202020202020202026

32202020202020202020202020 表 １ 202020202020202020202023

6220202020202020202020202020202020202020202020202020202020202026
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参 考 注記の書き方例

注記は、段落の後や、節や章の後などに入れます。巻末にまとめて

書かれている場合は、注のみ１巻とすることもあります。本ごとに検討

して決めて下さい。文中注記符は、主に＊（または※）を用います。

〈例１〉（現代人文社『医療事故対処マニュアル』より）

（３） 将来の介護料 金８５３４万３８６２円 ※１

※１ 将来の介護料の１日あたりの金額および職業付添人の介護費用の

計上時期については論議となりうる。

満２歳の男性の平均余命は、７５．５４歳であるから、職業付添人による

介護費用を１日あたり１万２０００円として、……金８５３４万３８６２円と

なる。

１２，０００×３６５×１９．４８４９＝８５，３４３，８６２円 ※２

※２ 請求金額を区切りのよい金額にするため、弁護士費用の額で調整

している。

〈例２〉（岩波文庫『菜根譚』より）

利を好む者は、道義の外に逸出 ＊１ し、その害顕｀あら われて浅し。

名を好む者は、道義の中に竄入｀ざんにゅう ＊２ し、その害隠れて深し。

＊１ 逸出＿ はしり出る。かけ出す。

＊２ 竄入＿ にげこむ。もぐりこむ。

利欲を好む者は、初めから道義の外にはしり出て不義理を働くので…

〈例３〉欄外注の場合など（日本放送出版協会『国文学入門』より）

2020202020202020202020202020 注 2020202020202020202020202020

子規の新体詩＿ 明治二十九・三十年の二年間に集中している。三十年前

後の新体詩盛行の風潮に関連があるが、三十一年からは短歌革新に手を拡げて

いる。

‥‥‥‥‥‥‥‥ （２点リーダ‥８つで閉じる）

（入力マニュアル連載終了）


