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東
洋
医
学
に
つ
い
て
（
五
）

小
池
上

惇

五

気
・
血
・
津
液

（
一
）

気

気
と
は
空
気
や
天
気
な
ど
と
同
様
具
体
的
に
つ
か
み
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
た
も
の

で
、
各
器
官
の
機
能
・
神
経
の
作
用
の
よ
う
な
も
の
で

す
。
我
が
国
で
は
、
元
気
が
よ
い
と
か
気
分
爽
快
、
気
が

置
け
な
い
な
ど
「
気
」
の
付
い
た
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま

す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
精
神
的
な
要
素
が
強
い
よ
う

で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
で
は
機
能
面
が
重
視
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。

ア

気
の
種
類

①

原

気

人
体
に
あ
る
気
全
体
を
総
称
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
先

天
の
気
と
後
天
の
気
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
先
天

の
気
と
は
、
親
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
腎
に
存
在
す
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
後
天
の
気
と
は
、
脾
・
胃
の
消
化

吸
収
に
よ
り
取
り
入
れ
ら
れ
た
食
物
の
栄
養
分
と
、
肺
か

ら
吸
収
さ
れ
た
酸
素
か
ら
な
る
も
の
で
、
生
後
に
獲
得
さ

れ
た
も
の
で
す
。
な
お
、
東
洋
医
学
で
は
、
栄
養
素
の
こ

と
を
水
穀
の
気
、
酸
素
の
こ
と
を
清
気
と
呼
ん
で
い
ま

す
。②

宗

気

肺
で
作
ら
れ
胸
中
に
存
在
す
る
気
で
、
水
穀
の
気
と
清

気
が
合
流
し
呼
吸
や
循
環
の
原
動
力
と
な
る
気
で
す
。

③

栄

気

脾
・
胃
で
作
ら
れ
た
気
で
、
脈
中
に
存
在
し
血
の
運
行

を
助
け
る
も
の
で
す
。
全
身
に
栄
養
を
供
給
す
る
気
で

す
。

④

衛

気

大
腸
で
作
ら
れ
る
強
い
気
で
、
脈
外
を
流
れ
、
臓
腑
を

暖
め
、
汗
腺
の
開
閉
を
調
節
し
、
皮
膚
を
潤
し
外
邪
の

侵
入
を
防
ぎ
ま
す
。
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す
る
作
用

イ

血
の
変
化

①

血
虚
・
・
・
血
が
不
足
し
た
状
態
で
、
現
代
医
学

の
貧
血
に
当
た
り
ま
す
。

②

血
・
・
・
血
液
循
環
障
害
で
、
現
代
医
学
に
お

け
る
出
血
や
欝
血
、
生
理
不
順
な
ど
を
含
み
ま

す
。

（
三
）

津

液

津
液
と
は
身
体
に
あ
る
全
て
の
水
分
の
総
称
で
こ
れ
を

更
に
津
と
液
に
分
け
ま
す
。
津
と
は
比
較
的
薄
い
液
で
体

表
近
く
に
存
在
し
、
液
は
比
較
的
粘
性
の
強
い
液
体
で
、

関
節
や
脳
脊
髄
に
存
在
し
ま
す
。

ア

津
液
の
代
謝

主
と
し
て
脾
・
肺
・
腎
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
脾
や
腎

は
現
代
医
学
的
に
も
説
明
が
付
き
そ
う
で
す
が
、
肺
が
水

の
代
謝
に
関
係
す
る
と
い
う
の
は
、
現
代
医
学
と
は
だ
い

ぶ
違
っ
た
考
え
方
で
す
。
前
に
も
書
い
た
宣
発
粛
降
等
の

作
用
が
、
水
分
代
謝
に
お
け
る
肺
の
役
割
で
す
。

以
上
が
主
な
気
で
す
が
、
そ
の
他
経
絡
を
流
れ
る
経

気
、
臓
腑
の
働
き
を
司
る
臓
気
、
全
身
の
生
命
力
を
司
る

胃
の
気
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

イ

気
の
生
理
作
用

①

推
動
作
用
・
・
・
成
長
・
発
育
そ
の
他
身
体
の
あ

ら
ゆ
る
活
動
を
促
進
す
る
作
用

②

温
煦
（
お
ん
く
）
作
用
・
・
・
体
温
を
保
つ
作
用

③

防
御
作
用
・
・
・
体
を
護
る
作
用
。
現
代
医
学
の

免
疫
作
用
や
白
血
球
の
作
用
に
当
た
り
ま
す
。

④

固
摂
作
用
・
・
・
血
を
脈
外
に
漏
ら
さ
な
い
よ
う

に
す
る
作
用

⑤

気
化
作
用
・
・
・
物
質
代
謝
を
促
進
す
る
作
用

（
二
）

血

脈
内
を
流
れ
る
液
体
で
、
現
代
医
学
に
お
け
る
動
脈
血

の
こ
と
で
す
。

ア

血
の
生
理
作
用

①

栄
養
作
用
・
・
・
全
身
の
組
織
に
栄
養
素
や
酸
素

を
与
え
る
作
用

②

精
神
作
用
・
・
・
臓
腑
の
司
る
精
神
作
用
を
促
進
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イ

津
液
の
生
理
作
用

①

皮
膚
や
粘
膜
を
潤
す
作
用

②

臓
腑
に
栄
養
を
与
え
る
作
用

③

関
節
運
動
を
円
滑
に
す
る
作
用

以
上
で
、
気
・
血
・
津
液
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。
気

・
血
は
別
な
も
の
で
は
な
く
、
気
は
血
の
機
能
面
を
現
し

た
も
の
で
、
血
は
気
の
入
れ
物
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
た

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
考
え
て
み
る
と
、
テ
ー

プ
そ
の
も
の
は
何
の
働
き
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、

そ
れ
に
音
声
な
ど
の
情
報
が
入
っ
て
初
め
て
我
々
に
と
っ

て
役
立
つ
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
場
合
、
テ
ー
プ

そ
の
も
の
は
血
、
情
報
が
気
に
当
た
る
わ
け
で
す
。
「
パ

ソ
コ
ン
も
ソ
フ
ト
が
な
け
れ
ば
た
だ
の
箱
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
こ
の
場
合
、
パ
ソ
コ
ン
の
ハ
ー
ド
は
血
、

ソ
フ
ト
が
気
に
当
た
る
わ
け
で
す
。

次
回
は
、
東
洋
医
学
に
お
け
る
病
院
に
つ
い
て
書
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離

（
三
十
）

山
内

薫

（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

言
葉
と
身
体
（
三
）

今
回
は
子
ど
も
が
言
葉
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
と
認
知

の
発
達
に
つ
い
て
、
あ
る
論
文
＊
【
本
文
最
後
に
記
載
】

に
よ
っ
て

見
て
み
た
い
。
前
回
に
も
述
べ
た
よ
う
に
人
に
は
言
語
を

習
得
す
る
た
め
の
積
極
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
生
得
的
に
備

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
言
語
学
者
で
あ
る
チ
ョ

ム
ス
キ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
乳
児
が
言

語
獲
得
装
置
を
持
っ
て
誕
生
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
ス

イ
ス
の
心
理
学
者
ピ
ア
ジ
ェ
な
ど
が
言
う
よ
う
に
、
言
語

や
人
間
の
こ
こ
ろ
を
作
り
あ
げ
る
の
に
必
要
な
構
造
は
自

然
な
社
会
環
境
の
中
に
あ
り
、
言
語
学
習
に
は
認
知
発
達
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が
あ
ら
か
じ
め
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
よ

う
で
あ
る
。

従
っ
て
遺
伝
か
環
境
か
と
い
う
選
択
の
問
題
で
は
な

く
、
そ
の
両
方
が
双
方
向
的
に
作
用
し
て
初
め
て
獲
得
で

き
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
最
近
の
認
知
心
理
学
に

お
け
る
考
え
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
人
間
で
は
生
後
の

脳
の
発
達
期
間
を
非
常
に
長
く
し
て
、
環
境
か
ら
の
入
力

が
発
達
す
る
脳
の
構
造
を
形
成
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

る
。乳

児
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
段
階
で
も
人
間
の
顔
や
音

声
な
ど
に
関
心
を
持
ち
模
倣
す
る
と
い
う
よ
う
に
人
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
適
合
す
る
生
得
的
な
傾
向
を
持

っ
て
い
る
。

三
ヶ
月
く
ら
い
ま
で
に
は
足
、
発
声
、

凝
視
、
表
情
な
ど
の
全
身
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
パ
ー
ト

ナ
ー
と
の
間
に
強
力
な
一
対
一
の
感
情
的

な
相
互
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
、
そ
の
後

で
乳
児
は
環
境
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な

る
。八

か
ら
十
二
ヶ
月
に
至
る
と
子
ど
も
は
他
者
へ
と
関
心

を
広
げ
て
い
く
。
「
渡
す
」
「
見
せ
び
ら
か
す
」
「
追
随

凝
視
（
他
者
が
他
の
も
の
を
見
て
い
る
時
に
他
者
の
凝
視

を
追
う
）
」
「
社
会
的
参
照
（
新
奇
な
も
の
へ
の
大
人
の

情
動
反
応
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
）
」
な
ど
と
い
う
行
為
が
出

現
し
、
十
二
か
ら
十
五
ヶ
月
に
な
る
と
「
指
さ
し
」
を
行

う
よ
う
に
な
る
。

「
指
さ
し
」
に
は
原
命
令
の
指
さ
し
と
原
叙
述
の
指
さ

し
が
あ
り
、
前
者
は
ほ
し
い
も
の
や
助
力
を
得
よ
う
と
し

て
行
う
も
の
で
、
後
者
は
事
物
へ
他
者
の
注
意
を
向
け
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

原
叙
述
の
指
さ
し
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
子
ど
も
と
大
人
、
そ
し
て

こ
の
二
人
の
関
係
の
外
に
あ
っ
て
二
人

が
注
意
を
共
に
向
け
て
い
る
事
物
と
の

三
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
「
三

項
関
係
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
三
項
関
係
の
成
立
こ
そ
言
語
獲
得
の
基
盤
に
な
る

の
で
あ
る
。

自
閉
症
児
の
場
合
原
命
令
の
指
さ
し
は
表
出
も
理
解
も

出
来
る
が
、
原
叙
述
の
指
さ
し
は
理
解
も
表
出
も
困
難
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
自
閉
症
児
の
最
大
の
障
害
は
対

人
関
係
の
発
達
で
あ
り
、
そ
の
言
語
障
害
の
特
徴
は
言
語

シ
ン
ボ
ル
の
使
用
や
理
解
に
限
界
が
あ
る
こ
と
と
言
わ
れ

て
い
る
。

一
般
に
九
ヶ
月
頃
に
始
ま
る
「
注
意
の
共
有
（
自
分
と
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他
者
が
同
じ
も
の
を
見
る
こ
と
）
」
こ
そ
象
徴
機
能
出
現

の
基
盤
で
あ
り
、
社
会
性
発
達
の
基
盤
で
あ
る
と
言
う
こ

と
が
出
来
る
。

そ
し
て
語
彙
を
獲
得
し
て
い
く
認
知
的
基
盤
は
、

（
一
）
他
者
が
何
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
の
か
、
そ
の

指
示
対
象
を
認
知
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
二
）
他
者
が
言
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
を
使
用
し
て

い
る
際
に
そ
の
他
者
の
意
図
が
何
か
を
理
解
で

き
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
能
力
の
上
に

語
の
学
習
が
行
わ
れ
て
い
く
。

一
歳
前
後
に
な
る
と
意
味
を
伝
え
る
た
め

の
大
人
が
理
解
で
き
る
語
を
発
す
る
よ
う
に

な
る
。
（
マ
ン
マ
）
（
ア
ー
イ
）
（
よ
い
ち

ょ
）
な
ど
初
期
に
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
特
定

の
事
物
や
事
象
を
指
す
言
葉
で
は
な
く
、
動

作
に
伴
う
語
や
動
物
の
鳴
き
声
な
ど
で
あ
る
。

日
本
の
子
ど
も
が
初
期
に
表
出
す
る
言
葉
の
う
ち
三
分

の
一
が
「
ワ
ン
ワ
ン
」
「
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
」
「
ブ
ー
ブ

ー
」
の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
事
物
の
ラ
ベ
ル
と
し
た
も

の
や
「
ネ
ン
ネ
」
「
ナ
イ
ナ
イ
」
な
ど
動
作
を
表
す
幼
児

語
で
あ
る
。
「
ワ
ン
ワ
ン
」
「
（
イ
ナ
イ
イ
ナ
イ
）
バ

ー
」
「
ア
ー
ア
ッ
」
「
マ
ン
マ
」
を５

０

％
の
子
ど
も
が

発
し
た
の
は
月
齢
十
五
ヶ
月
と
い
う
調
査
が
あ
る
。

そ
の
後
数
ヶ
月
か
ら
一
年
間
一
語
発
話
を
発
し
、
語
彙

が
百
語
く
ら
い
に
達
し
た
時
に
語
結
合
を
表
出
す
る
。

特
に
日
本
語
の
場
合
に
は
助
詞
や
助
動
詞
の
発
達
に
つ

い
て
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

助
詞
が
出
現
す
る
の
は
十
八
ヶ
月
齢
く
ら
い
か
ら
で
、

依
頼
の
「
て
」
が
高
頻
度
で
使
用
さ
れ
、
二
十
一
ヶ
月
齢

で
は
感
情
を
表
す
終
助
詞
「
よ
」
「
の
」
「
ね
」
「
ね

え
」
が
高
頻
度
で
使
用
さ
れ
る
と
い
う
。

助
動
詞
（
た
「
過
去
」
、
だ
「
断
定
」
な
い
「
否
定
」

な
ど
）
や
終
助
詞
（
て
「
依
頼
」
、
よ
「
主
張
」
、
の

「
訴
え
」
、
ね
「
共
感
」
な
ど
）
は
話
し
手
の
意
志
お
よ

び
判
断
を
相
手
に
伝
え
る
の
に
役
立
ち
、
ま
た
聞
き
手
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
誘
い
か
け
の
働
き
を
す
る
こ
と

に
な
り
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
に
と
っ
て

お
お
き
な
意
味
が
あ
る
。

従
っ
て
日
本
語
の
助
詞
獲
得
で
は
、
終
助
詞
が
先
に
獲

得
さ
れ
、
事
柄
と
事
柄
の
格
関
係
を
指
す
格
助
詞
（
が

「
行
為
者
」
、
の
「
所
有
」
、
に
「
目
標
」
、
と
「
仲

間
」
な
ど
）
が
そ
の
後
で
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
研
究
報
告

が
多
い
。

こ
う
し
た
文
法
の
出
現
は
年
齢
よ
り
も
語
彙
の
量
に
依

存
し
、
日
本
語
で
は
百
語
以
上
の
語
彙
サ
イ
ズ
が
必
要
で
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あ
り
、
格
助
詞
の
出
現
が
語
彙
の
獲
得
を
急
速
に
促
進
さ

せ
る
。

特
に
格
助
詞
の
出
現
後
の
動
詞
の
増
加
が
大
で
あ
っ
た

と
い
う
。
象
徴
遊
び
や
い
く
つ
か
の
非
言
語
的
活
動
が
並

行
的
に
急
激
に
発
達
す
る
時
期
で
あ
り
、
こ
の
シ
ナ
プ
ス

形
成
が
最
も
盛
ん
に
起
こ
る
こ
の
時
期
が
言
語
や
認
知
の

萌
芽
の
時
期
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
論
文
の
最
後
に
自
閉
症
児
の
言
語
獲
得
の

例
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
子
ど
も
は
三
歳
七
ヶ
月
の
時
に

初
め
て
対
象
指
示
語
と
原
叙
述
の
身
振
り
が
出
現
し
、
自

発
の
象
徴
遊
び
と
場
面
に
あ
っ
た
異
な
り
発
話
数
の
平
行

発
達
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
の
ケ
ー
ス
で
象
徴
能
力
の
出
現
を
可
能
に
し
た
の
は

特
定
の
人
へ
の
愛
着
で
あ
っ
た
と
い
う
。
象
徴
能
力
の
出

現
は
意
図
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
密
接
に
関
係
し
、

社
会
的
な
相
互
交
渉
に
よ
っ
て
発
達
す
る
と
い
う
。

こ
の
場
合
、
自
閉
症
児
か
ら
の
意
図
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
可
能
に
し
た
の
は
、
子
ど
も
か
ら
の
大
人
へ
の

愛
着
で
あ
っ
た
と
い
う
。

子
ど
も
は
愛
着
の
で
き
た
大
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
中
で
音
声
や
事
物
の
意
味
を
学
び
、
象
徴
機
能
を

発
達
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
基
盤
が
指
さ
し
の
所
で
説
明
し

た
注
意
の
共
有
で
あ
る
。

＊
「
言
語
の
獲
得
と
認
知
発
達
」
小
椋
た
み
子

（
『
認
知
科
学
の
新
展
開

三

運
動
と
言
語
』

乾
敏
郎
・
安
西
祐
一
郎
編

岩
波
書
店

二
〇
〇
一
年

所
収
）

子ども達に黄色いビニール袋でつくったパンツをはかせ

て鬼のパンツの歌と体操をやっているところです。
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道

案

内

左
の
文
は
、
会
員
の
馬
場
威
力
さ
ま
か
ら
お
寄
せ
い
た

だ
い
た
も
の
で
す
。
現
在
米
国
中
南
部
を
ご
旅
行
中
で
、

愛
用
の
ノ
ー
ト
・
パ
ソ
コ
ン
を
ご
持
参
で
す
。
時
折
メ
ー

ル
を
頂
戴
し
ま
す
。
今
回
、
肌
で
触
れ
て
ア
メ
リ
カ
ら
し

く
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
、
お
送
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

馬
場
威
力

今
回
古
稀
を
祝
い
、
今
後
の
い
っ
そ
う

の
健
康
を
願
っ
て
、
合
計
百
三
十
五
歳
の

老
カ
ッ
プ
ル
が
計
画
し
た
ア
メ
リ
カ
ド
ラ

イ
ブ
の
旅
で
、
一
番
気
に
な
っ
た
の
が
、

そ
の
田
舎
廻
り
の
中
で
の
「
道
案
内
」
で

し
た
。

出
発
準
備
の
中
で
も
、
訪
問
予
定
先
の
州
毎
の
道
路
地

図
を
十
九
枚
全
部
集
め
、
用
意
周
到
、
万
事
怠
り
な
し
の

は
ず
で
し
た
が
、
そ
こ
は
地
図
と
い
う
過
去
の
も
の
と
、

道
路
事
情
と
い
う
現
在
、
現
実
と
の
差
が
随
所
で
発
生
、

苦
労
し
ま
し
た
。

前
の
日
に
な
っ
て
、
再
確
認
す
る
と
、
ど
う
も
行
け
そ

う
も
な
い
道
が
出
て
来
ま
す
。

そ
こ
で
徹
底
的
に
利
用
し
た
の
が
、
イ
ン
タ
ー
ス
テ
ー

ト
、
と
言
わ
れ
る
高
速
道
路
の
州
境
に
必
ず
設
置
さ
れ
て

い
る
州
立
の
道
案
内
所
で
し
た
。

そ
の
サ
ー
ビ
ス
振
り
は
、
各
州
で
ま
ち
ま
ち
で
し
た

が
、
普
通
よ
く
世
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
痒
い
と
こ
ろ

に
手
が
届
く
よ
う
な
解
説
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

一
番
傑
作
だ
っ
た
の
は
、
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
北
部
の

町
、
ス
ペ
リ
オ
ル
市
か
ら
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
州
都
、
セ
ン
ト

ポ
ー
ル
市
へ
行
く
時
で
し
た
。

南
下
す
る
高
速
道
路
三
十
五
号
線
か
ら
同
市
へ
の
入
り

口
が
ど
う
し
て
も
理
解
出
来
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、

ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
か
ら
ミ
ネ
ソ
タ
州
へ
入
っ
た
第
一
番

目
の
道
案
内
所
へ
寄
っ
て
み
ま
し
た
。

そ
こ
の
案
内
嬢
、
膨
大
な
手
持
ち
の
資
料
か
ら
、
い
ろ

い
ろ
と
調
べ
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
分
か
ら
な
い
。
で
、

彼
女
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
を
思
い
つ
き

ま
し
た
。
早
速Y

A
H
O
O

か
ら
の
返
事
を
地
図
付
き
の
コ
ピ
ー

で
貰
え
ま
し
た
。
「
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。
」

そ
こ
に
は
、
そ
の
道
案
内
所
か
ら
事
細
か
に
、
ホ
テ
ル

ま
で
の
道
筋
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
案
内
所
か
ら
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高
速
道
路
ま
で
の
距
離
、
高
速
道
路
か
ら
右
折
す
る
道
の

名
前
と
そ
こ
ま
で
の
距
離
、
そ
の
先
、
ホ
テ
ル
へ
到
着
す

る
ま
で
の
一
部
始
終
の
道
路
名
と
距
離
。
因
み
に
、
結
論

の
と
こ
ろ
に
書
か
れ
て
い
た
数
字
は
目
的
地
ま
で
の
距
離

一
四
三
・
九
マ
イ
ル
と
所
要
時
間
三
時
間
二
十
七
分
。

も
ち
ろ
ん
、
ほ
ぼ
こ
の
時
間
で
、
無
事
に
到
着
出
来
ま

し
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
道
案
内
を
可
能
に
し
て
い
る

の
が
、
「
ア
メ
リ
カ
だ
な
あ
」
と
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し

た
、
そ
の
道
路
標
識
の
完
備
さ
で
し
た
。

か
な
り
前
か
ら
徹
底
的
に
道
路
標
識
が
、
大
き
な
字
体

で
目
の
前
に
現
れ
ま
す
。
ま
た
、
道
路
整
備
状
況
の
現
実

で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
車
社
会
、
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す

が
、
そ
れ
以
上
に
「
道
路
社
会
」
と
言
え
そ
う
で
す
。

外
国
人
の
、
地
理
不
案
内
の
私
が
、
四
十
日
間
も
、
ほ

と
ん
ど
道
に
迷
わ
ず
に
目
的
地
ま
で
行
け
た
の
で
す
か

ら
。

点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
十
七
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

［
本
章
で
は
、
前
回
か
ら
再
度
我
が
国
の
視
覚
障
害
者

に
と
っ
て
の
〈
点
字
〉
が
、
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
、
ま
た
、
現
在
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
か
を
考
え
ま
し
た
。

ま
ず
本
会
の
活
動
の
中
心
で
あ
る
〈
漢
点
字
〉
を
創
案

さ
れ
た
川
上
泰
一
先
生
の
お
考
え
を
整
理
し
て
、
〈
漢
点

字
〉
が
触
読
文
字
と
し
て
ど
う
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
検
討

を
始
め
ま
し
た
。

つ
い
で
、
「
漢
字
の
点
字
の
二
つ
の
体
系
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
も
う
一
方
の
〈
六
点
漢
字
〉
に
つ
い
て
も
、
考
え

る
予
定
で
す
。

 
七 

点
字
の
漢
字
に
は
二
つ
の
体
系
が
あ
る
？
（
承
前
）
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前
回
は
、
川
上
先
生
が
〈
漢
点
字
〉
を
案
出
さ
れ
る
の

に
依
拠
さ
れ
た
漢
字
の
〈
構
造
〉
と
〈
特
徴
〉
に
つ
い
て

述
べ
ま
し
た
。

川
上
先
生
の
理
解
さ
れ
る
漢
字
の
構
造
は
、
後
漢
の
学

者
許
慎
の
分
類
に
な
る
〈
六
書
〉
で
し
た
。

〈
六
書
〉
と
は
漢
字
を
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
整

理
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
象
形
」
「
指
事
」
「
会

意
」
「
形
声
」
「
転
注
」
「
仮
借
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し

た
。こ

の
内
の
前
四
つ
が
、
漢
字
の
基
本
的
な
構
造
を
表
し

た
も
の
で
す
。
「
象
形
」
と
「
指
事
」
は
、
最
小
単
位
の

文
字
で
あ
っ
て
、
「
会
意
」
と
「
形
声
」
は
、
前
者
を
部

首
（
パ
ー
ツ
）
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

と
り
わ
け
「
形
声
」
で
は
、
部
首
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
文

字
の
読
み
と
意
味
を
指
示
す
る
よ
う
働
い
て
い
て
、
し
か

も
漢
字
の
数
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
も
の
で

す
。次

の
漢
字
の
特
徴
と
は
、
〈
形
・
音
・
義
〉
と
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

漢
字
は
そ
の
構
造
か
ら
、
最
小
単
位
の
「
象
形
」
と

「
指
事
」
を
ベ
ー
ス
に
、
そ
れ
を
組
み
立
て
て
「
会
意
」

「
形
声
」
に
発
展
し
た
も
の
で
す
。

そ
の
発
展
に
も
一
つ
の
法
式
が
あ
っ
て
、
元
の
文
字
の

 〃
形
〃
、
〃
読
み
〃
、
そ
し
て
〃
意
味
〃
を
継
承
し
て
い

る
の
で
こ
う
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

川
上
先
生
は
、
こ
の
〈
漢
字
〉
の
構
造
と
特
徴
を
、

〈
点
字
〉
の
世
界
に
実
現
で
き
な
い
か
と
お
考
え
に
な
っ

て
〈
漢
点
字
〉
に
到
達
さ
れ
ま
し
た
。
］

川
上
先
生
の〈
漢
点
字
〉
創
作
の
コ
ン
セ
プ
ト
（
続
き
）

③
漢
点
字
の
構
造

〈
基
本
文
字
〉
と
〈
八
点
式
の
採
用
〉

川
上
先
生
が
、
〈
漢
点
字
〉
の
プ
ラ
ン
を
温
め
て
お
ら

れ
た
と
き
、
最
も
大
切
な
こ
と
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
た

の
が
、
点
字
に
よ
る
〈
漢
字
の
構
造
〉
の
表
現
と
、
〃
触

読
〃
に
耐
え
得
る
点
字
の
体
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
こ
の
二
つ
が
達
成
で
き
な
け
れ
ば
、
〈
文
字
〉
と
し
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て
の
機
能
を
果
た
し
得
ず
、
視
覚
障
害
者
の
言
語
の
水
準

が
、
現
状
を
脱
す
る
こ
と
な
ど
お
ぼ
つ
か
な
い
と
考
え
ら

れ
ま
し
た
。

川
上
先
生
の
目
に
は
、
視
覚
障
害
者
の
言
語
生
活
が
、

貧
し
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
一
般
の
そ
れ
に
比
し
て
も
、

一
層
貧
相
に
映
じ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
淵
源
を
、
一
つ
触
読
文
字
で
あ
る
点
字
に
漢
字
の

体
系
が
な
く
、
公
教
育
で
、
漢
字
の
教
育
が
な
さ
れ
て
い

な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
、
看
破
さ
れ
て
お
ら
れ
た
か

ら
で
す
。

以
下
、
先
生
が
こ
の
二
点
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ

た
か
、
跡
付
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈
基
本
文
字
〉

先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
先
生
は

漢
字
を
〃
組
立
文
字
〃
と
い
う
認
識
か
ら

始
め
ら
れ
ま
し
た
。
前
述
の
「
六
書
」
の

内
、
「
会
意
文
字
」
と
「
形
声
文
字
」
を

構
成
す
る
パ
ー
ツ
で
あ
る
部
首
が
、
元
は

一
つ
の
漢
字
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
象

形
文
字
」
と
「
指
事
文
字
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二

つ
を
〈
基
本
文
字
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
点
字
の
符
号
で
こ
の
〈
基
本
文
字
〉
を
、
ど
う

表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
先
生
は
、
こ
れ
を
極
め
て
シ
ン
プ
ル
に
ク
リ
ア

さ
れ
ま
し
た
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
点
字
の
基
本
的
な
考

え
方
に
戻
っ
て
、
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の
法
式
を
そ
の
ま
ま

採
用
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

ブ
ラ
イ
ユ
の
方
法
と
は
、

と
い
う
十
の
点
字
符
号
の
基
本
形
に
、
下
の
二
つ
の
点
を

付
け
る
こ
と
と
、
こ
の
十
の
符
号
を
、
下
の
列
に
下
げ
る

こ
と
で
、
五
十
個
の
点
字
符
号
を
作
っ
た
こ
と
を
言
い
ま

す
。そ

し
て
ブ
ラ
イ
ユ
は
、
頭
か
ら
二
十
五
番
目
ま
で
の
符

号
を
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
順
位
に
合
わ
せ
て
、
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
に
当
た
る
点
字
符
号
を
決
め
た
の
で
し
た
。

（
Ｗ
だ
け
は
、
当
時
は
ま
だ
、
一
般
に
も
そ
の
位
置
付
け

が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
後
に
、
四
十
番
目
の
符

号
が
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
）

〈
日
本
語
点
字
〉
の
創
案
者
石
川
倉
次
先
生
も
、
こ
の

ブ
ラ
イ
ユ
に
倣
っ
て
五
十
音
の
仮
名
文
字
の
点
字
を
お
作

り
に
な
り
ま
し
た
。

石
川
先
生
は
日
本
語
の
五
つ
の
母
音
を
点
字
符
号
の
左
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【表 一】

〔キ〕 ＝ 木 〔キキ〕 ＝ 林

〔メ〕 ＝ 目 〔キメ〕 ＝ 相

〔タ〕 ＝ 田 〔ラ下がり〕 ＝ 肉

〔タラ下がり〕 ＝ 胃

【表 二】

〔カ〕 金 〔コ〕 子

〔カア〕 川 〔コア〕 工

〔４カ〕 干 〔４コ〕 共

〔５カ〕 朱 〔５コ〕 呉

〔６カ〕 瓦 〔６コ〕 公

〔４５カ〕 可 〔５６コ〕 甲

上
の
三
つ
の
点
〈

〉
で
表
し
て
、
そ
れ
に
右
下
の
三
つ

の
点
〈

〉
の
何
れ
か
の
点
を
無
声
子
音
に
当
て
て
、
ロ

ー
マ
字
の
表
記
を
点
字
符
号
一
マ
ス
で
表
現
す
る
こ
と
を

お
考
え
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
参
考
に
川
上
先
生
は
、
点
字
の
〈
部
首
符

号
〉
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
複
雑
な
漢
字
を

表
現
で
き
な
い
か
と
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

点
字
は
、
縦
三
つ
、
横
二
列
の
六
つ
の
点
の
構
成
で

す
。
そ
の
中
か
ら
、
二
つ
以
上
の
点
で
で
き
る
組
み
合
わ

せ
は
、
五
十
七
通
り
で
す
。
こ
の
五
十
七
個
の
点
字
符
号

を
、
先
生
は
漢
字
五
十
七
個
に
当
て
ま
し
た
。

こ
れ
が
〈
第
一
基
本
文
字
〉
で
す
。

こ
れ
は
別
名
〈
一
マ
ス
基
本
文
字
〉
と
も
呼
ば
れ
て
、

一
マ
ス
だ
け
で
表
さ
れ
る
最
も
基
本
的
な
文
字
で
す
。

こ
の
五
十
七
個
の
文
字
は
ま
た
、
最
も
基
本
的
な
部
首

と
し
て
、
新
た
な
文
字
を
組
み
立
て
る
パ
ー
ツ
と
な
る
も

の
で
も
あ
り
ま
す
。

幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

《
表
一
参
照
》

（
〔
〕
内
は
仮
名
点
字
符
号
と
し
て
の
読
み
で
す
。
）
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し
か
し
、
漢
字
の
部
首
は
五
十
七
個
で
は
間
に
合
い
ま

せ
ん
。
二
百
を
越
え
る
数
が
必
要
で
す
。

そ
こ
で
川
上
先
生
は
、
一
つ
の
点
字
符
号
を
、
複
数
の

部
首
に
当
て
る
こ
と
を
お
考
え
に
な
り
ま
し
た
。

〈
第
一
基
本
文
字
〉
五
十
七
個
を
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
、

四
つ
の
部
首
に
当
て
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
倍
、
四
倍
の
働
き

を
さ
せ
て
、
点
字
符
号
の
不
足
を
補
お
う
と
さ
れ
た
の
で

し
た
。

そ
の
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

《
表
二
参
照
》

ご
覧
の
よ
う
に
、
一
つ
の
点
字
符
号
に
、
五
つ
も
六
つ

も
の
部
首
の
働
き
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
勢
い
「
漢
点
字
は
難
解
だ
」
と
い
う
評
価
に

導
か
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
し
た
。

漢
点
字
使
用
者
の
中
か
ら
も
、
字
形
や
字
義
の
解
釈
の

困
難
さ
を
訴
え
る
声
が
上
が
り
も
し
ま
し
た
。

し
か
し
川
上
先
生
は
、
「
総
て
を
き
ち
ん
と
覚
え
よ
う

と
し
な
い
で
、
と
に
か
く
常
用
漢
字
の
最
後
ま
で
や
っ
て

し
ま
い
な
さ
い
。
そ
の
後
に
、
ゆ
っ
く
り
と
復
習
す
れ
ば

よ
ろ
し
い
。
総
て
忘
れ
て
し
ま
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
忘

れ
て
覚
え
る
、
こ
れ
が
漢
点
字
を
身
に
付
け
る
秘
訣
で

す
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
大
変
示
唆
に
富
ん
だ
お
言
葉
で
、
私
た
ち
が
漢

点
字
の
習
得
に
取
り
組
ん
だ
当
初
は
、
ど
う
し
て
も
一
回

で
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
と
し
て
頑
張
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

れ
は
誰
に
も
共
通
し
た
こ
と
の
よ
う
で
す
。

し
か
し
そ
れ
は
長
続
き
し
ま
せ
ん
。
圧
倒
的

な
漢
字
の
数
で
す
。
「
忘
れ
て
覚
え
よ
」
は
、

そ
ん
な
と
き
、
天
か
ら
の
声
に
聞
こ
え
た
の
を

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

漢
点
字
の
最
も
大
き
な
ウ
ィ
ー
ク
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る

点
字
符
号
の
重
用
化
は
、
確
か
に
厄
介
な
問
題
で
す
。

が
、
決
し
て
克
服
不
可
能
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
漢
点
字
符
号
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
『
イ
ラ
ス
ト
版
、

漢
点
字
っ
て
ど
ん
な
字
？

十
八
』
以
降
（
本
誌
十
九
号

よ
り
）
を
ご
参
照
下
さ
い
。
）

〈
八
点
式
の
採
用
〉

も
う
一
つ
川
上
先
生
の
英
断
が

あ
り
ま
す
。
漢
点
字
を
、
従
来
の
点
字
で
あ
る
六
点
式
に

拘
ら
ず
、
八
点
式
に
踏
み
切
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

先
生
が
漢
点
字
の
開
発
に
着
手
さ
れ
た
当
初
は
、
「
点

字
は
六
点
」
と
い
う
固
定
観
念
に
縛
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。漢

点
字
も
六
つ
の
点
で
表
し
て
、
仮
名
文
字
と
の
区
別

を
、
数
字
や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
同
様
に
、
前
置
符
号
を

付
け
る
こ
と
で
充
分
と
お
考
え
で
し
た
。

し
か
し
お
勤
め
の
盲
学
校
の
生
徒
さ
ん
に
教
え
て
い
る
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内
に
、
〃
読
み
〃
で
立
ち
往
生
す
る
姿
に
直
面
さ
れ
ま
し

た
。そ

し
て
「
こ
れ
は
触
読
の
未
熟
さ

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
直
感
さ

れ
た
の
で
し
た
。
先
生
は
、
当
時
、

欧
米
の
点
字
に
八
点
式
が
出
て
い
る

こ
と
に
着
目
さ
れ
て
、
独
自
に
八
点

式
の
研
究
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

欧
米
の
八
点
式
は
、
従
来
の
六
点
の
下
に
二
点
を
付
け

る
方
式
で
す
。

川
上
先
生
は
、
日
本
語
の
独
特
の
表
記
法
で
あ
る
漢
字

仮
名
交
じ
り
を
、
十
全
に
触
読
す
る
こ
と
を
目
標
に
置
か

れ
て
研
究
さ
れ
た
結
果
、
欧
米
の
八
点
式
で
は
無
理
と
い

う
ご
判
断
に
至
り
ま
し
た
。

欧
米
の
そ
れ
と
は
反
対
に
、
従
来
の
六
点
の
上
に
二
つ

の
点
を
乗
せ
る
形
が
、
日
本
語
の
触
読
に
最
も
適
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
発
見
さ
れ
た
の
で
し
た
。

そ
の
理
由
を
考
え
ま
す
と
、
触
読
に
際
し
て
最
も
初
め

に
求
め
ら
れ
る
の
が
、
そ
の
点
字
符
号
が
漢
字
で
あ
る
か

仮
名
で
あ
る
か
の
判
断
で
す
。

そ
の
後
に
読
み
に
入
る
の
で
、
読
ん
で
か
ら
漢
字
か
仮

名
か
を
判
断
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
指
の
動
き
か
ら
見
ま
す
と
、
上
か
ら
下
へ
、
左
か

ら
右
へ
が
自
然
な
動
き
で
す
の
で
、
先
ず
、
余
計
な
点
が

上
に
乗
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
る
の
が
最
も
合
理
的
だ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

点
が
乗
っ
て
い
れ
ば
漢
字
、
乗
っ
て
い
な
け
れ
ば
仮

名
、
と
い
う
判
断
が
即
座
に
で
き
る
か
ら
で
す
。

こ
こ
で
は
八
点
式
を
強
調
し
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
八
点
と
い
う
の
は
、
点
字
の
基
本
形
に
踏

み
入
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

文
字
に
当
た
る
点
字
符
号
は
、
従
来
の
六
点
式
を
踏
襲

し
て
い
て
、
漢
字
で
あ
る
か
仮
名
で
あ
る
か
の
区
別
だ
け

が
、
こ
の
上
に
乗
せ
た
二
つ
の
点
に
よ
っ
て
有
効
と
な
る

の
で
す
。

こ
の
こ
と
が
漢
点
字
の
触
読
を
、
従
来
の
点
字
に
劣
ら

な
い
程
に
容
易
に
し
て
い
る
理
由
な
の
で
す
。
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さ
て
、
一
つ
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
芭
蕉
の
句
、

夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡

こ
れ
を
従
来
の
仮
名
だ
け
の
点
字
の
表
記
で
は
、

ナ
ツ
ク
サ
ヤ

ツ
ワ
モ
ノ
ド
モ
ガ

ユ
メ
ノ

ア
ト

と
な
り
ま
す
。
漢
点
字
で
は
、

こ
の
上
に
飛
び
出
し
た
点
の

付

い

た

点

字

が

、

漢

点

字

で

す
。以

上
、
川
上
先
生
が
最
も
大

事
に
さ
れ
た
の
が
、
「
読
む
こ

と
」
で
し
た
。
漢
点
字
の
開
発

に
当
た
っ
て
も
、
先
ず
こ
の
こ

と
を
念
頭
に
置
か
れ
て
当
た
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち

に
と
っ
て
、
何
に
も
増
し
て
、
幸
せ
な
こ
と
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
つ
づ
く
）

（
次
回
は
、
「
六
点
漢
字
」
に
つ
い
て
述
べ
る
予
定
で
す
。
）

ご
報
告
と
ご
案
内

一
．

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｒ
Ｗ

に
つ
い
て

Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｒ
Ｗ

は
、
本
会
が
開
発
し
た
、
漢
点
字
の
電
子

Ｅデ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
・Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
を
読
む
た
め
の
ウ
ィ
ン
ド

ウ
ズ
用
シ
ス
テ
ム
で
す
。

音
声
出
力
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の２

０
０
０

リ
ー

ダ
ー
に
対
応
し
て
お
り
ま
す
。

本
誌
テ
ー
プ
版
三
十
二
号
と
ご
一
緒

に
、
読
者
の
皆
様
に
お
送
り
致
し
ま
し
た
。

既
に
多
数
の
方
々
か
ら
、
期
待
の
お
声
が

届
い
て
お
り
ま
す
。

本
会
で
は
、
今
後Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
の
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
作
り
に
力
を
入
れ
て
参
る
所
存
で
す
。
近
く
、
こ

れ
ま
で
に
製
作
し
た
漢
点
字
訳
書
の
目
録
を
ま
と
め
る
予
定
で

す
。
ご
利
用
下
さ
い
。

ま
た
、Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
を
作
製
す
る
、
漢
点
字
変
換
シ
ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
新
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
、
近
く
完
成
す
る
予
定

Ｅ

で
す
。
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こ
れ
ま
で
視
覚
障
害
者
に
は
、
テ
キ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
編
集
用

の
エ
デ
ィ
タ
・Ｗ

Ｚ

と
の
リ
ン
ク
で
し
か
使
用
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
新
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
、

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

単
独
に
使
用
で
き
る

Ｅ

よ
う
に
な
り
ま
す
。

機
能
的
に
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の
指
示
と
ピ
ン
デ
ィ

ス
プ
レ
イ
の
表
示
の
確
認
に
よ
っ
て
、
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
作
製
し

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
表
示
の
エ
デ
ィ
タ
と
し
て

の
機
能
が
充
実
し
ま
す
。

ま
た
、
漢
点
字
の
デ
ー
タ
・
フ
ァ
イ
ル
・Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
を
作

製
し
て
、
漢
点
字
の
電
子
デ
ー
タ
の
交
換
と
保
存
が
可
能
に
な

り
ま
す
。

勿
論
旧
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
中
心
的
な
機
能
で
あ
っ
た
点
字
プ
リ
ン

タ
ー
へ
の
出
力
も
、
引
き
続
き
充
実
し
て
参
り
ま
す
。

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

、

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｒ
Ｗ

に
使
用
で
き
る

Ｅ
Ｅ

ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

ブ
レ
イ
ル
・
ノ
ー
ト４

０
Ａ
：

八
つ
、
三
組
の
デ
ィ
ッ
プ
ス
イ
ッ
チ

が
あ
り
ま

す
。

左
か
らＯ

Ｎ
(
1
)
／
Ｏ
Ｆ
Ｆ
(
0
)

を
し
る
し
ま
す
。

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0

ブ
レ
イ
ル
・
ノ
ー
ト４

６
Ｃ
・
Ｄ
：

l
o
c
a
l
:
(
m
o
d
e
)
s
i
o
1
(
r
s
2
3
2
c
)
b
9
6
0
0
l
8
s
1

(
p
a
r
a
m
e
t
e
r
)
h
e
x
p
i
n
8

ブ
レ
イ
ル
・
メ
モ１

６
：

上
付
き
八
点

二
．
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て

予
定
よ
り
遅
れ
が
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、
鋭
意
製
作
中
で

す
。ア

ド
レ
ス
が
以
下
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：
h
t
t
p
:
/
/
u
k
a
n
o
k
a
i
.
h
o
o
p
s
.
n
e
.
j
p

三
．
岡
田
よ
り
の
ご
報
告

既
に
充
分
立
証
済
み
で
は
あ
り
ま
す
が
、
漢
点
字
の
有
効
性

を
、
私
（
岡
田
）
な
り
に
検
証
し
て
み
た
い
こ
と
と
、
私
自
身
の

現
在
の
実
力
を
も
検
証
し
て
み
た
い
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
、
こ

の
四
月
か
ら
、
放
送
大
学
の
専
科
を
履
修
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。放

送
大
学
は
、
生
涯
学
習
を
テ
ー
マ
に
学
ん
で
い
る
学
生
が

多
い
の
が
特
徴
で
す
。
入
学
試
験
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
学
習
意

欲
の
あ
る
人
は
、
直
ぐ
に
も
入
学
で
き
ま
す
。

私
は
、
文
学
系
を
中
心
に
履
修
す
る
予
定
で
す
。

先
ず
一
科
目
だ
け
「
国
文
学
入
門
」
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
た
。

本
会
の
会
員
の
皆
様
に
、
印
刷
教
材
の
漢
点
字
版
を
製
作
し
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て
い
た
だ
い
て
勉
強
し
ま
し
た
。Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
の
入
っ
た
パ
ソ

コ
ン
を
試
験
場
に
持
ち
込
ん
で
受
験
し
ま
し
た
。

一
科
目
の
学
習
を
終
え
て
の
感
想
は
、
漢
点
字
版
の
印
刷
教

材
さ
え
あ
れ
ば
、
単
位
の
取
得
に
は
、
特
に
障
害
は
な
か
っ
た

と
い
う
も
の
で
す
。

し
か
し
、
学
習
の
目
的
は
、
単
位
の
取
得
ば
か
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

ま
た
、
多
く
の
科
目
の
履
修
を
希
望
し
た
り
、
学
生
の
数
が

増
大
し
た
り
し
た
場
合
、
教
材
作
り
は
た
ち
ま
ち
頓
挫
し
て
し

ま
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
古
く
て
新
し
い
問
題
で
、
何
時
で
も
直
面
し
て
い

る
も
の
で
す
。
と
り
わ
け
漢
点
字
を
使
っ
て
、
よ
り
深
い
学
習
を

志
す
方
々
に
は
、
大
き
な
課
題
と
な
る
も
の
で
し
ょ
う
。

今
回
履
修
致
し
ま
し
た
「
国
文
学
入
門
」
は
、
二
〇
〇
三
年

度
ま
で
放
送
さ
れ
ま
す
。

印
刷
教
材
のＥ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
は
、
必
要
な

方
に
は
お
届
け
す
る
用
意
が
ご
ざ
い
ま
す
。

ご
入
り
用
の
方
は
、
お
申
し
出
下
さ
い
。

四
．
そ
の
他

①
漢
点
字
学
習
者
の
募
集：

視
覚
障
害
者
（
児
）
の
方
で
、

漢
字
に
関
心
を
お
持
ち
の
皆
様
、
漢
点
字
を
学
ぶ
こ
と

で
、
漢
字
の
世
界
に
踏
み
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

本
会
で
は
、
そ
の
よ
う
な
ご
希
望
を
お
持
ち
の
方
に
、

通
信
教
育
や
、
面
談
の
形
で
、
漢
点
字
の
学
習
の
お
手
伝

い
を
し
て
お
り
ま
す
。
漢
点
字
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
、

自
ら
の
バ
リ
ア
を
解
消
し
ま
せ
ん
か
。

②
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集：

本
会
で
は
常
時
、
漢
点
字
訳
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

本
会
の
活
動
の
主
な
と
こ
ろ
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ

て
の
漢
点
字
訳
で
す
。
活
字
書
か
ら
文
書
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
打
ち
込
ん
で
、
文
書
（
テ
キ
ス
ト
）
フ
ァ
イ
ル
を
作
製
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
で
き
た
フ
ァ
イ
ル
を
、
本
会
の
開
発
し
た

漢
点
字
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
・Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
、
漢
点
字

の
文
書
に
変
換
し
て
、
編
集
し
ま
す
。
従
っ
て
募
集
の
対

象
と
な
る
方
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
お
持
ち
で
、
テ
キ
ス
ト
・

フ
ァ
イ
ル
を
作
製
で
き
る
方
で
す
。

ま
た
、
初
歩
的
な
点
字
の
知
識
を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
、

な
お
結
構
で
す
。
漢
点
字
を
ご
存
知
で
あ
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

以
上
、
お
問
い
合
わ
せ
は
、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

ま
で
お
願
い
致
し
ま
す
。
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漢
文
の
ペ
ー
ジ

『
論
語
』
（
子
罕
）
よ
り

し

か

ん

ノ

ハ
ク

シ

ル

子

曰
、
後

生

可
レ

畏
。

ン
ゾ

ラ
ン
ヤ

ル
ヲ

焉

知
ニ

來

者

之

不
レ

カ

ニ

ニ
シ
テ

如
レ

今

也
。
四

十

五

十

ク
ン
バ

コ
ユ
ル
コ
ト

レ

タ

而

無
レ

聞

焉
、
斯

亦

ル
ノ
ミ

ラ

ル
ル
ニ

不
レ

足
レ

畏

也

已
。

子
の
曰
わ
く
、
後
生
畏
る
可
し
。
焉
ん
ぞ
來
者

し

の
た
ま

こ

う
せ

い

お
そ

べ

い
ず
く

ら

い
し

ゃ

の
今
に
如
か
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
四
十
五
十
に
し
て

し

し

し

じ

ゅ
う

ご

じ

ゅ

う

聞
こ
ゆ
る
こ
と
無
く
ん
ば
、
斯
れ
亦
た
畏
る
る
に
足

き

な

こ

ま

お
そ

た

ら
ざ
る
の
み
。

後
生
＝
後
か
ら
生
ま
れ
た
者
、
「
先
生
」
に
対
す
る
言

葉
。
後
輩
、
若
者
の
意
。

先
生
が
い
わ
れ
た
、
「
青
年
は
恐
る
べ
き
だ
。

こ
れ
か
ら
の
人
が
今
〔
の
自
分
〕
に
及
ば
な
い

な
ど
と
、
ど
う
し
て
分
か
る
も
の
か
。

た
だ
四
十
五
十
の
年
に
な
っ
て
も
評
判
が
た
た

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
恐
れ
る
ま
で
も
な

い
も
の
だ
よ
。
」

【
右
の
読
み
下
し
文
と
現
代
語
訳
は
、

岩
波
文
庫
『
論
語
』
（
金
谷

治

訳
注
）
に
従
い
ま
し
た
。
】
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〈
文
字
の
用
法
〉

「
焉
知
」
の
「
焉
」
は
、
疑
問
や
反

語
を
表
し
、
「
い
ず
く
ん
‐
ぞ
」
と
訓
読

す
る
。

「
無
聞
焉
」
の
「
焉
」
は
、
句
の
末
尾

に
添
え
ら
れ
る
助
字
で
、
断
定
や
語
調
を

強
め
る
働
き
を
し
、
多
く
の
場
合
訓
読
で

は
読
ま
な
い
。

「
不
足
畏
也
已
」
の
「
已
（
の
み
）
」

は
、
文
末
に
つ
け
て
、
ず
ば
り
と
言
い
切

る
語
気
を
あ
ら
わ
す
。

※
『
論
語
』
の
各
篇
の
名
前
は
、
初
め

の
二
文
字
か
ら
採
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
子
罕
」
篇
は
、
「
子
、
罕
言
利
與

し

か

ん

命
與
仁
。
」
（
子
、
罕
に
利
と
命
と

し

ま
れ

め
い

仁
と
を
言
う
。
＝
先
生
は
、
利
益
と

運
命
と
仁
に
つ
い
て
は
、
言
葉
を
慎

ん
で
、
や
た
ら
に
口
に
し
な
か
っ

た
。
）
と
い
う
、
ご
く
短
い
章
で
は

じ
ま
り
ま
す
。

子 ノ 曰ハク、 後 生 可シ

畏ル。 焉ンゾ 知ラン

ヤ 來 者 之 不ルヲ 如

カ 今ニ 也。 四 十五 十ニシ

テ 而 無クンバ 聞コユルコト

焉、 斯レ 亦タ 不ル

足ラ 畏ルルニ 也 已。



※
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
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しづやかに 梢 わたれる 風の音を
こずえ

ききつつ冷えし 乳を啜りぬ 金子 薫 園
す す か ね こ く ん え ん

少しの風のある日であろうか、梢を渡る風の音が聞こえる。聞くともなく聞
いている、冷えた牛乳をカップに入れてゆっくりと飲んでいる。乳を飲むでは
なく啜りぬという表現にそのゆっくりした動作が出ている。風も牛乳も静かに
作者を充たしてゆく。牛乳を飲む事が今ほど日常化されていない頃の一首。

シャンプーの 香りに満ちる 傘の中

つぼみとはもしやこのようなもの 早 川 志 織
は や か わ し お り

若い女性のしなやかな感性に充ちた一首。一度読めば誰でもが〝ああ、ほ
んとうに〟と思うような平明な歌であることも大切なことだと言える。雨の日、多
分霧雨のような細かな静かな雨、明るい午後だろうか、傘の空間に自らの髪の
シャンプーの匂いがふんわりとしていて、つぼみのようだと感じた作者、二十代
の若々しさに溢れている。

編
集
後
記

も
う
お
気
づ
き
と
は
思
い
ま
す
が
、
十

．
．
．
．

九
ペ
ー
ジ
が
、
新
し
く
模
様
替
え
を
し
ま
し
た
。

本
号
よ
り
平
野
久
美
子
さ
ん
が
選
ん
で
下
さ
い
ま
す
、
短

歌
に
解
釈
を
つ
け
て
い
た
だ
き
、
短
歌
の
情
景
を
楽
し
ん
で

頂
け
ま
す
。
紙
面
を
お
借
り
し
て
平
野
さ
ん
の
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

静
岡
県
出
身
の
一
男
一
女
の
お
母
様
で
す
。

昭
和
四
十
五
年
に「
短
歌
人
」
に
入
会
、
昭
和
五
十
二

年
短
歌
人
賞
受
賞
、
現
在
「
短
歌
人
」
同
人
と
な
ら
れ
、

風
景
・
季
節
・
日
々
の
生
活
を
豊
か
な
感
性
で
、
詠
ま
れ

る
方
で
す
。
歌
集
『
五
月
生
ま
れ
』
砂
子
屋
書
房
、『
郭

公
円
舞
曲
』
な
が
ら
み
書
房
よ
り
出
版
。

「
日
頃
よ
り
、
色
々
な
も
の
を
良
く
見
て
、
感
じ
た
こ
と
を

自
分
の
言
葉
で
書
く
の
よ
・
・
・
。
」

平
野
さ
ん
の
一
首
に

〃
と
う
と
う
枯
れ
て
し
ま
い
し
「
ア
メ
リ
カ
ン
ブ
ル

ー
」
そ
う
と
決
ま
れ
ば
落
ち
着
き
も
す
る
〃
。
（寒
さ

の
中
、
枯
ら
す
ま
い
と
鉢
を
持
っ
て
あ
た
ふ
た
し
て
い
た
私
の
姿
？
…
）

今
後
も
短
歌
の
世
界
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。

【
訂
正
と
お
詫
び
】

三
十
二
号
の
ニ
ペ
ー
ジ
上
段
、
四
～
五
行
目
の
（
陰

脈
、
陽

脈
）
は
（
陰

脈
、
陽

脈
）
に
訂
正

し
ま
す
。

イ
ラ
ス
ト
版

「
漢
点
字
っ
て
ど
ん
な
字
？
」
は
都
合
で

お
休
み
し
ま
す
。
か
さ
ね
て
お
詫
び
致
し
ま
す
。

次
回
の
発
行
は
十
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）


