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－ １ －

い
範
囲
に
渡
っ
て
い
ま
す
が
、
東
洋
医
学
で
は
、
主
に
気

候
の
変
化
を
外
因
と
考
え
て
い
ま
す
。

ア

六
気
と
六
淫

六
気
と
は
気
象
の
変
化
を
い
い
、
こ
れ
に
は
風
、
寒
、

暑
、
湿
、
燥
、
火
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
六
気
が
人
体
の
適

応
能
力
を
超
え
て
作
用
し
た
も
の
が
六
淫
で
す
。
気
候
の

変
化
が
激
し
い
場
合
や
人
体
の
抵
抗
力
が
衰
え
た
場
合
、

六
気
が
六
淫
と
な
る
わ
け
で
す
。

①

六
気
と
季
節
と
の
関
係

春
…
風

夏
…
暑

土
用
…
湿

秋
…
燥

冬
…
寒

東
洋
医
学
で
い
う
土
用
と
は
夏
の
盛
り
、
す
な
わ
ち
盛

夏
の
こ
と
で
す
。

②

六
淫
と
五
臓
と
の
関
係

風
…
肝

暑
…
心

湿
…
脾

燥
…
肺

寒
…
腎

こ
れ
は
、
五
臓
の
色
体
表
に
よ
り
六
淫
と
五
臓
の
関
係

を
述
べ
た
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
風
は
肝
を
侵
し
、
暑

は
心
を
侵
し
、
湿
は
脾
を
侵
し
、
燥
は
肺
を
侵
し
、
寒
は

腎
を
侵
す
と
い
う
事
で
す
。
西
洋
医
学
的
に
考
え
る
と
、

風
は
肺
を
侵
す
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
東
洋
医
学
で

 

東
洋
医
学
に
つ
い
て
（
六
）

小
池
上

惇

六

病

因

東
洋
医
学
で
は
、
病
は
邪
気
が
進
入
し
た
と
き
や
人
体

の
正
気
が
虚
弱
に
な
っ
た
と
き
に
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
邪
気
と
は
病
気
の
原
因
と
な
る
も
の
、
正
気
と

は
体
を
邪
気
か
ら
守
る
抵
抗
力
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

東
洋
医
学
で
は
病
気
の
原
因
を
外
因
、
内
因
、
不
内
外

因
に
分
け
て
い
ま
す
。

（
一
）

外

因

外
か
ら
体
を
襲
う
も
の
で
、
六
淫
と
癘
気
が
あ
り
ま

す
。西

洋
医
学
で
は
、
外
因
と
し
て
栄
養
素
の
供
給
障
害
、

物
理
学
的
作
用
（
温
度
、
光
線
、
機
械
的
作
用
、
電
気
的

作
用
）
、
化
学
的
作
用
（
中
毒
）
、
生
物
学
的
作
用
（
細

菌
、
ウ
イ
ル
ス
、
リ
ケ
ッ
チ
ア
、
寄
生
虫
な
ど
）
な
ど
広
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り
や
す
い
性
質
で
、
こ
れ
に
は
素
因
、
体
質
、
免
疫
異

常
、
遺
伝
、
染
色
体
異
常
、
内
分
泌
障
害
な
ど
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
医
学
で
は
、

感
情
の
変
化
を
内
因
と
し
て
い
ま
す
。

七

情
‥
‥
こ
れ
に
は
、
怒
、
喜
、
思
、
憂
、
悲
、

恐
、
驚
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
感
情
が
激
し
く
な
る
と
五
臓
に
障
害
を
与
え

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
怒
り
す
ぎ
れ
ば
肝
を
破
り
、
喜
び

す
ぎ
れ
ば
心
を
破
り
、
思
い
す
ぎ
れ
ば
脾
を
破
り
、
憂
い

す
ぎ
れ
ば
肺
を
破
り
、
恐
れ
す
ぎ
れ
ば
腎
を
破
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
悲
し
み
は
肺
を
襲
い
、
驚
き
は
心

を
襲
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
東
洋
医
学

で
は
精
神
的
影
響
を
重
要
視
し
、
心
身
一
如
の
医
学
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
西
洋
医
学
に
お
い
て
も
、
最
近
疾
病
と

精
神
と
の
関
係
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

（
三
）

不
内
外
因

内
因
に
も
外
因
に
も
該
当
し
な
い
病
因

で
、
こ
れ
に
は
飲
食
、
労
倦
、
房
事
過

度
、
外
傷
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ア

飲

食

暴
飲
暴
食
、
有
害
な
食
品
の
摂
取
、
偏

は
、
こ
の
考
え
方
で
診
断
や
治
療
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

③

六
淫
と
疾
病

風
病
…
発
病
が
急
で
、
変
化
が
早
い
。
痙
攣
や
痛

み
な
ど
が
起
こ
る
。

暑
病
…
熱
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
発
熱
・
口
渇
な
ど

が
み
ら
れ
る
。

湿
病
…
経
過
が
長
く
、
症
状
が
と
れ
に
く
い
。
体

が
重
だ
る
い
。

燥
病
…
呼
吸
器
が
侵
さ
れ
鼻
孔
が
乾
燥
し
、
唇
が

割
れ
る
。

寒
病
…
体
が
冷
え
、
下
痢
や
腹
痛
を
起
こ
す
。

六
淫
の
う
ち
、
最
も
人
体
を
侵
し
や
す
い
の
は
風
で
、

ふ
う

俗
に
風
は
百
病
の
長
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
西
洋
医
学
で

も
、
風
邪
は
万
病
の
も
と
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
こ

か
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

イ

癘
気
（
疫
癘
の
気
）

れ

い

伝
染
病
の
原
因
と
な
る
強
い
気
。
現
代
医
学
の
病
原
体

に
当
た
り
ま
す
。

（
二
）

内

因

西
洋
医
学
で
は
、
内
因
と
は
人
体
が
有
す
る
病
気
に
罹
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食
な
ど
食
生
活
の
不
摂
生
の
こ
と
で
す
。
現
代
の
日
本
で

も
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
肥
満
や
高
血
圧
も
「
飲
食
」
が

原
因
と
思
わ
れ
ま
す
。

イ

労

倦

慢
性
の
疲
労
の
こ
と
で
す
。
過
労
に
よ
る
倦
怠
感
、
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
慢
性
疲
労
症
候
群
な
ど

も
、
東
洋
医
学
的
に
は
「
労
倦
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

ウ

房
事
過
度

性
生
活
の
不
摂
生
の
こ
と
で
す
。

そ
の
他
、
外
傷
や
寄
生
虫
な
ど
も
不
内
外
因
に
属
し
ま

す
。
西
洋
医
学
的
に
見
る
と
、
外
因
に
属
す
る
も
の
が
多

い
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
、
東
洋
医
学
で
は
外
因
を
気
候

の
変
化
と
ご
く
一
部
の
病
原
体
に
限
定
し
た
た
め
と
思
わ

れ
ま
す
。

次
回
は
、
東
洋
医
学
に
お
け
る
証
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
一
）

山
内

薫

（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

言
葉
と
身
体
（
四
）

こ
の
と
こ
ろ
出
版
さ
れ
る
脳
と
言
語
に
関
す
る
本
の
中
で
特

徴
的
な
の
は
、
そ
の
多
く
が
手
話
を
自
然
言
語
と
し
て
扱
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
手
話
に
つ
い
て
は
、
こ
の
連
載
で
も
何
度
か
取

り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
言
葉
と
身
体
と
い
う
観
点
か
ら
も

う
一
度
取
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
う
。

ご
く
最
近
刊
行
さ
れ
た
中
公
新
書
『
言
語
の
脳
科
学
』
（
酒

井
邦
嘉
、
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
二
年
七
月
刊
）
の
中
で
も

「
言
語
の
サ
イ
エ
ン
ス
の
主
要
な
対
象
は
、
音
声
言
語
と
手
話
で

あ
る
。
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
言
語
の
定
義
を
「
心
の
一
部
と
し

て
人
間
に
備
わ
っ
た
生
得
的
な
能
力
で
あ
っ
て
、
文
法
規
則
の

一
定
の
順
序
に
従
っ
て
言
語
要
素
（
音
声
・
手
話
・
文
字
な
ど
）

を
並
べ
る
こ
と
で
意
味
を
表
現
し
伝
達
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
日
本
に
あ
る
百
校
を
超
え
る
ろ
う
学
校
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の
う
ち
、
日
本
手
話
を
教
え
て
い
る
の
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
（
四

校
）
し
か
な
い
と
い
う
。
手
話
の
代
わ
り
に
何
を
教
え
る
の
か
と

い
う
と
、『
口
話
法
』
と
呼
ば
れ
る
、
音
声
言
語
を
通
じ
て
意
思

伝
達
を
行
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
読
唇
術
（
リ
ッ
プ
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
）
と
発
声
の
訓
練
で
あ
り
、
口
話
法
を
徹
底
さ
せ
る
た
め

に
手
話
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
学
校
が
、
驚
く
こ
と
に
今
で

も
存
在
す
る
。
」
（
同
書
）

一
八
八
〇
年
世
界
ろ
う
教
育
者
会
議
で
口
話
法
の
採
用
が

決
議
さ
れ
、
自
然
言
語
で
あ
る
手
話
が
排
除
さ
れ
、
ろ
う
者
の

教
育
水
準
と
識
字
能
力
の
低
下
を
招
い
て
か
ら
実
に
一
世
紀

以
上
を
経
過
し
て
、
一
九
九
一
年
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
第

十
一
回
世
界
ろ
う
者
会
議
で
次
の
よ
う
な
決
議
が
な
さ
れ
た
。

「
子
供
の
言
語
の
発
達
に
と
っ
て
、
生
後
三
年
間
は
も
っ
と
も

大
切
な
時
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
就
学
前
の
子
供
に
は
手
話

を
使
う
環
境
で
成
長
す
る
機
会
を
与
え
、
健
聴
の
親
に
は
手

話
の
使
用
に
つ
い
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
と
指
導
を
提

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
国
々
で
、
子
供
の
人
権

に
関
す
る
国
連
児
童
憲
章
が
ろ
う
児
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と

を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
」
（
第
一
項
）

し
か
し
、
未
だ
に
日
本
の
ろ
う
教
育
に
お
い
て
手
話
が
こ
と

ば
と
し
て
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
漢
点

字
が
盲
教
育
の
中
で
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
と

ど
こ
か
似
て
な
い
だ
ろ
う
か
。

手
話
に
関
す
る
脳
の

研
究
は
始
ま
っ
た
ば
か
り

と
い
う
が
、
手
話
の
脳
で

の
処
理
は
、
基
本
的
に
音

声
言
語
と
変
わ
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
手
話
で
も
左
脳
の
損

傷
で
失
語
症
が
生
じ
た

り
、
左
脳
を
麻
酔
す
る
と

音
声
言
語
だ
け
で
は
な
く

手
話
の
失
語
も
同
時
に

生
じ
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
。
手
話
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
サ
イ
ナ
ー

が
手
話
を
見
て
い
る
時
に
側
頭
葉
上
部
に
あ
る
聴
覚
野
が
活

動
す
る
と
い
うＰ

Ｅ
Ｔ

（
ポ
ジ
ト
ロ
ン〈
陽
電
子
〉
断
層
画
像
撮

影
法
‐
生
体
内
の
陽
電
子
放
射
ト
レ
ー
サ
ー
の
局
部
濃
度
分
布

を
算
出
し
て
断
層
画
像
に
す
る
技
術
で
、
ブ
ド
ウ
糖
代
謝
量
、

脳
血
流
量
、
血
液
量
、
酸
素
代
謝
量
な
ど
を
測
定
す
る
）
の
結

果
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
丁
度
視
覚
障
害
者
が
点
字
を
触
読
す
る
際
に
一
時

視
覚
野
を
含
む
後
頭
葉
が
賦
活
さ
れ
る
こ
と
と
同
じ
で
、
脳
の

可
塑
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
長
期
に
わ
た
る
視
覚
入
力

の
遮
断
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
視
角
野
が
機
能
性
を
保
っ
て
い
る

こ
と
、
ま
た
、
触
覚
弁
別
処
理
が
、
そ
の
本
来
の
入
力
を
う
け

お話会で手遊びをしているところ
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る
領
域
以
外
の
と
こ
ろ
（
視
覚
野
）
で
処
理
さ
れ
う
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
。
」
と
い
う
。
（「
脳
の
可
塑
性
と
進
化
」『
認
知
科
学
の

新
展
開
一
認
知
発
達
と
進
化
』
頁
一
三
九
～
一
四
一

岩
波

書
店

二
〇
〇
一
所
収
）

さ
て
、
手
話
は
身
振
り
と
ど
う
係
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

も
昨
年
翻
訳
さ
れ
た
『
子
供
は
言
語
を
ど
う
獲
得
す
る
の
か
』

（
ス
ー
ザ
ン
・Ｈ

・
フ
ォ
ス
タ
ー
＝
コ
ー
エ
ン
著

今
井
邦
彦
訳

岩
波
書
店
）
に
よ
っ
て
見
て
み
た
い
。
赤
ち
ゃ
ん
は
単
語
を
獲
得

す
る
以
前
に
は
身
振
り
な
ど
を
用
い
て
伝
達
を
行
う
が
、「
言

語
が
伝
達
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
と
、
非
言
語
体
系
の
方

は
言
語
に
付
随
す
る
随
意
的
な
（
必
須
で
は
な
い
）
役
を
主
と

し
て
務
め
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
身
振
り
の
方
が
言
語
に
時

間
的
に
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
身
振
り
と
い
う
も
の
が
言

語
の
発
達
に
不
可
避
的
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
」

著
者
は「
身
振
り
が
言
語
発
達
の
不
可
避
的
先
行
物
で
な
い

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
の
証

拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
一
つ
は
脳

性
麻
痺
な
ど
が
原
因
で
、
自
分
の
筋
肉
を
身

振
り
に
も
音
声
産
出
に
も
使
え
な
い
子
供
の

ケ
ー
ス
で
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ノ
ウ
ラ
ン
と
い
う

足
の
指
で
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
操
作
し
て
書
く

作
家
の
自
伝
か
ら
、
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の

言
語
獲
得
も
遅
滞
な
く
進
行
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
も

う
一
つ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
手
話
と
身
振

り
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
以
前
に
も
『
子
ど
も
は
こ
と
ば
を

か
ら
だ
で
覚
え
る
』
の
と
こ
ろ
で
紹
介
し
た
ロ
ー
ラ
・
ペ
テ
ィ
ト
の

研
究
を
援
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
手
話
言
語
獲
得
以

前
に
用
い
る
身
振
り
の
起
こ
り
方
は
、
音
声
言
語
を
獲
得
す
る

健
聴
者
の
そ
れ
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
り
、
音
声
言
語

が
身
振
り
か
ら
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
同
様
、
言
語
の
発

生
と
は
直
接
の
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
。
（
中
略
）
ア
メ
リ
カ
手

話
で
は
、
身
振
り
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、Ｉ

は
自
分
自
身
を

指
す
こ
と
で
表
さ
れ
、ｙ

ｏ
ｕ

は
相
手
を
指
す
こ
と
で
表
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
初
期
の
、
身
振
り
を
あ
く
ま
で
身
振
り
と
し
て

使
う
時
期
が
過
ぎ
る
と
、
こ
の
仕
草
は
聾
の
子
供
の
レ
パ
ー
ト

リ
ー
か
ら
い
っ
た
ん
姿
を
消
し
、
そ
の
あ
と
純
粋
の
手
話
単
語

と
し
て
再
登
場
す
る
。
」
こ
の
仕
草
が
本
格
的
手
話
単
語
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
子
ど
も
た
ち
はｙ

ｏ
ｕ

を
意

図
し
て
い
る
の
に
自
分
を
指
さ
し
て
し
ま
っ
た
り
、Ｉ

の
つ
も
り

でｙ
ｏ
ｕ

の
手
話
単
語
を
使
う
と
い
う
誤
り
を
犯
す
。
こ
れ
は

健
聴
な
子
供
が
音
声
言
語
を
獲
得
す
る
過
程
で
も
起
こ
る
間

違
い
（
例
え
ばＩ

とｍ
ｅ

を
互
い
に
入
れ
替
え
て
使
う
）
で
あ

り
、
身
振
り
の
体
系
と
言
語
の
体
系
は
互
い
に
別
個
の
体
系
で

あ
る
こ
と
の
明
白
な
証
拠
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
非
言
語

体
系
は
言
語
体
系
に
よ
る
役
割
引
継
が
と
と
の
う
ま
で
伝
達
の
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役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
非
言
語
体
系
が
そ
の
ま
ま
言
語
体
系

に
移
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
非
言
語
体
系
と
比
べ
た
場
合
、
言
語
は
複
雑
度
が
よ
り
高

い
構
造
を
持
っ
て
お
り
、
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
・
時
点
を

超
越
す
る
力
が
よ
り
大
き
く
、
意
味
と
そ
れ
を
表
す
形
と
の
関

係
の
恣
意
性
が
言
語
以
前
的
体
系
（
お
よ
び
人
間
以
外
の
種
が

使
う
こ
と
の
出
来
る
体
系
）
の
場
合
よ
り
も
高
い
の
だ
。
し
か

し
、
言
語
以
前
的
体
系
は
、
言
語
で
は
な
い
と
は
い
え
、
人
間
の

伝
達
的
発
達
の
重
要
な
一
部
を
成
し
て
い
る
。
言
語
以
前
的
体

系
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
子
供
は
言
語
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
前

か
ら
伝
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
自
分
が
属
す
る
社
会
的
・
物

理
的
世
界
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
子
供
が
行
い
う
る
単
純
な
伝
達
で
さ
え
も
、

他
者
か
ら
反
応
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
、
子
供
自
身
に
伝
達

と
は
何
の
た
め
に
あ
る
か
を
教
え
て
く
れ
、
自
分
の
必
要
を
満

た
し
て
く
れ
、
大
人
か
ら
の
話
し
か
け
を
通
じ
た
言
語
と
の
接

触
の
機
会
を
増
や
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

著
者
は
言
語
獲
得
の
論
議
の
中
で「
言
語
」
と
い
う
述
語
を

専
門
用
語
と
し
て
使
う
限
り
、
身
振
り
な
ど
の
非
言
語
体
系

を
「
言
語
」
と
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
学
術
的
な
必
要
性

か
ら
以
上
の
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
、
少
な
く
と

も
言
語
を
伝
達
の
手
段
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
に

は
、
非
言
語
体
系
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
欠
で
あ

 
七 

点
字
の
漢
字
に
は
二
つ
の
体
系
が
あ
る
？
（
承
前
）

り
、
身
体
の
動
き
も
ま
た
不
可
欠
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
先

の
証
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
自
分
の
筋
肉
を
身

振
り
に
も
音
声
産
出
に
も
使
え
な
い
子
供
の
ケ
ー
ス
で
も
、
少

な
く
と
も
心
肺
機
能
な
ど
身
体
は
動
い
て
い
る
訳
で
あ
る
し
、

も
し
か
す
る
と
脳
の
可
塑
性
か
ら
、
手
や
足
な
ど
の
運
動
に
し

て
も
脳
の
中
で
仮
想
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が

・
・
・
・
。

点
字
の
読
み
づ
ら
さ
と

漢
点
字
の
触
読
に
つ
い
て
（
十
八
）

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会

代
表

岡
田

健
嗣

【
本
章
で
は
前
々
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
て
い
る
か

を
考
え
て
来
ま
し
た
。

前
二
回
で
は
、
漢
点
字
の
創
案
者
の
川
上
泰
一
先
生
の
お
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考
え
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。
先
生
の
お
考
え
の
基
本
は
、

一
つ
に
〈
漢
字
〉
を
如
何
に
し
て
点
字
で
表
現
す
る
か
に
あ
り

ま
し
た
。
次
に
、
如
何
に
触
読
に
耐
え
得
る
点
字
に
で
き
る
か

と
い
う
点
に
検
討
を
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

先
生
は
、
漢
字
の
基
本
概
念
を
「
六
書
」
に
求
め
ら
れ
、
触

読
を
容
易
に
す
る
た
め
に
「
八
点
」
点
字
の
パ
タ
ー
ン
を
採
用

す
る
こ
と
に
踏
み
切
ら
れ
ま
し
た
。
「
六
書
」
か
ら
は
漢
点
字

の
〈
基
本
文
字
〉
の
概
念
を
導
き
、
ま
た
「
八
点
」
の
採
用
に

よ
っ
て
、
日
本
語
の
標
準
的
な
表
記
法
で
あ
る
〈
漢
字
仮
名
交

じ
り
文
〉
を
、
触
読
文
字
で
表
現
す
る
こ
と
に
初
め
て
成
功
さ

れ
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
が
現
在
使
用
し
て
い
る
〈
漢
点

字
〉
が
誕
生
し
て
、
視
覚
障
害
者
の
知
的
生
活
に
、
一
条
の
光

を
与
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

今
回
は
、
〈
漢
点
字
〉
と
並
ん
で
「
二
つ
の
点
字
の
漢
字
」

と
し
て
流
布
さ
れ
て
い
る
も
う
一
方
の
〈
六
点
漢
字
〉
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
者
が
、
同
等
の
重
み
を
持
っ

て
理
解
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
】

六
点
漢
字

①
六
点
漢
字
の
生
い
立
ち

〈
六
点
漢
字
〉
は
、
元
筑
波
大

：

附
属
盲
学
校
教
諭
、
長
谷
川
貞
夫
氏
が
考
案
さ
れ
た
点
字
符

号
で
す
。
漢
点
字
の
発
表
か
ら
数
年
遅
れ
て
の
こ
と
で
し

た
。氏

は
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
目
覚
ま
し
く
発
達
し
た

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
、
視
覚
障
害
者
の
日
常
生
活
に
役
立
た

な
い
も
の
か
と
お
考
え
に
な
っ
て
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
最

も
困
難
な
、
い
や
当
時
は
不
可
能
と
思
わ
れ
て
い
た
「
文
字

を
書
く
」
こ
と
に
挑
戦
し
て
み
よ
う
と
決
意
さ
れ
た
の
で
し

た
。現

在
と
は
異
な
っ
て
、
今
か
ら
ほ
ん
の
少
し
前
ま
で
は
、

視
覚
障
害
者
が
文
字
を
書
く
こ
と
、
文
章
を
編
む
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
ま
ま
周
囲
の
晴
眼
者
の
方
に
、
代
筆
を
お
願
い

す
る
こ
と
で
し
た
。
英
文
を
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

の
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
タ
ッ
チ
で
打
て
る
人
は
い
ま

し
た
が
、
我
が
国
の
言
葉
で
、
そ
の
文
章

を
、
自
ら
の
手
で
書
け
る
人
は
皆
無
で
し

た
。当

時
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
い
う
の
は
、
現
在
の
パ
ソ
コ
ン

の
ま
だ
姿
を
現
し
て
い
な
い
時
期
で
、
大
変
特
殊
な
機
械
で

し
た
。
今
日
と
異
な
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
は
、
専
ら
計
算

機
と
し
て
の
機
能
が
求
め
ら
れ
て
、
文
字
を
書
く
こ
と
は
、

極
め
て
二
義
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
世
の
中
に
ワ

ー
ド
・
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
が
登
場
す
る
ま
で
に
、
約
十
年
待
た
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
こ
ろ
、
氏
は
、
視
覚
障
害
者
の
夢
で
あ
る
独
力
で

〃
文
字
を
書
く
〃
こ
と
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
力
を
借
り

て
実
現
で
き
る
の
で
は
と
考
え
ら
れ
た
の
で
し
た
。

当
時
は
現
在
の
よ
う
な
仮
名
漢
字
変
換
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
視
覚
障
害
者
が
使
用
す
る
に

は
、
専
用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
が
必
要
で
し
た
。
氏

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
キ
ー
ボ
ー
ド
の
キ
ー
に
、
点
字
の
六

つ
の
点
を
当
て
て
、
点
字
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
（
ブ
レ
イ
ラ

ー
）
の
要
領
で
キ
ー
入
力
す
れ
ば
、
点
字
を
打
つ
よ
う
に
、

墨
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
つ
か
れ

た
の
で
し
た
。
こ
れ
が
、
現
在
の
点
字
キ
ー
入
力
の
発
端
で

す
。こ

の
点
字
キ
ー
入
力
の
配
列
は
、
一
の
点
（

）
をｆ

、

二
の
点
（

）
をｄ

、
三
の
点
（

）
をｓ
、
四
の
点

（

）
をｊ

、
五
の
点
（

）
をｋ

、
六
の
点
（

）
を

ｌ

、
と
定
め
ま
し
た
。
一
の
点
（ｆ

）
に
左
手
の
人
差
し

指
、
四
の
点
（ｊ

）
に
右
手
の
人
差
し
指
を
置
い
て
、
二
の

点
（ｄ

）
と
五
の
点
（ｋ

）
に
中
指
、
三
の
点
（ｓ

）
と
六

の
点
（ｌ

）
に
薬
指
を
置
い
て
、
点
字
の
符
号
に
従
っ
て
、

同
時
に
キ
ー
を
押
す
こ
と
に
さ
れ
ま
し
た
。
先
ず
カ
ナ
の
点

字
符
号
を
打
ち
込
ん
で
、
そ
れ
に
該
当
す
る
墨
字
の
カ
ナ
文

字
に
変
換
で
き
る
よ
う
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
設
定
し
ま
し
た
。

本
来
キ
ー
ボ
ー
ド
に
は
、
複
数
の
キ
ー
を
同
時
に
押
す
と

い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
六
つ
の
キ
ー
を

一
緒

に
押
し
て
も
、
何
故
か
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
が
う
ま
く
受
け

止
め
て
く
れ
て
、
カ
ナ
の

「
め
（

）
」
を
書
く
こ
と

が
で
き
た
の
で
し
た
。

幾
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
ま

し
ょ
う
。<

表
参
照>

こ
の
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
の
キ
ー
ボ
ー
ド
を
点
字
式

に
同
時
入
力
す
る
こ
と
で
、

カ
ナ
の
文
字
が
自
力
で
書
け

た
こ
と
は
、
氏
に
と
っ
て
、

今
後
に
光
明
を
を
見
る
思
い

だ
っ
た
に

違
い
あ

り

ま
せ

ん
。氏

は
、
若
年
の
こ
ろ
は
弱

視
で
し
た
の
で
、
漢
字
の
知

識
を
お
持
ち
で
し
た
。
そ
こ

で
こ
の
カ
ナ
文
字
の
成
功
を

生
か
し
て
、
漢
字
を
も
書
け

ー 表 ー

ｆ あ ｆｄ い ｆｊ う ｆｄｊ え ｄｊ お

ｆｌ か ｆｋｌ さ ｆｓｋ た ｆｓ な ｆｓｌ は

ｆｓｋｌ ま ｓｊ や ｆｋ ら ｓ わ
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な
い
か
と
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

氏
は
、
基
本
的
に
は
カ
ナ
文
字
を
書
い
た
の
と
同
様
の
方

法
で
漢
字
も
書
け
る
と
お
考
え
に
な
っ
て
、
カ
ナ
文
字
を

組
み
合
わ
せ
て
漢
字
の
入
力
に
結
び
付
け
る
こ
と
を
選
択

さ
れ
た
の
で
し
た
。

こ
れ
が
〈
六
点
漢
字
〉
の
誕
生
で
す
。

②
六
点
漢
字
の
仕
組
み

〈
六
点
漢
字
〉
は
、
こ
の
よ
う

：

に
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
点
字
キ
ー
入
力
し
て
文
字
を
出

さ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。
カ
ナ
文
字
は
、

カ
ナ
点
字
符
号
の
方
式
で
キ
ー
入
力
す
る
こ
と
で
出
力
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
先
人
・
石
川
倉
次
先
生
の

お
作
り
に
な
っ
た
ま
ま
を
利
用
し
た
も
の
で
し
た
。
漢
字
と
な

る
と
そ
う
は
行
き
ま
せ
ん
。
氏
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
漢
字
を

出
力
さ
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

氏
の
お
考
え
に
は
、
カ
ナ
点
字
入
力
で
カ
ナ
文
字
が
出
力

で
き
た
こ
と
が
、
深
く
根
を
張
っ
て
い
ま
し
た
。
「
カ
ナ
文

字
」
と
は
、
日
本
語
の
〈
音
〉
を
表
す
表
音
文
字
で
す
。

「
漢
字
」
は
何
を
表
す
文
字
で
し
ょ
う
か
？

氏
は
、
「
漢

字
」
も
〈
読
み
〉
と
い
う
〈
音
〉
を
表
す
文
字
と
お
考
え
に

な
り
ま
し
た
。
「
漢
字
」
の
読
み
に
は
二
つ
あ
る
、
〈
音
〉

と
〈
訓
〉
で
す
。

〈
音
〉
は
、
漢
字
が
も
と
も
と
中
国
の
文
字
で
あ
っ
た
も

の
が
日
本
に
渡
っ
て
来
て
、
当
初
は
中
国
で
読
ま
れ
て
い
た

発
音
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
〈
読

み
〉
で
す
。
し
か
し
、
中
国
で
使
わ
れ
て
い
る
発
音
は
中
国

語
の
発
音
、
そ
れ
も
現
代
か
ら
見
る
と
古
代
の
中
国
語
の
発

音
で
し
た
。
漢
字
は
、
当
時
の
日
本
の
貴
族
の
間
に
徐
々
に

浸
透
し
て
行
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
従
い
、
日
本
人
の
発
音

に
馴
染
ん
だ
、
つ
ま
り
日
本
語
化
し
た
発
音
に
変
わ
っ
て
行

き
ま
し
た
。
そ
れ
が
千
数
百
年
経
っ
た
現
在
に
ま
で
伝
わ
っ

て
、
漢
字
が
日
本
語
を
表
す
文
字
と
し
て
、
他
に
席
を
譲
れ

な
い
文
字
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
日
本
語
化
し
た

漢
字
音
は
、
し
か
し
そ
の
数
が
極
め
て
少
な
い
も
の
に
な
っ
た

の
も
事
実
で
、
そ
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
同
音
異

語
が
多
数
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
の
読
み
で
あ
る
〈
訓
〉
は
、
漢
字

を
、
日
本
語
の
読
み
に
当
て
た
も
の
で
、
当
時
の
人
が
漢
字

を
日
本
の
文
字
に
し
よ
う
と
し
た
苦
心
の
作
で
す
。

〈
六
点
漢
字
〉
は
、
こ
の
〈
音
〉
を
ベ
ー
ス
に
、
〈
訓
〉

で
漢
字
を
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
す
。
ど
の
よ
う
に
し

て
作
ら
れ
た
か
、
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
（
以
下
は
、

東
京
点
字
出
版
所
版
『
点
線
文
字

常
用
漢
字
編
』
を
参

考
に
し
ま
し
た
。
）

山

＝

は
サ
、

は
ヤ
。

が
サ
ン
、

が
ヤ
マ
の
ヤ
。

川

＝

は
セ
、

は
カ
。

が
セ
ン
、

が
カ
ワ
の
カ
。



－ １０ －

海

＝

は
カ
、

は
ウ
。

が
カ
イ
、

が
ウ
ミ
の
ウ
。

生

＝

は
セ
、

は
イ
。

が
セ
イ
、

が
イ
キ
ル
の
イ
。

春

＝

は
ス
、

は
ハ
。

が
シ
ュ
ン
、

が
ハ
ル
の
ハ
。

秋

＝

は
ユ
、

は
ア
。

が
シ
ュ
ウ
、

が
ア
キ
の
ア
。

こ
れ
だ
け
見
て
も
な
る
ほ
ど
と
見
当
が
付
い
て
来
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
「

（
サ
）
が
サ
ン
」
「

（
セ
）
が
セ

ン
」
「

（
カ
）
が
カ
イ
」
「

（
セ
）
が
セ
イ
」

「

（
ス
）
が
シ
ュ
ン
」
「

（
ユ
）
が
シ
ュ
ウ
」
と
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
と
音
が
同
じ
漢
字
に
当
た
る
六
点

漢
字
は
、
頭
の
音
の
点
字
符
号
も
同
じ
と
な
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
見
当
が
付
き
ま
す
。
そ
こ
で
他
の
六
点
漢
字
を

任
意
に
拾
っ
て
み
ま
す
と
、
「
蚕
は

（

は
サ
、

は
コ
）
」
「
産
は

（

は
サ
、

は
ウ
）
」
「
船
は

（

は
セ
、

は
フ
）
」
「
扇
は

（

は

セ
、

は
オ
）
」
「
悔
は

（

は
カ
、

は
ク
）
」

「
快
は

（

は
カ
、

は
コ
）
」
「
瞬
は

（

は
ス
、

は
マ
）
」
「
終
は

（

は
ユ
、

は

オ
）
」
で
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
六
点
漢
字
の
符
号
は
三

つ
の
マ
ス
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
前
二
つ
が
〈
音
〉
を
、
後
ろ

の
一
つ
が
〈
訓
〉
の
頭
の
音
一
つ
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

し
か
し
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
湧
い
て
来
ま
す
。
先
に
も
述

べ
ま
し
た
よ
う
に
、
日
本
語
の
漢
字
音
は
極
め
て
数
が
限
ら

れ
て
い
ま
す
。
音
も
訓
も
同
じ
と
い
う
漢
字
も
存
在
す
る
は

ず
で
す
。

例
を
挙
げ
て
見
ま
し
ょ
う
。
「
観
、
看
、
監
」
と
い
う
三

つ
の
漢
字
は
、
総
て
音
が
〃
カ
ン
〃
、
訓
が
〃
ミ
ル
〃
で

す
。
こ
の
訓
の
〃
ミ
ル
〃
と
い
う
和
語
の
範
疇
が
広
く
、
表

記
上
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
日
常
的
に
は
こ
の
使
い
分
け
も
さ
ほ
ど
困
難
を
感
じ
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
改
め
て
音
と
か
訓
と
か
言
わ
れ
る

と
、
戸
惑
い
を
感
じ
る
人
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

〈
観
〉
と
い
う
字
は
、
「
観
念
、
観
察
、
観
光
、
世
界

観
」
な
ど
と
用
い
ら
れ
ま
す
し
、
「
観
音
」
と
、

仏
教
用
語
に
も
も
ち
い
ら
れ
ま
す
。

〈
看
〉
と
い
う
字
は
、
「
看
護
、
看
病
、
看
板
、
看
過
」

な
ど
と
用
い
ら
れ
ま
す
。

〈
監
〉
と
い
う
字
は
、
「
監
督
、
監
視
、
監
獄
」
な
ど
と

用
い
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
〃
ミ
ル
〃
と
い
う
訓
で
も
、
使
わ
れ

方
の
違
い
か
ら
、
そ
の
意
味
も
違
う
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
何

と
な
く
分
か
っ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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そ
れ
で
は
こ
の
三
つ
の
漢
字
が
、
六
点
漢
字
で
は
ど
の
よ
う

に
表
さ
れ
る
か
を
、
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

観

＝

は
カ
、

は
ニ
。

看

＝

は
カ
、

は
ナ
。

監

＝

は
カ
、

は
ラ
。

こ
こ
で
分
か
る
こ
と
は
、
〃
カ
ン
〃
と
い
う
音
は
大
変
沢

山
あ
る
た
め
、
点
字
符
号
が
「

、

」
と
二
つ
用
意

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

ま
た
、
〈
観
〉
と
〈
看
〉
の
訓
に
当
た
る
点
字
符
号
が

「

ニ
」
と
「

ナ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
見
た

だ
け
で
は
、
そ
の
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
に
な
い
こ
と

で
す
。
〈
監
〉
の
訓
の
符
号
「

ラ
」
だ
け
が
、
辛
う
じ
て

部
首
の
「
皿
（
サ
ラ
）
」
に
由
来
し
て
い
る
の
か
な
、
と
思

わ
さ
れ
る
だ
け
で
す
。

実
は
〃
カ
ン
〃
の
音
の
点
字
符
号
は
、
も
う
一
つ
用
意
さ

れ
て
い
ま
す
。
〈
寛
〉
の
字
の
六
点
漢
字
は
「

」
で

す
。
「

は
ン
」
で
す
の
で
、
「
カ
」
の
音
だ
け
で
は
足
り

ず
に
、
「
ン
」
の
音
も
借
り
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
訓
の

符
号
は
「

ウ
」
で
す
の
で
、
こ
れ
も
部
首
の
「
ウ
冠
」
を

表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

（
つ
づ
く
）

（
次
回
は
、
「
二
つ
の
点
字
の
漢
字
」
を
解
明
す
る
予
定
で
す
。
）

ご
報
告
と
ご
案
内

横
浜
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
へ

お
出
か
け
下
さ
い

昨
年
神
奈
川
県
で
催
さ
れ
た
「
全
国
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
の
成
功
を
受
け
て
、
今
年
か
ら
、
横
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
会
の
主
催
で
、「
横
浜
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
開
催
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
本
会
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
し
ま
し
た
。

パ
ネ
ル
と
資
料
に
よ
る
、
漢
点
字
と
本
会
の
活
動
の
ご
紹
介
、

と
り
わ
け
パ
ソ
コ
ン
を
操
作
し
て
の
漢
点
字
訳
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
な

ど
、
計
画
を
練
っ
て
お
り
ま
す
。

皆
様
ど
う
ぞ
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。

日
時
：
二
〇
〇
二
年
十
一
月
二
十
三
日
（
土
・
勤
労
感

謝
の
日
）
、A

M
１
０
：
０
０

～P
M
１
６
：
０
０

場
所
：
横
浜
市
健
康
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
（
市
営
地
下
鉄
・

Ｊ
Ｒ
根
岸
線
・
東
急
東
横
線
、
桜
木
町
駅
下
車
）
。

電
話

0
4
5

‐20
1

‐86
2
0

（
市
社
協
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
セ
ン
タ
ー
）
へ
。



ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
り
ま
し
た

再
々
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
都
合
で
、
本
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
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
p
.
h
p
.
i
n
f
o
s
e
e
k
.
c
o
.
j
p
/

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ
ｖ
ｅ
ｒ

三
、
〇
〇
に
つ
い
て

既
に
視
覚
障
害
者
の
皆
様
に
は
ご
案
内
済
み
で
す
が
、
漢
点
字

変
換
・
編
集
・
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
お
よ
び
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
へ
の
送

出
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
アＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

が
、
大
幅
に
バ
ー
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ

プ
し
ま
し
た
。
今
回
特
に
力
を
入
れ
ま
し
た
の
は
、
視
覚
障
害
者
の

皆
様
に
、
独
力
で
、
快
適
に
ご
使
用
い
た
だ
く
こ
と
で
し
た
。
と
り

わ
け
文
書
を
作
成
す
る
と
い
う
機
能
が
、
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
表

示
と
音
声
を
頼
り
に
、
大
変
充
実
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
皆
様
に
も
、
エ
デ
ィ
タ
と
し
て
の
機
能
の
充
実
で
、
校
正
・
編
集

の
作
業
が
、
大
変
快
適
に
行
え
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

価
格
は
一
万
円
で
す
。
（Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
専
用
プ
ロ
グ
ラ
ムＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｒ
Ｗ

は
無
料
で
す
。
）

詳
細
は
、
本
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

Ｅ
Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
か
らＢ

Ｍ
Ｔ

フ
ァ
イ
ル
へ
の

変
換
に
つ
い
て

『
う
か
』
三
十
二
号
テ
ー
プ
版
の
発
行
と
と
も
に
発
表
し
ま
し

た
、
漢
点
字
デ
ー
タ
の
フ
ァ
イ
ル
、Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
に
は
、
多
く
の

皆
様
か
ら
賞
賛
の
お
声
を
頂
戴
致
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
特
に
多

か
っ
た
の
が
、
ブ
レ
イ
ル
・
メ
モＢ

Ｍ
１
６

の
メ
モ
リ
ー
に
、Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
の
デ
ー
タ
を
送
り
込
ん
で
、
外
出
先
や
乗
り
物
の
中
で

も
、
読
書
が
で
き
な
い
も
の
か
と
い
う
ご
要
望
で
し
た
。

Ｂ
Ｍ
１
６

の
開
発
元
で
あ
る
（
株
）Ｋ

Ｇ
Ｓ

社
に
お
尋
ね
し
た

と
こ
ろ
、
著
作
権
を
保
護
す
る
た
め
の
フ
ァ
イ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
ト
は
、

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
容
量
に
限
界
が
あ
っ
て
、
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
本
会
で
は
、
以
下
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
元
に
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
開
発
を
進
め
た
い
と
考
え
ま
す
。

①
著
作
権
の
切
れ
た
デ
ー
タ
や
、
著
作
権
が
放
棄
さ
れ
た
デ
ー

タ
、
あ
る
い
は
、
教
材
と
し
て
学
校
で
使
用
さ
れ
る
デ
ー
タ
な

ど
、
著
作
権
・
版
権
の
制
約
を
受
け
な
い
デ
ー
タ
に
関
し
て
は
、

漢
点
字
デ
ー
タ
をＢ

Ｍ
１
６

の
メ
モ
リ
ー
へ
入
れ
る
こ
と
は
必

要
で
あ
る
。

②Ｂ
Ｍ
１
６

の
メ
モ
リ
ー
へ
漢
点
字
デ
ー
タ
を
送
る
作
業
は
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
行
う
。

③Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
ユ
ー
ザ
ー
の
皆
様
に
は
、
ユ
ー
ザ
ー
登
録
を

お
願
い
し
て
、
著
作
権
の
保
全
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
。

－ １２ －
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Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｗ

の
現
状
に
つ
い
て

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｗ

は
、
熟
語
の
読
み
を
検
索
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
電
子
辞
典
で
す
。Ｍ

Ｓ

‐Ｄ
Ｏ
Ｓ

版
のＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ

Ｃ

が
、Ｗ

Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ｓ

上
で
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

で
す
。
ま
だ
単
体
で
は
完
成
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ

Ｒ
Ｗ

、
及
びＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

上
か
ら
の
検
索
が
可
能
に
な
り
ま
し

た
。こ

れ
ま
で
熟
語
の
読
み
の
充
実
に
努
め
て
参
り
ま
し
た
が
、
今

日
、
こ
の
辞
典
の
当
初
の
目
標
は
、
か
な
り
の
と
こ
ろ
実
現
で
き
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
後
は〈
読
み
〉
ば
か
り
で
な
く
、
辞

典
と
し
て
本
来
求
め
ら
れ
る〈
意
味
〉
の
集
録
に
も
力
を
傾
注
し
て

行
く
所
存
で
す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
、「
漢
字
及
び
熟
語
電
子
簡
易
辞

典
」
の
形
に
ま
で
育
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
数
は
二
二
〇
・
一
三
七
レ
コ
ー
ド
で
す
。

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｗ

の
機
能
は
、
以
下
の
通
り
で
す
。

①Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｒ
Ｗ

、
及
びＥ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

か
ら
の
検
索
：

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｒ
Ｗ

を
使
用
し
て
読
書
し
て
い
る
と
き
、
あ
る
い

はＥ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

で
漢
点
字
文
、
な
い
し
は
墨
字
文
を
編
集
し

て
い
る
と
き
、
文
字
や
熟
語
を
本
文
か
ら
ク
リ
ッ
プ
し
て
、Ｅ

Ｉ

Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｗ

の
検
索
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
検
索
の

結
果
は
、
ピ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
音
声
で
表
示
さ
れ
ま
す
。〈
読

み
〉
の
表
示
は
、
総
て
カ
ナ
表
示
で
す
。

②
結
果
の
コ
ピ
ー
：Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｗ

で
検
索
さ
れ
た
結
果

は
、〈
漢
字
〉
も
〈
読
み
〉
も
、Ｗ

Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ｓ

の
ク
リ
ッ
プ
・
ボ

ー
ド
に
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
結
果
の
貼
り
付
け
（
一
）
：
ク
リ
ッ
プ
・
ボ
ー
ド
に
コ
ピ
ー
さ
れ

た
検
索
結
果
の
文
字
列
は
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
編
集
画
面
に
貼

り
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
キ
ー
入
力
か
ら
だ
け
で
な
く
、
よ

り
情
報
量
の
多
い
こ
の
辞
典
か
ら
、
よ
り
適
切
な
文
字
を
選
択

し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
結
果
の
貼
り
付
け
（
二
）
：
同
様
に
、Ｗ

Ｏ
Ｒ
Ｄ

やＷ
Ｚ

な

ど
、
一
般
の
文
書
作
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
画
面
に
も
、
結
果
を
貼
り

付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
き
な
編
集
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
こ
の
機
能
は
、
熟
練
し
た
皆
さ
ま
に
と
っ
て
、
大
変
便
利
だ
と

、
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

⑤
結
果
の
貼
り
付
け
（
三
）
：
ク
リ
ッ
プ
・
ボ
ー
ド
に
コ
ピ
ー
さ
れ

た
検
索
結
果
の〈
読
み
〉
を
、『
広
辞
苑
』
な
ど
、
お
手
持
ち
の
電

子
辞
典
の
検
索
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

よ
り
深
く
語
句
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
結
果
の
貼
り
付
け
（
四
）
：
ク
リ
ッ
プ
・
ボ
ー
ド
に
コ
ピ
ー
さ
れ

た
漢
字
の
文
字
列
をＷ

Ｚ

な
ど
に
貼
り
付
け
て
、
再
び
そ
の
中

の
一
文
字
、
あ
る
い
は
少
数
個
の
文
字
列
（
熟
語
）
を
、
ク
リ
ッ
プ

・
ボ
ー
ド
に
再
コ
ピ
ー
し
て
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｗ

の
検
索
に
か
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仲 弓 問フ 仁ヲ。 子ノ

曰ハク、 出デテハ 門ヲ

如クシ 見ルガ 大 賓

ヲ、 使フニハ 民ヲ 如ク

ス 承ヘマツルガ 大 祭

ニ。 己レノ 所ハ 不ル

欲セ 勿カレ 施ス

コト 於 人ニ、 在リテモ

邦ニ 無ク 怨ミ 在リ

テモ 家ニ 無シ 怨ミ。















編集後記 横浜ボランティア・フェスティバルへ、たくさんの皆様のご来場を
．．．．

お願いします。本会も日頃の活動を多くの方々にご理解、ご支援していただき
たく参加いたしました。会場でお待ちしております♪｡

《訂 正》 ３３号のP１８の２箇所を訂正します。
誤→ 知ラン＝正→ 知ラン・誤→不ル ＝ 正→不ルノミ

表紙絵 岡 稲子
※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。

次回の発行は12月15日です。 宇田川 幸子

－ ２３ －

とつおいつ心いためて かゑりくる

道のほとりの コスモスの花

長 谷 川 銀 作
は せ が わ ぎ ん さ く

とつおいつとは、あれこれ思い迷って決心がつかないような時に使う言葉です。
心いためてとあるので思いのほかに迷いはあるのでしょう。帰り道、夕暮れ時で
しょうか、コスモスがいっぱい風に揺れている、細い茎の先の花の揺れに作者
の心の揺れが重なります。コスモスはか細いようで意外に強い花でもあります
ので、結句（最後の七音）のコスモスの花、鮮やかです。

ねむりの中に ひとすぢあをき かなしみの

水脈あり そこに降る夜の雨
み お

斎 藤 史
さ い と う ふ み

このような一首を心象詠と言います。意識に浮んだ像を言葉にしてあります。
しんしょうえい

水脈はこの場合はみおと読みます。眠りの中とは夢の中ではありません。もっと
．．

しんと深い空間のように思います。その無音の世界にひとすじのあおい流れが
あるのです。水脈とある事で溢れつづけ流れつづける尽きぬ流れを思います。
かなしみのあおを湛えたその水脈に夜の雨が降ると思う時、作者の深いかなし
みが伝わってきます。



－ i －

‡ Eibrkwバージョン３.００について ‡

木下 和久

この度漢点字変換ソフトEibrkwをやや大幅に改訂し、これをバージョ

ン3.00としました。ここで主な改良点について説明し、更に便利に使い

やすいように、キー割付の一覧表をご紹介します。

１．旧バージョンからの主な改良点
（ａ）.ukaファイルの作成

従来、テキストファイルを変換すると、.txh、.txz、.txpという３つ

のファイルが自動的に作られました（.txpファイルはページ行に書き込

みがある場合だけ作られる）。バージョン３から、更に.ukaファイルも

作ることにしました。このファイルは、変換元となるテキストファイル

と全く同じ内容のもので、拡張子が違うだけです。こういうファイルを

作った目的は、この.ukaという拡張子をEibrkw.exeに関連づけておくと、

ファイルを選択してエンターキーを押すだけでそのファイルを読み込ん

でEibrkwを立ち上げることが出来るからです。そうすれば、マウスを使

わなくても、キー操作だけで簡単にEibrkwを利用することが出来、視覚

障害者の方に使いやすいものと思われます。

その使い方は、まずエディターなどで.txtという拡張子のテキストフ

ァイルを作って、その拡張子を.ukaに変えます。エクスプローラーでそ

のファイルを選択してエンターキーを押すと、このファイルのアプリケ

ーションへの関連づけがまだ出来ていないときは、Windowsがアプリケ

ーションへの関連づけを要求してきますので、指示に従ってEibrkw.exe

に関連づけてください。その後は直ちに、そのファイルを読み込んだ

Eibrkwが立ち上がります。また、このように.ukaファイルからEibrkwを

立ち上げると、そのテキストファイルと同じ内容の.txtファイルも同時

に作ります。

（ｂ）立ち上げ時の変換の実行

バージョン３では、Eibrkwがテキストファイルを読み込んだとき、ま

だ変換ファイルが出来ていないときは、自動的に変換作業を行って、常

に変換済みの状態にします。前項で説明したように、.txtファイル１つ

を読み込むと、同時に.uka、.txhなど３種類のファイルが作られること

になります。その上、更に次項で説明するワークファイルも作られます。

（ｃ）ワークファイルの作成

これまでのEibrkwは、変換後のファイルをEibrkwの画面で編集すると、
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直接.txh、.txzなどのファイルを更新していましたので、誤入力に気が

ついて元に戻そうとしても出来ませんでした。そこで、一般のエディタ

ーなどのソフトがやっているように、編集時のファイルはワークファイ

ルとし、上書き保存の操作をして初めてもとのファイルが更新されるよ

うにしました。これらのワークファイルは、アプリケーションの終了操

作をすると、削除されます。また、更新前の.txtファイルは、.$xtファ

イルとして保存されます。

（ｄ）編集機能の強化

この度のEibrkwの改良は、特に編集機能の強化に重点を置きました。

編集機能のうちでカット･アンド･ペーストは、最も重要な機能ですが、

旧版ではこれらの機能があまり充実していませんでした。

新版では、通常のコピーやカット、ペーストはほとんどエディターな

どと同じように操作することが出来ます。範囲指定はシフトキーを押し

ながら矢印キーを使用して行います。残念ながら、マウスの左ボタンを

押しながらマウスを移動させて、あるいはシフトキーを押しながらマウ

スで終点を指定するなどの範囲指定にはまだ対応できていません。範囲

の始点を指定して、シフトキーを押しながら、HomeキーやEndキーを押

すことにより行頭、行末（更にCtrlキーと組み合わせて文頭、文末）を

終点とすることが出来ます。

２．キーの割付
Eibrkwの操作の大部分は、画面上部にあるメインメニューを使って実

行できますが、そのうち主なものはコントロールキーと組み合わせて使

うショートカットキーが割り付けられており、更にメインメニューにな

い操作も、キー入力によって可能なものがあります。これらは主として

視覚障害者の方に便利なように設定したもので、音声やピンディスプレ

イ関係の操作が主なものです。

以下にキーと割り付けられた操作を、いくつかのグループに分けてご

紹介します。

(１)メインメニューのショートカット

Ctrl+J ジャンプ(通し行No.､ファイルページ､印刷ページを選択)

Ctrl+K ファイルページ指定ジャンプ

Ctrl+L 印刷ページ指定ジャンプ

Ctrl+F 検索

F3 次検索

Shift+F3 前検索
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Ctrl+R 改行マーク挿入

Ctrl+Enter 同上

Ctrl+P 改ページ挿入

Ctrl+C コピー(一般のWindowsアプリケーションにも利用可)

Ctrl+X 切り取り(一般のWindowsアプリケーションにも利用可)

Ctrl+V 貼り付け(Eibrkwの点字画面からコピーしたもの)

Ctrl+Shift＋V 貼り付け(一般のWindowsアプリケーションからコピーし

たもの)

Ins 挿入モードに切替

F1 同 上

Shift+Ins 連続挿入モード

Del 削除(範囲指定による複数削除も可)

Back Space 後退

Ctrl+Space スペース挿入

Ctrl+B スペース(*B)挿入

Ctrl+W ページ行に同文挿入

F4 点字画面のテキスト保存

Ctrl+S 全ファイル上書き保存

Ctrl+U バックアップ保存

Ctrl+H テキストファイルを再変換

(２)メインメニューでショートカットのないもの

最初の項目は、Altキーとかっこ内の英字キーを同時に押すと選択さ

れます。その後矢印キーで各項目を選択します。

ファイル(F)‐新規作成(N)

印刷(P)‐｢点字印刷｣、｢変換画面印刷｣、｢テキストファイル印刷｣を選

択

編集(E)‐全ページ行削除

オプション(O)‐各項目設定のためのウィンドウを表示

保存(S)‐｢点字テキスト名前変更保存｣、｢全ファイル名前変更保存｣、

｢画面レイアウトを戻す｣を選択

変換(H)‐｢一太郎(Ver4)、｢点字テキスト(Win)、｢eibファイル変換｣を

選択

(３)メインメニューにないもの

【カーソル移動】

PageUp 前画面
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PageDown 次画面

F7 次ページ

F8 前ページ

End 行末

Ctrl+End 文末

Ctrl+Shift+End 文末まで範囲指定

Home 行頭

Ctrl+Home 文頭

Ctrl+T 文頭

Ctrl+Shift+Home 文頭まで範囲指定

【音声その他の操作】

Shift+F2 校正読みとなめらか読みの交互切替

F5 RSポートオープン、同時にカーソル行を読む

Shift+F5 RSポートクローズ

F12 クリップボードの中味を最初から読む

Ctrl+F12 クリップボードの中味、次行を読む

Ctrl+Shift+F12 クリップボードの中味、前行を読む

Alt+F12 クリップボードの中味、最終行を読む

Ctrl+Alt+H カーソル位置の文字の詳細読み

Ctrl+Alt+L カーソル位置の右側を読む

Ctrl+Alt+K カーソル行の行頭から読む

Ctrl+Alt+N カーソル位置の文字のJISコード読み

Ctrl+D EibrDicへリンク、範囲指定してあるときはその語を辞

書で検索、結果を表示する(漢字の場合は読みを、かな

の場合は漢字を)。範囲指定していないとき、カーソル

が漢字の前にあればその漢字を検索

【数字キーとの組み合わせ、テンキーも可】

Ctrl+0 カーソル行のページNo.、行No.、全体を通しての行No.、総

行数、テキストスペース(行頭のスペース個数)を読み上げる

Ctrl+1 WZへの復帰、 Ctrl+2 WZのカーソル行付近へジャンプ

[注]WZ関係は、WZエディタに専用のマクロがリンクされたとき有効

Ctrl+4 ピンディスのページ表示を印刷ページにする

Ctrl+5 ピンディスのページ表示をファイルページにする

Ctrl+6 テキストスペース１又は２を交互に変更

Ctrl+8 音声時計


