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［
以
下
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
。

前
号
に
引
き
続
き
、
後
半
を
掲
載
致
し
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
」
後
編

横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
教
授

村
田

忠
禧

明
治
時
代
に
な
っ
て
琉
球
は
そ
れ
ま
で
の
中
国
と
日
本

の
い
ず
れ
と
も
関
係
を
持
つ
い
わ
ゆ
る
「
両
属
」
関
係
か

ら
、
日
本
の
一
つ
の
県
、
沖
縄
県
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
こ
の
日
本
の
沖
縄
に
た
い
す
る
単
独
支
配
の
体

制
は
た
だ
ち
に
確
立
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。当

時
の
清
国
は
そ
れ
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
し
、

琉
球
の
旧
支
配
者
た
ち
の
中
に
も
反
対
勢
力
が
お
り
、
そ

の
人
々
は
中
国
福
建
省
の
福
州
に
あ
っ
た
琉
球
館
を
根
拠

に
活
動
し
て
い
ま
し
た
。

－ １ －

当
時
の
日
本
政
府
は
琉
球
を
自
分
の
支
配
下
に
置
い
た

あ
と
、
そ
の
次
は
台
湾
だ
、
朝
鮮
だ
と
次
第
に
野
望
を
大

き
く
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
こ
の
釣
魚
島
（
日
本
で
は
日
本
語
風
に
そ

れ
を
魚
釣
島
と
読
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
呼
び
方
の
源
が

中
国
語
の
釣
魚
島
あ
る
い
は
釣
魚
嶼
に
あ
る
こ
と
は
明
白

で
す
）
を
日
本
の
領
地
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き

ま
し
た
。

た
だ
し
い
く
ら
こ
こ
が
無
人
島
と
は
い
え
、
歴
史
書
に

も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
も
し
日
本
が
こ
こ
を
領
有

す
る
と
な
る
と
、
清
国
政
府
の

日
本
に
対
す
る
警
戒
心
を
呼
び

起
こ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
と

い
う
意
見
を
、
当
時
の
沖
縄
県

令
が
上
申
し
ま
す
し
、
外
務
当

局
も
小
さ
な
無
人
島
の
こ
と
で

清
国
と
の
間
で
「
不
要
の
コ
ン

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
引
き
起

こ
す
の
は
得
策
で
は
な
い
、
と

の
意
見
を
出
し
ま
す
。

一
八
八
五
年
の
こ
と
で
す
。



－ ２ －

つ
ま
り
こ
の
島
々
が
日
本
の
領
土
に
組
み
入
れ
ら
れ

た
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
戦
争
の
勝
利
に
乗
じ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
正
々
堂
々
と
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

台
湾
は
日
清
戦
争
の
結
果
、
日
本
が
領
有
し
ま
し
た

が
、
日
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
る
敗
戦
に
よ
り
、

中
国
（
当
時
の
中
華
民
国
）
に
返
還
さ
れ
ま
し
た
。
だ
か

ら
こ
の
島
々
も
中
国
に
返
還
さ
れ
た
、
と
見
な
す
べ
き

か
、
と
い
う
と
、
中
国
政
府
は
当
時
こ
の
島
の
領
有
権
の

問
題
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
問
題
に
し
て
い
ま
せ
ん
。

中
華
民
国
政
府
が
問
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
な

く
、
そ
の
後
に
成
立
し
た
中
華
人
民
共
和
国
政
府
も
こ
の

島
の
領
有
権
問
題
に
関
心
を
示
し
た
形
跡
が
あ
り
ま
せ

ん
。実

は
赤
尾
嶼
な
ど
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
っ
て
射
爆
場
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

も
し
中
国
政
府
が
こ
こ
を
自
国
の
固
有
の
領
土
で
あ

る
、
と
見
な
す
の
な
ら
、
自
国
の
領
土
を
射
爆
場
に
し
て

い
る
ア
メ
リ
カ
に
抗
議
す
べ
き
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
島
の
領
有
権
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

一
九
八
〇
年
代
末
に
こ
の
島
の
周
辺
海
域
に
海
底
石
油
資

そ
の
結
果
、
こ

の
時
（
一
八
八
五

年
）
、
日
本
政
府

は
国
標
建
設
を
し

ま
せ
ん
で
し
た
。

日
本
が
こ
の
島

に
国
標
を
建
て
る

こ
と
を
閣
議
決
定

す
る
の
は
そ
の
一

〇
年
後
の
一
八
九

五
年
一
月
の
こ
と

で
す
。
す
で
に
日

清
戦
争
は
最
終
局

面

に

入

っ

て

お

り
、
日
本
の
勝
利
は
確
定
的
で
し
た
。

日
本
は
台
湾
を
領
有
す
る
た
め
に
既
成
事
実
と
し
て
澎

湖
諸
島
、
台
湾
へ
の
上
陸
・
占
領
作
戦
を
準
備
し
て
い
ま

し
た
。

そ
の
時
に
こ
れ
ら
の
島
に
日
本
の
国
標
を
建
て
る
と
い

う
決
定
を
出
す
の
で
す
。
そ
れ
は
も
は
や
清
国
の
警
戒
心

な
ど
気
に
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い

た
か
ら
で
す
。
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源
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
以
前
は
日
本
側
も
中
国
側
も
こ
の
島
の
存
在
を
す

っ
か
り
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
出

版
す
る
地
図
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
。

中
国
が
出
す
地
図
で
一
九
七
一
年
以
前
に
こ
の
島
を
自

国
の
領
土
で
あ
る
と
明
示
し
た
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

同
様
な
こ
と
は
日
本
の
文
部
省
検
定
済
み
地
図
帳
に
つ

い
て
も
言
え
ま
す
。

一
九
七
一
年
以
前
の
地
図
帳
に
は
何
も
載
っ
て
い
な
い

の
が
、
一
九
七
二
年
以
降
に
な
る
と
急
に
中
国
と
の
境
界

を
示
す
線
が
上
に
伸
ば
さ
れ
て
、
尖
閣
諸
島
と
い
う
名
称

が
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
互
い
に
領
有
権
問
題
が
発
生
し
て
か
ら
あ
わ
て
て
追

加
し
た
、
と
い
う
の
が
事
実
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
一
九
七
二
年
七
月
当
時
、
中
国
の
周

恩
来
総
理
は
日
中
国
交
回
復
の
た
め
訪
中
し
た
竹
入
公
明

党
委
員
長
に
、
こ
の
問
題
を
自
分
た
ち
は
知
ら
な
か
っ

た
、
竹
入
さ
ん
も
知
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
、
と
率
直
に

述
べ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
日
中
国
交
回
復
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
問
題
は
取
り

上
げ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
、
と
提
案
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
点
ま
で
に
す
で
に
中
国
も
日
本
も
そ
れ
ぞ
れ
領

有
権
を
公
式
に
表
明
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
周
恩
来

総
理
は
竹
入
委
員
長
に
こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
も
し
単
に
自
国
の
利
益
と
い
う
立
場
に

立
つ
だ
け
な
ら
ば
、
こ
ん
な
発
言
は
絶
対
に
あ
り
え
ま
せ

ん
。周

恩
来
総
理
と
竹
入
委
員
長
と
の
間
に
、
日
本
と
中
国

と
の
平
和
で
友
好
的
な
新
し
い
関
係
を
築
こ
う
と
い
う
共

通
の
理
解
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
率
直
な
話

し
合
い
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
で
現
在
の
日
中
間
の
首
脳
交
流
の
停
滞
ぶ
り
と

は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

同
様
な
こ
と
は
鄧
小
平
副
総
理
の
対
応
で
も
言
え
ま

す
。彼

は
一
九
七
八
年
十
月
の
日
中
平
和
友
好
条
約
調
印
の

時
に
来
日
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
棚
上
げ
論
を
展
開
し

ま
す
。

自
分
た
ち
の
世
代
は
知
恵
が
足
り
な
い
の
で
、
急
い
で

解
決
す
る
必
要
は
な
い
、
次
の
世
代
の
人
々
の
英
知
に
託

そ
う
、
と
い
う
主
旨
の
発
言
を
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
で
行
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
大
変
哲
理
を
含
ん
だ
発
言
で
あ
る
と
言
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え
ま
す
。

こ
の
島
の
領
有
権
に
つ
い
て
は
日
本
も
中
国
も
本
当
に

固
有
の
領
土
、
神
聖
な
領
土
と
主
張
す
る
に
は
い
ず
れ
も

十
分
な
根
拠
が
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

し
か
も
小
さ
な
無
人
島
で
す
。
石
油
が
出
る
か
ど
う

か
、
実
は
あ
ま
り
確
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

出
そ
う
だ
、
と
で
も
言
っ
て
お
か
な
い
と
人
々
の
関
心

が
集
ま
ら
な
い
か
ら
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。そ

の
よ
う
な
小
さ
な
問
題
で
日
本
と
中
国
が
諍
い
を
起

こ
す
こ
と
は
、
両
国
の
平
和
と
発
展
、
ひ
い
て
は
ア
ジ
ア

や
世
界
の
平
和
と
発
展
の
た
め
に
役
立
ち
ま
せ
ん
。

危
険
な
の
は
領
土
問
題
を
使
っ
て
狭
隘
な
民
族
主
義
を

煽
り
、
相
手
の
国
に
対
す
る
反
感
を
巻
き
起
こ
そ
う
と
す

る
勢
力
が
日
本
に
も
中
国
に
も
存
在
す
る
こ
と
で
す
。

今
回
の
動
き
を
見
て
い
て
も
そ
れ
は
明
白
で
す
。

か
つ
て
中
国
人
の
い
わ
ゆ
る
釣
魚
台
防
衛
運
動
と
い
う

も
の
は
、
主
に
香
港
や
台
湾
に
い
る
中
国
政
府
の
政
策
に

不
満
を
持
つ
勢
力
の
動
き
で
し
た
。

そ
れ
が
今
や
中
国
大
陸
に
も
伝
播
し
、
浙
江
省
か
ら
こ

の
島
へ
の
上
陸
を
目
指
す
船
が
出
航
す
る
事
態
に
な
っ
て

い
ま
す
。

中
国
の
マ
ス
コ
ミ
も
か
な
り
大
々
的
に
持
ち
上
げ
て
紹

介
し
て
お
り
、
下
手
を
す
る
と
中
国
人
の
反
日
感
情
を
煽

る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

幸
い
に
も
日
本
政
府
は
逮
捕
し
た
七
名
を
釈
放
し
ま
し

た
し
、
日
本
側
か
ら
上
陸
を
企
て
る
動
き
を
も
押
さ
え
て

い
ま
す
。

も
し
も
お
互
い
に
自
国
の
領
土
だ
、
と
主
張
し
て
上
陸

行
動
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
ら
、
日
本
と
中
国
と
の
関
係

に
大
変
良
く
な
い
結
果
を
招
き
ま
す
。

で
す
か
ら
お
互
い
に
こ
の
島
へ
の
上
陸
活
動
を
さ
せ
な

い
こ
と
、
こ
の
島
の
問
題
を
利
用
し
て
両
国
の
友
好
関
係

に
水
を
差
し
、
対
立
を
煽
る
動
き
に
は
、
日
本
で
あ
ろ
う

が
中
国
で
あ
ろ
う
が
反
対
す
る
こ
と
が
大
切
と
思
い
ま

す
。

中
国
を
知
る
た
め
の
方
法

こ
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
し
た
時
、
大
切
な
こ
と
は
自
国

で
一
般
に
流
布
し
て
い
る
観
点
を
絶
対
化
し
な
い
こ
と
で

す
。誤

解
し
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
は
、
私
は
中
国
の
観
点
が

正
し
い
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
、
と
主
張
し
て
い

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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相
手
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
主
張
に
も
耳
を
傾
け
、
総

合
的
に
判
断
し
、
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ

を
平
和
的
に
解
決
す
る
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

で
は
具
体
的
に
中
国
の
観
点
、
主
張
を
わ
れ
わ
れ
は
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
は
い
ろ
い
ろ
便
利
な
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
な

か
で
も
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
に
紹
介
し
た
い
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
活
用
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
国
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
盛
ん
に
な
っ
て

い
ま
す
。

中
国
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
大
半
が
中
国
語
で
す
が
、
日

本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

と
り
わ
け
新
聞
社
系
や
政
府
系
の
サ
イ
ト
に
そ
れ
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
に
そ
こ
に
ア
ク
セ
ス
し
て

い
た
だ
き
、
自
分
の
眼
で
中
国
の
主
張
と
い
う
も
の
に
接

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
れ
は
決
し
て
そ
れ
を
信
じ
ろ
と
か
、
同
調
し
ろ
、
と

い
う
意
味
で
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
大
切
な
こ
と
は
相
手
の
主

張
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
も
し
自
分
の
理
解
を
越
え
る
主

張
が
こ
そ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
何
故
な
の
だ

ろ
う
か
、
と
そ
の
原
因
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
え
る
こ
と

の
大
切
さ
を
訴
え
た
い
か
ら
で
す
。

以
下
に
そ
の
サ
イ
ト
のＵ

Ｒ
Ｌ

を
紹
介
し
て
お
き
ま
す

の
で
、
ご
自
身
で
試
し
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

人
民
網

日
本
語
版

h
t
t
p
:
/
/
f
p
j
.
p
e
o
p
l
e
d
a
i
l
y
.
c
o
m
.
c
n
/
h
o
m
e
.
h
t
m
l

人
民
日
報
社
系
列
の
人
民
網
日
本
語
版
は
十
九
九
八
年
十

二
月
か
ら
中
国
に
関
す
る
総
合
的
な
情
報
を
提
供
し
て
い

ま
す
。中

国
網

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
h
i
n
a
.
o
r
g
.
c
n
/
j
a
p
a
n
e
s
e
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m

国
務
院
新
聞
弁
公
室
が
管
轄
す
る
外
文
出
版
発
行
事
業
局

が
運
営
す
る
も
の
で
、
日
本
語
も
含
め
八
種
類
の
言
語
の

サ
イ
ト
が
あ
り
ま
す
。

人
民
中
国

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
e
o
p
l
e
c
h
i
n
a
.
c
o
m
.
c
n
/

中
国
を
紹
介
す
る
月
刊
雑
誌
『
人
民
中
国
』
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
す
。
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北
京
週
報

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
e
k
i
n
s
h
u
h
o
.
c
o
m
/

か
つ
て
は
中
国
か
ら
航
空
便
で
送
ら
れ
て
く
る
週
間
情

報
誌
と
し
て
有
名
だ
っ
た
『
北
京
週
報
』
は
現
在
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
み
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

中
国
国
際
放
送
局
日
本
語
放
送
（
北
京
放
送
）

h
t
t
p
:
/
/
j
p
.
c
h
i
n
a
b
r
o
a
d
c
a
s
t
.
c
n
/

北
京
放
送
日
本
語
版
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
す
。

こ
れ
ら
は
中
国
の
広
報
的
役
割
を
担
っ
た
サ
イ
ト
で

す
。日

本
以
上
に
中
国
語
以
外
の
言
語
で
の
広
報
活
動
に
熱

心
だ
、
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。

日
本
は
も
っ
と
海
外
の
人
々
に
、
日
本
語
以
外
の
言
語

を
使
用
し
て
い
る
人
々
に
日
本
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う

た
め
の
努
力
を
す
べ
き
で
、
多
様
な
言
語
で
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
展
開
と
い
う
も
の
を
実
践
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ

う
。
そ
の
点
で
は
中
国
の
積
極
姿
勢
に
学
ぶ
べ
き
と
思
い

ま
す
。

こ
の
他
に
、
北
京
や
上
海
に
い
る
日
本
人
が
開
設
し
て

い
る
サ
イ
ト
、
あ
る
い
は
日
本
に
い
る
中
国
人
が
開
設
し

て
い
る
サ
イ
ト
、
あ
る
い
は
日
本
人
と
中
国
人
が
共
同
運

営
し
て
い
る
サ
イ
ト
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
の
で
、
日

本
語
で
中
国
の
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
も
か
な
り
で
き
る

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
と
い
う
か
、
私
自
身
は
こ
の
よ
う
な
日
本
語
に
よ
る
中

国
情
報
の
サ
イ
ト
は
ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

今
回
み
な
さ
ん
に
紹
介
す
る
た
め
に
調
べ
て
、
こ
ん
な

に
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
か
、
と
驚
い
て
い
る
次
第
で
す
）

映
画
を
通
し
て

中
国
を
理
解
す
る

私
が
大
学
に
入
学
し
た
の
は
一
九
六
五
年
で
、
そ
の
頃
は

ま
だ
中
国
と
国
交
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
中
国
に
留
学
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
し
、
中
国
人
と
の
交
流
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
考

え
ら
れ
な
い
時
代
で
し
た
。

留
学
し
た
こ
と
の
な
い
私
が
ど
の
よ
う
に
し
て
中
国
語

を
学
ん
だ
か
と
い
い
ま
す
と
、
現
代
中
国
映
画
上
映
会
と

い
う
中
国
映
画
の
自
主
上
映
会
を
作
り
、
毎
月
一
回
中
国

の
映
画
を
上
映
す
る
活
動
を
す
る
こ
と
を
通
し
て
学
ん
だ

の
で
す
。

私
に
と
っ
て
字
幕
の
な
い
映
画
に
自
分
た
ち
で
字
幕
を

作
る
、
と
い
う
こ
と
が
最
高
の
学
習
方
法
で
し
た
。

い
ま
大
学
で
中
国
語
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
教
室
で
教
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え
る
中
国
語
よ
り
も
映
画
を
見
て
学
ぶ
中
国
語
の
ほ
う
が

生
き
た
中
国
語
を
習
得
で
き
ま
す
。

映
画
を
語
学
学
習
の
手
段
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
々

の
暮
ら
し
ぶ
り
や
生
き
方
・
考
え
方
な
ど
を
知
る
た
め
の

手
段
と
し
て
大
い
に
活
用
す
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
旅
行
者
と
し
て
中
国
を
旅
し
ま
す
が
、
そ

の
時
に
家
庭
訪
問
を
し
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

お
客
さ
ん
と
し
て
の
訪
問
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

し
か
し
映
画
を
通
し
て
知
る
世
界
は
、
た
と
え
そ
れ
が

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
内
面
の
世
界
を
展

開
し
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
す
の
で
、
と
て
も
貴

重
で
す
。
簡
単
な
話
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
家
を
訪
問
し
て

も
、
夫
婦
喧
嘩
の
現
場
を
知
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
す

が
、
映
画
な
ら
そ
の
よ
う
な
場
面
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
か

な
り
あ
り
ま
す
。

た
ま
た
ま
入
手
し
た
チ
ラ
シ
で
す
が
、
今
年
の
五
月
一

日
か
ら
神
田
神
保
町
の
岩
波
ホ
ー
ル
で
「
上
海
家
族
」
と

い
う
映
画
が
上
映
さ
れ
ま
す
。

私
は
ま
だ
こ
の
映
画
を
見
て
い
ま
せ
ん
が
、
ぜ
ひ
見
に

行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
も
ぜ
ひ
映
画
を
中
国
理
解
の
一
つ
の
手
段
と

し
て
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
と
中
国
と
の
関
係
は
政
治
的
に
は
い
ろ
い
ろ
摩
擦

が
発
生
し
て
い
ま
す
が
、
経
済
の
面
を
見
ま
す
と
相
互
依

存
関
係
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
中
国
と
の
関
係
と
い
う
と
、
日
本
人
の
旅

行
、
日
本
の
製
品
が
中
国
市
場
に
広
ま
る
こ
と
、
企
業
が

中
国
に
進
出
す
る
こ
と
と
い
っ
た
、
日
本
、
日
本
人
が
中

国
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
中
心
で
し
た
。

し
か
し
今
後
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
い
っ
そ
う
強
ま
り

拡
大
す
る
と
と
も
に
、
中
国
の
製
品
だ
け
で
な
く
、
中
国

の
企
業
が
日
本
で
活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
や
中
国
人

旅
行
客
が
日
本
に
大
勢
や
っ
て
く
る
時
代
に
な
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

い
わ
ば
相
互
浸
透
の
時
代
で
す
。
ま
す
ま
す
お
互
い
に

相
手
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
相
互
理
解
が
い
っ
そ
う
大
切
に
な
り
ま
す
。

そ
の
意
味
で
も
架
け
橋
の
役
割
を
果
た
す
留
学
生
の
存
在

は
重
要
で
す
。

今
後
と
も
引
き
続
き
留
学
生
へ
の
支
援
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
て
、
簡
単
で
す
が
私
の
報
告
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
誰
に
で
も
あ
り
得

ま
す
。

ま
た
、
今
ま
で
は
不
都
合
な
く
本
を
読
む
こ
と
が
出
来

て
い
た
の
に
、
高
齢
に
な
っ
て
活
字
の
小
さ
な
本
を
読
め

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

か
つ
て
、
あ
る
理
髪
店
の
団
体
が
自
分
た
ち
の
休
日
で

あ
る
月
曜
日
が
図
書
館
の
休
館
日
と
重
な
っ
て
利
用
で
き

な
い
の
で
月
曜
日
も
開
館
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
望
を
某

図
書
館
に
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
休
館
日
や
開
館

時
間
の
関
係
で
利
用
が
出
来
な
い
と
い
う
方
も
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
図
書
館
や
資
料
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
際

生
じ
る
障
害
は
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
人
に
帰
せ
ら
れ
る

障
害
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
利
用
者
に
適
切
な
サ
ー
ビ
ス

や
資
料
を
提
供
で
き
て
い
な
い
と
い
う
「
図
書
館
側
の
障

害
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
観
点
か
ら
見
た
「
図
書
館
利
用
の
障
害
」
は
、
大
き

く
以
下
の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
、
物
理
的
・
制
度
的
な
障
害

先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
病
院
に
入
院
し
て
し
ま
っ

た
り
、
施
設
に
入
所
し
て
い
た
り
、
身
体
的
な
状
況
か
ら

 

知
的
障
害
の
方
へ
の

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
（
二
）

障
害
者
サ
ー
ビ
ス
の

考
え
方

そ
の
一

公
立
図
書
館
の
障
害
者
サ
ー
ビ
ス

は
、
当
初
、
心
身
障
害
者
へ
の
サ
ー

ビ
ス
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

し
か
し
、
現
在
で
は
「
図
書
館
利

用
に
障
害
の
あ
る
人
へ
の
サ
ー
ビ

ス
」
と
い
う
、
い
さ
さ
か
長
い
名
称

で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。

つ
ま
り
、
図
書
館
や
資
料
を
利
用
す
る
時
に
何
ら
か
の

障
害
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
障
害
を
い
か
に
取
り
除
く
か

と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
の
で
す
。

心
身
障
害
者
で
あ
っ
て
も
、
一
般
の
人
と
何
ら
変
わ
り

な
く
図
書
館
を
利
用
で
き
る
人
も
い
れ
ば
、
一
般
の
人
で

も
病
院
に
入
院
し
て
し
ま
っ
た
り
、
骨
折
な
ど
で
図
書
館

点字から識字までの距離（４２）

山内 薫（墨田区立緑図書館）
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外
出
が
困
難
で
あ
っ
た
り
す
る
人
を

は
じ
め
、
開
館
日
や
開
館
時
間
の
関

係
で
利
用
が
困
難
な
人
も
い
ま
す
。

こ
う
し
た
人
に
対
し
て
は
郵
送
貸

出
や
自
宅
配
本
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し

て
い
る
図
書
館
が
あ
り
ま
す
。

知
的
障
害
の
方
の
場
合
に
は
心
理
的
な
抵
抗
も
あ
る
よ

う
で
す
し
、
図
書
館
の
資
料
に
馴
染
み
が
な
い
と
い
う
こ

と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

先
日
墨
田
さ
ん
さ
ん
プ
ラ
ザ
と
い
う
知
的
障
害
者
の
授

産
施
設
を
見
学
に
行
き
ま
し
た
。

そ
こ
は
、
道
路
を
隔
て
た
前
が
公
園
で
、
そ
こ
に
図
書

館
が
あ
る
の
で
す
が
、
昼
休
み
に
公
園
で
過
ご
す
人
が
多

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
図
書
館
を
利
用
し
て
い
る
人

は
い
な
い
よ
う
で
し
た
。

や
は
り
敷
居
が
高
い
と
か
馴
染
め
な
い
も
の
が
あ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
図
書
館
利
用
の
障
害
に
対
し

て
も
図
書
館
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
欠
か
せ
な
い
で
し

ょ
う
。

制
度
的
な
障
害
と
い
う
の
は
、
利
用
規
則
そ
の
も
の
が

入
館
を
拒
否
し
て
い
た
り
、
利
用
を
制
限
し
て
い
た
り
す

る
場
合
で
す
。

二
〇
〇
〇
年
の
八
月
に
「
欠
格
条
項
を
な
く
す
会
」
と

い
う
団
体
が
東
京
近
辺
の
図
書
館
の
利
用
規
則
を
調
査
し

た
と
こ
ろ
「
精
神
病
」
「
精
神
病
者
」
「
精
神
的
欠
陥
」

な
ど
を
理
由
に
入
館
制
限
を
し
て
い
る
公
立
図
書
館
が
都

内
に
三
館
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

同
会
が
申
し
入
れ
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
内
の
二
館
は

図
書
館
利
用
規
則
の
該
当
部
分
を
削
除
し
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
精
神
病
の
方
が
利
用
規
則
に
よ
く
あ
る
酩
酊
者
な

ど
と
一
緒
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
例
で
す
。

ま
た
点
字
図
書
館
で
製
作
さ
れ
た
録

音
図
書
は
著
作
権
法
上
視
覚
障
害
者
に

し
か
利
用
が
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
寝
た
き
り
の
人
や
本
を
持
つ
こ
と

の
出
来
な
い
人
な
ど
は
、
事
実
上
点
字

図
書
館
の
テ
ー
プ
を
利
用
で
き
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
日
本
郵
政
公
社
の
内
国
郵
便
約
款
で
は
、
盲
人
用

郵
便
物
は
無
料
の
取
り
扱
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
も
盲
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
で
設
置
さ

れ
、
認
可
を
受
け
た
施
設
だ
け
が
無
料
扱
い
に
な
り
ま

す
。従

っ
て
、
視
覚
障
害
者
以
外
の
録
音
図
書
を
必
要
と
し
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て
い
る
読
書
障
害
者
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
法

的
、
制
度
的
な
障
害
も
図
書
館
利
用
の
障
害
と
捉
え
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。

二
、
情
報
摂
取
あ
る
い
は
資
料
を
そ
の
ま
ま

で
は
利
用
で
き
な
い
と
い
う
障
害

資
料
を
そ
の
ま
ま
で
は
利
用
で
き
な
い
人
に
対
し
て
は
、

そ
の
資
料
を
そ
の
人
が
利
用
で
き
る
形
態
に
変
換
し
て
提
供

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

も
と
も
と
、
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
は
視
覚
障
害
の
方
へ
の
サ

ー
ビ
ス
が
中
心
で
し
た
か
ら
、
本
を
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
吹

き
込
ん
だ
録
音
図
書
、
点
字
図
書
、
拡
大
写
本
な
ど
の
資
料

が
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
用
資
料
と
し
て
作
成
さ
れ
て
き
ま
し

た
。し

か
し
、
録
音
図
書
な
ど
は
視
覚
障
害
以
外
の
様
々
な
読

書
障
害
者
に
も
利
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

墨
田
区
の
図
書
館
な
ど
で
も
視
覚
障
害
者
以

外
の
方
の
録
音
図
書
の
利
用
が
随
分
あ
り
ま

す
。

 

脳
性
ま
ひ
の
た
め
に
就
学
を
免
除
さ
れ
、
文
字
を
習
わ

な
か
っ
た
た
め
に
、
仮
名
だ
け
は
独
学
で
読
め
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
の
漢
字
が
読
め
な
い
の
で
、
子
ど
も
の
本
し

か
読
め
な
い
と
い
う
人
、
手
足
が
不
自
由
で
座
る
こ
と
も

独
力
で
は
困
難
な
た
め
に
物
理
的
に
本
を
読
む
こ
と
が
出

来
な
い
方
、
寝
た
き
り
の
お
年
寄
り
等
々
何
人
も
の
方
が

録
音
図
書
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

こ
の
連
載
の
（
一
五
）
や
（
三
二
）
（
三
三
）
で
ご
紹

介
し
た
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
（
学
習
障
害
の
一
つ
で
読
み
書

き
障
害
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
）
の
人
に
と
っ
て
、
音
声

資
料
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
に
あ
る
非
営
利
団
体
のＲ

Ｆ
Ｂ
＆
Ｄ

（
レ
コ

ー
デ
ィ
ン
グ
・
フ
ォ
ー
・
ザ
・
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ア
ン
ド
・

デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ッ
ク
）
と
い
う
一
九
五
〇
年
に
設
立
さ
れ

た
施
設
は
、
も
と
も
と
視
覚
障
害
の
学
生
を
支
援
す
る
団

体
で
し
た
が
、
次
第
に
視
覚
障
害
の
利
用
者
よ
り
も
デ
ィ

ス
レ
ク
シ
ア
の
利
用
者
の
ほ
う
が
多
く
な
り
、
一
九
九
五

年
に
は
名
称
に
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ッ
ク
を
加
え
ま
し
た
。

二
〇
〇
〇
年
現
在
利
用
者
の
七
〇
％
が
デ
ィ
ス
レ
ク
シ

ア
だ
そ
う
で
す
。

ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
で
は
既
に
一
九
七
〇
年
代

か
ら
視
覚
障
害
者
以
外
の
録
音
図
書
利
用
者
に
つ
い
て
の



レ
ポ
ー
ト
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

そ
の
利
用
者
は
精
神
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
行
動
障

害
者
、
長
期
療
養
者
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

録
音
図
書
も
ゆ
っ
く
り
読
む
、
本
と
一
緒
に
併
用
す
る

な
ど
様
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
読
む
こ
と
に
障
害
を
持
っ
て
い
る
様
々
な
人

に
対
し
て
、
図
書
館
は
そ
の
人
が
読
め
る
形
態
に
資
料
を

変
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
う
二
〇
年
以
上
前
に
な
り
ま
す
が
、
川
崎
市
の
盲
人

図
書
館
を
見
学
に
行
っ
た
時
に
、
と
て
も
衝
撃
的
な
場
面

に
遭
遇
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
弱
視
の
職
員
が
全
盲
の
職
員
に

「
点
字
毎
日
」
の
対
面
朗
読
を
受
け
て
い
る
と

い
う
場
面
で
し
た
。

対
面
朗
読
は
目
の
見
え
る
者
が
目
の
不
自
由

な
人
に
対
し
て
そ
の
場
で
読
む
も
の
と
い
う
観
念
し
か
な

か
っ
た
私
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
な
場
面

で
し
た
。

当
時
の
「
点
字
毎
日
」
は
点
字
版
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、

今
の
よ
う
に
フ
ロ
ッ
ピ
ー
版
や
墨
字
版
が
発
行
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
「
点
字
毎
日
」
の
記
事
を
読
む
た

め
に
は
点
字
が
読
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
点
字
の
読
め
な
い
人
は
点
字
資
料
を
利
用

す
る
上
で
の
障
害
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

か
つ
て
、
点
字
の
手
紙
を
貰
っ
た
け
れ
ど
も
点
字
が
読

め
な
い
の
で
何
と
書
い
て
あ
る
の
か
読
ん
で
欲
し
い
と
一

般
の
利
用
者
が
図
書
館
に
来
館
し
た
ケ
ー
ス
が
何
度
か
あ

り
ま
す
。

で
す
か
ら
こ
の
資
料
利
用
上
の
障
害
も
障
害
者
や
高
齢

者
へ
の
一
方
向
の
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
係
わ

る
双
方
向
的
な
障
害
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ま
し
て
こ
れ
が
漢
点
字
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
状

で
は
ほ
と
ん
ど
の
図
書
館
が
お
手
上
げ
状
態
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
こ
れ
か
ら
の
公
立
図
書
館
で
は
図
書
館
資
料
に

限
ら
ず
、
様
々
な
情
報
摂
取
の
障
害
に
対
応
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

私
も
何
人
か
の
一
人
暮
ら
し
の
視
覚
障
害

者
宅
へ
宅
配
に
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
際

郵
便
物
を
確
認
し
て
、
そ
の
中
味
を
読
ん
だ

り
、
電
気
、
水
道
、
ガ
ス
な
ど
の
領
収
書
を

読
ん
だ
り
、
新
し
く
購
入
し
た
機
器
の
取
扱

説
明
書
を
読
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
数
多
く
あ
り
ま

す
。こ

う
し
た
日
常
生
活
情
報
を
摂
取
す
る
こ
と
に
障
害
の
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あ
る
方
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
も

地
域
の
公
立
図
書
館
の
大
き
な
役
割
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

「ふれあいセンター」でドングリころころの歌を唄い

ながら同名の紙芝居を上演しているところ。

主
要
症
状
に
対
す
る

理
療
施
（
二
）

小
池
上

惇

二

頚
腕
症
候
群

（
一
）

頚
腕
症
候
群
の
概
要

頚
腕
症
候
群
と
は
、
腕
神
経
叢
・
自
律
神
経
・
鎖
骨
下
動

静
脈
な
ど
の
刺
激
に
よ
る
頚
・
肩
・
腕
の
痛
み
を
主
体
と

し
、
指
な
ど
の
痺
れ
感
・
知
覚
鈍
麻
・
運
動
障
害
や
自
律
神

経
障
害
な
ど
を
起
こ
す
病
状
を
総
称
し
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
大
き
く
次
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ア

頚
椎
症
（
変
形
性
頚
椎
症
・
頚
椎
椎
間
板
ヘ
ル
ニ

ア
）

頚
神
経
の
神
経
根
が
圧
迫
さ
れ
て
起
こ
る
も
の
。

イ

胸
郭
出
口
症
候
群
（
斜
角
筋
症
候
群
・
頚
肋
症
候

群
な
ど
。
）

腕
神
経
叢
や
鎖
骨
下
動
静
脈
な
ど
が
圧
迫
さ
れ
て

起
こ
る
も
の
。
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（
二
）

東
洋
医
学
的
な
見
方

東
洋
医
学
で
は
、
肩
か
ら
腕
の
痛
み
を
痺
症
と
言
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
風
・
寒
・
熱
な
ど
の
作
用
に
よ
り
気
血
の

流
れ
が
乱
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
原
因
と
な
る
外
因
に

よ
っ
て
、
風
痺
・
熱
痺
・
寒
痺
な
ど
と
呼
ば
れ
ま
す
。

ま
た
、
痛
む
部
位
と
経
絡
と
の
関
係
も
考
慮
し
、
臓
腑

の
病
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
三
）

注
意
を
要
す
る
も
の

上
肢
の
痛
み
を
訴
え
る
場
合
で
も
次
の
よ
う
な
症
状
が

現
れ
た
場
合
は
重
症
疾
患
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
直
ち
に

医
師
の
診
察
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ア

前
胸
部
の
痛
み
や
胸
の
重
苦
し
さ
が
あ
り
、
痛

み
が
左
上
肢
に
放
散
す
る
も
の
…
狭
心
症
や
心

筋
梗
塞

イ

夜
寝
て
い
る
と
き
で
も
痛
み
、
そ
の
痛
み
が
次

第
に
強
く
な
る
場
合
…
悪
性
腫
瘍

（
四
）

頚
腕
症
候
群
の
検
査

 

ア

頚
椎
症
の
検
査

ス
パ
ー
リ
ン
グ
テ
ス
ト
…
頭
を
痛
む
側
に
曲
げ
、
検
者

は
頭
の
上
か
ら
圧
迫
す
る
検
査
。
こ
の
検
査
で
頭
を
曲

げ
た
側
の
頚
・
肩
・
腕
に
痛
み
が
起
こ
っ
た
り
増
し
た

り
す
る
場
合
を
陽
性
と
し
ま
す
。

ジ
ャ
ク
ソ
ン
テ
ス
ト
…
頭
を
で
き
る
だ
け
そ
ら
し
、
上

か
ら
頭
に
圧
を
加
え
る
テ
ス
ト
。
こ
れ
に
よ
っ
て
痛
み

を
訴
え
る
側
の
痛
み
が
増
せ
ば
陽
性
と
し
ま
す
。

イ
ー
ト
ン
テ
ス
ト
…
頭
部
を
痛
む
側
と
反
対
側
に
傾
け

検
者
は
痛
む
方
の
手
を
下
に
引
く
。
こ
の
と
き
痛
み
が

増
せ
ば
陽
性
と
し
ま
す
。

イ

胸
郭
出
口
症
候
群
の
検
査

ア
レ
ン
テ
ス
ト
…
腕
を
水
平
に
横
に
あ
げ
、
肘
を
直
角

に
曲
げ
て
前
腕
を
垂
直
に
立
て
橈
骨
動
脈
を
触
診
し
ま

す
。
続
い
て
頭
を
検
査
側
と
反
対
に
向
け
、
橈
骨
動
脈

の
拍
動
が
弱
く
な
る
か
消
え
れ
ば
陽
性
と
し
ま
す
。

ア
ド
ソ
ン
テ
ス
ト
…
患
者
を
椅
子
に
腰
掛
け
さ
せ
、
両

手
を
自
分
の
腿
の
上
に
置
く
。
両
側
の
橈
骨
動
脈
の
拍

動
を
触
知
す
る
。
次
に
で
き
る
だ
け
患
者
の
頭
を
後
ろ

に
そ
ら
せ
左
右
い
ず
れ
か
に
向
け
、
橈
骨
動
脈
の
拍
動
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を
触
知
す
る
。
拍
動
が
弱
く
な
る

か
消
え
た
側
を
陽
性
と
し
ま
す
。

ラ
イ
ト
テ
ス
ト
…
患
者
を
椅
子
に

座
ら
せ
検
者
は
患
者
の
後
方
に
立

つ
。
片
腕
の
橈
骨
動
脈
を
触
診
し

な
が
ら
患
者
の
上
腕
を
上
に
挙
げ
さ
せ
る
。
こ
の
と
き

症
状
の
再
現
や
動
脈
の
拍
動
が
減
弱
ま
た
は
消
失
し
た
場

合
を
陽
性
と
し
ま
す
。

エ
デ
ン
テ
ス
ト
…
患
者
に
胸
を
張
ら
せ
肩
を
後
下
方
に

引
か
せ
る
。
検
者
は
橈
骨
動
脈
を
触
知
し
、
そ
の
動
作

で
橈
骨
動
脈
の
拍
動
の
減
弱
ま
た
は
消
失
あ
る
い
は
症

状
の
誘
発
や
増
強
を
認
め
た
場
合
陽
性
と
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
は
一
般
の
人
に
と
っ
て
は
難
し
い

の
で
す
が
、
お
お
よ
そ
の
目
安
と
し
て
、
頚
を
後
屈
し
た

と
き
に
痛
み
が
増
す
場
合
は
頚
椎
症
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
や

鞄
な
ど
を
下
げ
た
と
き
に
痛
み
が
増
す
が
肋
鎖
症
候
群
、

吊
革
に
つ
か
ま
っ
た
と
き
な
ど
手
を
挙
げ
た
と
き
に
痛
み

が
増
す
の
が
過
外
転
症
候
群
、
何
と
な
く
手
が
重
だ
る
く

頚
を
曲
げ
た
と
き
に

痛
み
が
強
く
な
る
よ
う
な
場
合
は

斜
角
筋
症
候
群
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
五
）

上
歯
痛
の
治
療

頚
腕
症
候
群
と
神
経
痛
を
含
め
た
上
肢
痛
の
治
療
に
つ

 

い
て
書
き
ま
す
。

肩
こ
り
に
対
す
る
治
療
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
障
害
の
あ
る

神
経
根
周
囲
の
血
流
改
善
を
促
し
、
炎
症
や
圧
迫
に
よ
る
神
経

根
の
機
能
を
回
復
さ
せ
、
神
経
に
沿
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
反
応
点

に
施
術
し
て
痛
み
の
あ
る
部
位
の
鎮
痛
を
図
り
ま
す
。

頚
椎
症
で
は
頚
椎
両
側
の
圧
迫
を
中
心
に
、
肩
背
部
の
マ
ッ

サ
ー
ジ
を
行
い
ま
す
。

胸
郭
出
口
症
候
群
の
う
ち
の
斜
角
筋
症
候
群
で
は
前
頚
部
か

ら
鎖
骨
上
窩
を
中
心
に
施
術
し
、
鎖
骨
上
顆
の
中
央
に
あ
る
缺

盆
の
圧
迫
を
行
い
ま
す
。

肋
鎖
症
候
群
で
は
鎖
骨
下
部
を
重
点
に
施
術
し
、
鎖
骨
下
部

の
中
央
に
あ
る
気
戸
と
い
う
ツ
ボ
を
圧
迫
し
ま
す
。

ま
た
、
過
外
転
症
候
群
で
は
前
胸
部
の
外
側
上
部
を
中
心
に

施
術
し
中
府
と
い
う
ツ
ボ
を
圧
迫
し
ま
す
。

上
肢
の
神
経
痛
に
は
橈
骨
神
経
痛
・
正
中
神
経
痛
・
尺
骨
神

経
痛
が
あ
り
ま
す
。

橈
骨
神
経
痛
で
は
曲
池
・
合
谷
、
正
中
神
経
痛
で
は
げ
き
門

・
大
陵
、
尺
骨
神
経
痛
で
は
小
海
に
圧
迫
法
を
行
い
ま
す
が
、

ど
の
神
経
痛
に
対
し
て
も
上
肢
は
も
ち
ろ
ん
頚
肩
部
に
も
マ
ッ

サ
ー
ジ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
症
状
の
改
善
が
見
ら
れ
ま
す
。

マ
ッ
サ
ー
ジ
に
併
用
し
て
温
熱
療
法
を
行
え
ば
更
に
効
果
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

上
肢
の
神
経
痛
に
用
い
ら
れ
る
経
穴
の
部
位
は
次
の
通
り
で
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 す
。

曲
池
…
肘
関
節
の
外
側
部

合
谷
…
第
一
・
第
二
中
手
骨
の
間

げ
き
門
…
前
腕
前
面
の
中
央

大
陵
…
手
関
節
前
面
の
中
央

小
海
…
肘
関
節
の
後
面
内
側

次
回
は
腰
痛
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

漢
点
字
体
系
に
使
用
す
る

記
号
に
つ
い
て

平
瀬

徹

一
昨
年
十
二
月
よ
り
、
日
本
漢
点
字
協
会
で
は
、
漢
点

字
体
系
で
用
い
る
非
漢
字
の
統
一
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

本
年
七
月
四
日
の
第
八
回
記
号
検
討
委
員
会
か
ら
は
、

 

 

 

本
会
の
岡
田
代
表
に
も
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

「
う
か
」
第
四
十
四
号
で
岡
田
代
表
が
本
会
の
漢
点
字
訳
の

基
準
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
委
員
会
に
参
加
し

て
私
が
受
け
て
い
る
感
触
を
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
漢
点
字
で
も
か
な
点
字
で
も
、
触
読
に
馴
れ
た
者
に

と
っ
て
は
、
記
号
は
で
き
る
だ
け
少
な
い
ほ
う
が
い
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
盲
学
校
小
学
部
に
入
学
し
た
と
き
の
国
語
の
教
科
書
に

は
、
句
読
点
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
年
生
に
な
っ
た
と
き
の
教
科
書
か
ら
、
句

点
が
採
用
さ
れ
た
の
で
す
が
、
一
年
生
の
と
き

の
「
夏
の
生
活
」
と
い
う
宿
題
用
の
教
材
に
句

点
が
使
用
さ
れ
て
い
て
「
こ
の
記
号
、
何
だ
ろ
う
？
」
と
悩
ん

だ
こ
と
を
今
も
覚
え
て
い
ま
す
。

確
か
に
読
点
が
な
く
て
も
、
必
要
な
所
だ
け
二
マ
ス
空
け
れ

ば
十
分
意
味
は
通
じ
、
そ
れ
も
か
な
点
字
の
文
化
だ
と
思
い
ま

す
。し

か
し
、
そ
れ
は
視
覚
障
害
者
が
自
分
で
文
章
を
書
く
と
き

の
こ
と
で
、
点
訳
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
作
者
の
意
図
を
正

し
く
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
か
ら
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま

す
。



今
も
「
点
字
毎
日
」
に
は
句
点
は
使
用
さ
れ
て
い
て
も
読
点

は
使
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
読
点
を
使
用
す
る
と
、

売
れ
行
き
に
響
く
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

漢
点
字
の
記
号
も
、
創
案
当
初
は
句
点
は
使
用
さ
れ
て
お
ら

ず
、
読
点
は
マ
ス
空
け
で
代
用
し
て
い
ま
し
た
。

記
号
検
討
委
員
の
中
に
は
、
川
上
先
生
か
ら
直
接
漢
点
字
を

学
ば
れ
た
方
が
多
い
た
め
、
ル
ビ
に
七
の
点
を
用
い
る
こ
と
に

抵
抗
を
感
じ
る
方
が
多
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
中
途
失
明
後
間
も
な
い
触
読
が
遅
い
方
々
に
と
っ
て

は
、
記
号
が
少
な
い
と
ど
こ
ま
で
読
ん
だ
か
分
か
ら
な
く
な
る

こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

漢
点
字
に
よ
っ
て
文
字
文
化
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
漢

字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
そ
し
て
記
号
に
よ
る
リ
ズ
ム
が

大
切
な
の
で
す
。

児
童
書
に
は
総
ル
ビ
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

委
員
会
で
は
「
ル
ビ
は
短
い
か
ら
、
開
き
と
閉
じ
の
区
別
も

な
い
二
・
三
・
五
・
六
の
点
で
囲
め
ば
よ
い
。

盲
教
育
に
は
特
別
に
配
慮
し
た
資
料
を
作
成
す
れ
ば
よ
い
。

せ
っ
か
く
二
・
三
・
五
・
六
の
点
が
余
っ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
こ
れ
を
使
わ
な
い
の
は
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
声
が
大

き
い
の
で
す
。

カ
タ
カ
ナ
終
わ
り
の
二
・
三
の
点
と
読
点
の
五
・
六
の
点
が

続
く
と
違
和
感
が
あ
る
の
で
、
カ
タ
カ
ナ
符
は
読
点
の
前
ま

で
有
効
に
し
て
は
と
い
う
意
見
が
出
ま
し
た
。

括
弧
の
外
で
始
ま
っ
た
カ
タ
カ
ナ
が
括
弧
の
中
で
終
わ
っ

て
も
有
効
に
す
れ
ば
と
い
う
声
も
あ
り
ま
し
た
。

私
は
、
カ
タ
カ
ナ
符
は
中
点
は
超
え
て
も
い
い
け
れ
ど
、

読
点
や
括
弧
開
き
を
超
え
る
の
は
か
な
り
乱
暴
だ
と
思
い
ま

す
。…

と
こ
こ
ま
で
が
岡
田
代
表
も
出
席
し
て
下
さ
っ
た
七
月

四
日
の
委
員
会
で
の
話
で
し
た
。

七
月
十
九
日
に
は
、
記
号
検
討
委
員
会
の
後
、
評
議
員
会

も
行
わ
れ
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
ご
出
席
の
方
か
ら
も
ご

意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

委
員
会
で
は
、
カ
タ
カ
ナ
始
ま
り
の
記
号
を
終
わ
り
と
区

別
し
て
二
・
三
・
五
の
点
に
し
て
は
と
提
案
し
て
い
ま
す

が
、
「
パ
ソ
コ
ン
」
と
い
う
場
合
、
二
・
三
の
点
で
は

「
パ
」
の
六
の
点
と
の
間
に
一
マ
ス
空
い
て
し
ま
う
の
で
、

二
・
三
・
五
の
点
の
ほ
う
が
触
読
し
や
す
い
と
い
う
ご
意
見

で
し
た
。

カ
タ
カ
ナ
符
に
つ
い
て
は
、
数
符
や
外
字

符
の
よ
う
に
フ
ラ
グ
を
立
て
る
よ
う
に
し
、

漢
字
や
数
字
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
来
た
と

き
は
カ
タ
カ
ナ
終
わ
り
の
符
号
が
な
く
て
も
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効
力
を
喪
失
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
と
い
う
意
見
が

出
ま
し
た
。

羽
化
の
会
で
も
最
初
使
用
し
て
い
た
「
お
し
ゃ
べ
り
ワ
ー
プ

ロ
は
っ
て
ん
か
」
で
は
、
漢
字
が
く
る
と
そ
の
後
は
必
ず
ひ
ら

が
な
に
な
り
ま
し
た
。

か
な
点
字
体
系
で
も
、
数
字
の
後
に
ア
行
か
ラ
行
が
く
る
と

き
は
つ
な
ぎ
符
が
必
要
で
す
が
、
そ
の
他
の
か
な
の
場
合
は
と

く
に
符
号
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
後
も
、
助
詞
が
く
る
と
き
は
マ
ス
空

け
、
そ
の
他
は
つ
な
ぎ
符
で
す
。

こ
れ
と
同
様
、
漢
点
字
で
も
カ
タ
カ
ナ
か
ら
ひ
ら
が
な
に
変

わ
る
と
き
だ
け
終
わ
り
を
表
す
符
号
が
必
要
、
読
点
と
中
点
は

超
え
て
も
カ
タ
カ
ナ
の
効
力
は
続
く
と
い
う
よ
う
に
す
れ
ば
、

日
本
語
の
リ
ズ
ム
も
維
持
で
き
る
の
で
は
と
い
う
意
見
で
す
。

カ
タ
カ
ナ
終
わ
り
符
号
が
空
く
と
、
そ
れ
を
ル
ビ
の
終
わ
り

に
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
総
ル
ビ
の
児
童
書
も
違
和
感
な
く
読

め
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

 

 

酔
夢
亭
読
書
日
記

第
五
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
二

酔
夢
亭
は
自
由
と
独
立
を
求
め
て
や
ま
な
い
人
間
で
あ
る

が
、
現
実
に
自
由
と
独
立
を
獲
得
し
て
い
る
か
否
か
と
は
又

別
の
問
題
で
あ
る
。

求
め
よ
、
さ
ら
ば
与
え
ら
れ
ん
、
ド
リ
ー
ム
ズ
カ
ム
ト
ゥ

ル
ー
、
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
明
る
く
生
き
て
い
く
の
が
精
神

衛
生
上
に
も
、
老
年
性
鬱
を
避
け
る
た
め
に
も
よ
ろ
し
い
の

で
は
な
い
か
と
ハ
カ
ナ
ク
自
己
慰
安
し
て
る
わ
け
だ
。

そ
の
昔
、
自
己
満
足
と
い
う
も
の
を
忌
み
嫌
っ
て
い
た
酔

夢
亭
も
随
分
変
っ
た
も
の
で
あ
る
。

歳
月
は
人
間
を
変
え
る
。

ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ー
ン
は
苔
む
さ
な
い
と
い
う
が
、
角
が

取
れ
す
ぎ
て
つ
る
つ
る
す
べ
す
べ
に
な
り
す
ぎ
て
し
ま
う
の

も
如
何
な
も
の
か
、
と
思
わ
な
い
で
も
な
い
。

さ
て
、
人
が
こ
の
世
に
誕
生
す
る
と
法
的
に
は
皆
平
等
で

あ
る
。
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「
私
権
の
享
有
は
、
出
生
に
始
ま
る
。
」
（
民
法
一
条
の

三
）
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
死
亡
と
共
に
私
権
も
終
了
す
る
。

こ
の
私
権
が
あ
る
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
契
約
を
結
ん
だ
り
で
き

る
わ
け
で
、
そ
の
か
わ
り
い
っ
た
ん
契
約
を
結
ぶ
と
そ
の
契
約

内
容
に
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
。

金
銭
消
費
貸
借
契
約
も
そ
う
で
あ
る
。

お
金
を
借
り
る
と
い
う
こ
と
は
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と

だ
。
借
り
た
お
金
は
自
由
に
使
え
る
。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
使
お
う
が
、
馴
染
み
の
ス

ナ
ッ
ク
に
入
れ
込
も
う
が
、
ブ
ラ
ン
ド
漁
り

し
よ
う
が
ご
随
意
で
あ
る
。

借
り
た
元
本
と
そ
の
期
間
の
利
息
を
返
済

期
日
通
り
に
返
済
す
れ
ば
な
ん
の
問
題
も
起

こ
ら
な
い
。

私
権
を
享
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
権
利
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
反
面
、
義
務
を
も
負
う
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
契
約
社
会
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
金
銭

債
務
に
つ
い
て
は
と
も
す
れ
ば
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
を
忘
れ

て
し
ま
う
か
ら
不
思
議
だ
。

金
銭
に
つ
い
て
、
貸
す
側
の
心
理
、
借
り
る
側
の
心
理
な
ど

を
研
究
し
て
み
る
の
も
面
白
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
回
は
立

ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

 

と
も
か
く
、
も
ら
っ
た
わ
け
で
も
な
い
限
り
、
借
り
た
お

金
は
で
き
れ
ば
返
し
た
方
が
良
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
常
識
で
あ
る
。

た
だ
し
、
条
件
が
あ
る
。
借
り
た
元
本
＋
利
息
制
限
法
の

利
息
以
内
で
返
し
た
方
が
良
い
、
と
い
う
条
件
で
あ
る
。

利
息
制
限
法
第
一
条
①

金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借

上
の
利
息
の
契
約
は
、
そ
の
利
息
が
左
の
利
率
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
を
こ
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
部
分
に
つ
き
無
効

と
す
る
。

元
本
が
十
万
円
未
満
の
場
合

年
二
割

元
本
が
十
万
円
以
上
百
万
円
未
満
の
場
合

年
一
割
八
分

元
本
が
百
万
円
以
上
の
場
合

年
一
割
五
分

法
律
が
は
っ
き
り
無
効
で
あ
る
、
と
定
め
て
い
る
の
で
、

こ
え
た
部
分
の
利
息
は
払
う
必
要
が
無
い
ど
こ
ろ
か
払
い
す

ぎ
て
い
る
場
合
は
、
過
払
い
金
と
し
て
返
還
し
て
も
ら
う
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
消
費
者
金
融
会
社
が
利
息
制
限
法
違
反
の
利

息
で
堂
々
と
し
か
も
派
手
に
テ
レ
ビ
で
Ｃ
Ｍ
を
流
し
続
け
て

い
る
の
は
皆
様
ご
承
知
の
通
り
で
あ
る
。

チ
ワ
ワ
や
美
人
女
優
を
起
用
し
、
親
し
み
や
す

さ
を
宣
伝
し
て
い
る
が
、
実
態
は
サ
ラ
金
と
い
う

高
利
貸
し
に
他
な
ら
な
い
。
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「
サ
ラ
金
」
と
い
う
の
は
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
融
」
の
略
称

で
、
一
九
六
〇
年
頃
に
発
生
し
た
と
見
ら
れ
る
。

サ
ラ
金
が
社
会
問
題
化
さ
れ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
前
後
の

こ
と
で
、
サ
ラ
金
苦
で
の
一
家
心
中
、
自
殺
、
夜
逃
げ
な
ど
の

記
事
が
新
聞
紙
上
を
賑
わ
し
て
い
た
こ
と
を
記
憶
さ
れ
て
い
る

読
者
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
近
で
は
、
「
サ
ラ
金
」
大
手
は
一
部
上
場
を
果
た
し
、
こ

の
不
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
収
益
を
伸
ば
し
て
い
る
。

収
益
が
伸
び
る
の
は
当
た
り
前
で
、
銀
行
や
生
命
保
険
会
社

か
ら
低
利
（
二
％
台
）
で
借
入
れ
、
客
に
は
二
七
～
二
九
％
高

利
で
貸
し
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
良
い
商
売
で
あ
る
。

商
売
っ
気
の
あ
る
御
仁
な
ら
、
貸
金
業
と
い
う
の
も
面
白
い

事
業
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

正
義
感
の
強
い
人
に
は
向
い
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
。

正
義
感
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
つ
い
で
に
考
え
て
み
る
に
、

晴
れ
た
日
に
は
嫌
と
い
う
ほ
ど
傘
を
貸
し
て
く
れ
る
の
に
、
ず

ぶ
濡
れ
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
傘
を
返
せ
と
い
う
、
銀
行
っ
て

如
何
な
る
社
会
的
存
在
や
？
銀
行
な
ど
に
一
顧

だ
に
さ
れ
な
い
酔
夢
亭
に
だ
っ
て
、
銀
行
の
不

人
情
さ
、
薄
情
さ
は
よ
く
分
か
る
。

銀
行
が
、
低
金
利
で
融
資
条
件
を
ゆ
る
め
、

ち
ょ
っ
と
の
手
助
け
で
生
き
返
る
個
人
や
零
細

企
業
を
支
援
す
る
姿
勢
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど

 

高
利
の
「
サ
ラ
金
」
の
類
が
の
さ
ば
る
こ
と
の
歯
止
め
に
少

し
は
貢
献
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

公
的
支
援
を
受
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
少
し
は
社
会
貢
献

も
し
て
ね
、
銀
行
さ
ん
！

さ
て
さ
て
、
話
が
横
道
に
そ
れ
て
き
た
感
じ
が
す
る
の
で

軌
道
修
正
す
る
と
、
な
ぜ
、
利
息
制
限
法
違
反
の
利
率
で
貸

出
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

実
を
い
う
と
金
利
に
関
す
る
法
律
は
も
う
一
本
、
「
出
資

の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法

律
」
（
略
称
「
出
資
法
」
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
ち
ら

の
方
が
利
息
制
限
法
よ
り
金
利
が
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
出
資
法
」
に
よ
る
現
在
の
上
限
金
利
は
二
九
．
二

％
で
あ
る
。

金
利
の
変
遷
を
ざ
っ
と
見
る
と
、
「
出
資
法
」
が
制
定
さ

れ
た
一
九
五
四
年
の
上
限
金
利
は
年
一
〇
九
．
五
％
、
サ
ラ

金
問
題
発
生
を
機
に
年
七
三
％
（
一
九
八
三
年
）
、
年
五

四
．
七
五
％
（
一
九
八
六
年
）
、
年
四
〇
．
〇
〇
四
％
、
つ

い
最
近
の
商
工
ロ
ー
ン
問
題
を
契
機
に
、
現
在
の
金
利
二

九
．
二
％
に
な
っ
た
。

「
サ
ラ
金
」
業
者
が
利
息
制
限
法
金
利
を
無
視
し
て
「
出

資
法
」
金
利
の
範
囲
で
商
売
す
る
の
は
、
「
出
資
法
」
の
方

に
は
罰
則
規
定
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

利
息
制
限
法
に
は
罰
則
規
定
が
無
く
、
民
事
上
の
有
効
、
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（
略
称
貸
金
業
規
制
法
）
第
四
三
条
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き

は
、
「
み
な
し
弁
済
」
に
な
り
、
有
効
な
支
払
に
な
っ
て
し
ま

う
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
を
根
拠
に
業
者
は
貸
金
元
本
と
利
息
制
限
法
違
反
の
利

息
を
回
収
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

次
回
か
ら
は
、
具
体
的
な
金
銭
債
務
の
整
理
方
法
を
見
て
い

き
た
い
。

以
下
次
号

ご
報
告
と
ご
案
内

本
号
で
は
、
以
下
に
ご
報
告
す
る
横
浜
国
立
大
学
の
公
開
講

座
で
、
漢
点
字
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
た
折
り
の
レ
ジ
ュ
メ

を
掲
載
す
る
予
定
で
し
た
が
、
紙
面
の
都
合
で
次
号
分
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一

横
浜
国
立
大
学
の
公
開
講
座
で
、

〈
漢
点
字
〉
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

－ ２０ －

無
効
が
争
え
る
だ
け
で
あ
る
。

無
効
な
金
利
で
も
任
意
に
、
つ
ま
り
納
得
し
て
支
払
っ
て

し
ま
い
、
法
律
的
争
い
を
提
起
し
な
け
れ
ば
有
効
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

金
銭
債
務
を
有
利
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
無
効
部

分
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
良
い
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
罰
則
は
無
い
。

か
た
や
「
出
資
法
」
に
は
罰
則
規
定
が
あ
り
、
貸
金
業
者

が
上
限
金
利
年
二
九
．
二
％
以
上
で
契
約
を
し
た
り
す
る

と
、
懲
役
三
年
以
下
も
し
く
は
三
〇
〇
万
以
下
の
罰
金
な
ど

が
科
さ
れ
る
。

罰
則
が
あ
る
方
に
従
う
の
は
世
の
習
い
で
あ
り
、
路
上
喫

煙
禁
止
条
例
を
見
れ
ば
、
よ
く
分
か
る
。

千
代
田
区
で
実
際
に
罰
金
を
取
る
よ
う
に
な

る
と
、
歩
き
タ
バ
コ
が
激
減
し
た
と
い
う
か

ら
、
罰
則
が
あ
る
か
な
い
か
で
法
律
の
効
果
は

て
き
め
ん
に
現
わ
れ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
「
サ
ラ
金
」
や
カ
ー
ド
会
社
（Ｊ

Ｃ

Ｂ

と
かＧ

Ｃ

と
か
セ
ゾ
ン
カ
ー
ド
）
の
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
の
金

利
は
二
九
．
二
％
に
限
り
な
く
近
く
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

そ
し
て
債
務
者
が
利
息
制
限
法
以
上
の
利
息
を
支
払
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」

 



去
る
七
月
三
十
一
日
（
土
）
、
神
奈
川
県
民
セ
ン
タ
ー
四
〇

二
号
室
で
催
さ
れ
た
横
浜
国
立
大
学
人
間
科
学
部
・
村
田
忠
禧

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

に
お
い
て
、
触
読
文
字
の
漢
字
体
系
で
あ
る
〈
漢
点
字
〉
を
取

り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
会
代
表
の
岡
田
が
、
講
師
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

講演中の岡田代表

川
上
先
生
の
奥
様
（
日
本
漢
点
字
協
会
会
長
）
と
加
藤
俊

和
様
（
同
理
事
）
が
、
ご
遠
方
よ
り
駆
け
付
け
て
下
さ
い
ま

し
た
。

大
変
力
強
い
味
方
を
得
た
思
い
で
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

講
座
の
内
容

は
、①

ボ
ー
ダ
ー

レ
ス
時
代
の

日
本
と
中
国

の
漢
字
文

化
、
人
名
用

漢
字
拡
大
の

問
題
点

（
村
田
忠
禧

教
授
）

②
日
本
と
中

国
の
漢
字
改

革
の
共
通
性

と
個
別
性
お

よ
び
統
一
化

公開講習会の様子

－ ２１ －



の
可
能
性
に
つ
い
て

（
馮
良
珍
（
ふ
う
・
り
ょ
う
ち
ん
）
教
授
）

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

（
岡
田
健
嗣
）

村田先生は、本会発足当初より、本

講演中の村田教授

村
田
先
生
は
、
本
会
発
足
当
初
よ
り
、
本
会
の
活
動
を
視
覚

障
害
者
の
「
識
字
運
動
」
と
捉
ら
え
て
下
さ
っ
て
、
と
り
わ

け
活
動
当
初
の
製
作
物
で
あ
る
『
漢
字
源
』
（
藤
堂
明
保

編
、
学
習
研
究
社
）
の
完
成
に
ご
尽
力
下
さ
い
ま
し
た
。

今
後
の
「
国
際
漢
点
字
」
の
実
現
を
目
指
し
て
、
益
々
お

力
添
え
い
た
だ
け
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

講演中の馮教授

－ ２２ －



－ ２３ －

馮
先
生
の
ご
発
表
は
、
〈
漢
点
字
〉
の
成
り
立
ち
が
、

『
漢
字
』
の
成
立
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
証

明
し
て
下
さ
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
ま
し
た
。

こ

の

六

時

間

の

講

座

を

録

音

し

た

も

の

を
、Ｄ

Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ

に
収
め
て
頒
布
す
る
予
定

で
す
。

ご
希
望
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

二

日
本
漢
点
字
協
会
の

「
記
号
検
討
委
員
会
」
に
出
席
し
ま
し
た
。

去
る
七
月
四
日
（
日
）
、
大
阪
府
吹
田
市
で
催
さ
れ
た

日
本
漢
点
字
協
会
の
「
記
号
検
討
委
員
会
」
に
、
岡
田
と

木
下
が
、
名
古
屋
の
平
瀬
さ
ん
と
と
も
に
出
席
し
ま
し

た
。そ

の
折
り
の
模
様
を
、
平
瀬
さ
ん
が
レ
ポ
ー
ト
し
て
下

さ
い
ま
し
た
の
で
、
ご
精
読
下
さ
い
。

本
会
で
は
、
ど
の
よ
う
な
書
籍
を
漢
点
字
訳
し
て
行
く

か
と
い
う
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
課
題
の
一
致
を
見
て
い

な
い
現
状
を
鑑
み
て
、
漢
点
字
の
表
記
並
び
に
カ
ナ
、
数

 

字
、
記
号
等
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
方
式
を
踏

襲
す
る
所
存
で
す
。

こ
れ
に
関
し
て
の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

三

川
上
泰
一
先
生
ご
逝
去
十
周
年
、

日
本
漢
点
字
協
会
機
関
誌

「
新
星
通
信
」
発
刊
百
号
を
記
念

し
て
、
式
典
が
催
さ
れ
ま
す
。

来
る
十
一
月
二
〇
日
（
土
）
、
日
本
漢
点
字
協
会
主
催

で
、
記
念
式
典
と
懇
親
会
が
行
わ
れ
ま
す
。

詳
細
は
、
同
協
会

〒
五
六
五
ー
〇
八
七
五

大
阪
府
吹
田
市
青
山
台
三
‐
四
一
‐
九

電
話
〇
六
（
六
八
三
一
）
四
五
六
五

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

 



－ ２４ －

四

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・
ト
ー
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ン

ネ
ッ
ト
２
１
（Ｔ

Ｈ
Ｎ
２
１

）
が
、

漢
点
字
研
究
会
を
行
い
ま
す
。

こ
の
九
月
を
目
処
に
、
視
覚
障
害
者
の
識
字
と
〈
漢
点

字
〉
へ
の
理
解
を
求
め
て
、
講
座
形
式
の
、
漢
点
字
研
究

会
を
行
い
ま
す
。

東
京
に
お
住
ま
い
、
あ
る
い
は
お
勤
め
の
方
は
、
是
非

ご
参
加
下
さ
い
。

日
程
・
会
場
・
内
容
等
の
詳
細
は
、
同
会
理
事
で
本
会

代
表
の
岡
田
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

な
お
同
会
で
は
、
八
月
二
十
一
日
（
土
）
に
会
員
総
会

を
行
い
、
田
中
秀
臣
さ
ん
と
木
村
多
恵
子
さ
ん
の
理
事
へ

の
就
任
を
決
議
す
る
予
定
で
、
漢
点
字
部
門
の
充
実
を
図

っ
て
行
き
ま
す
。

会
員
も
募
集
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
参
加
の
ほ
ど
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

五

こ
の
十
月
に
予
定
し
て
お
り
ま
し
た

「
漢
点
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

は
、
都
合
に
よ
り
延
期
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

ご
参
加
を
予
定
し
て
お
ら
れ
た
皆
様
に
は
、
多
大
な
ご
迷

惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
、

Ｅ

‐Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ

：

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

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



－ ２５ －

 

司
馬
遷
『
史
記
』
項
羽
本
紀
よ
り

（
四
面
楚
歌
に
続
く
場
面
）

チ

キ
テ

ム

ニ

項

王

則

夜

起

飲
二

帳

中
一

。

リ

ハ

ニ

セ
ラ
レ
テ

フ

有
二

美

人
一

、
名

虞
。
常

幸

従
。

ア
リ

ハ

ニ

ス

ニ

イ
テ

駿

馬
、
名

騅
。
常

騎
レ

之
。
於
レ

ニ

チ

シ

是

項

王

乃

悲

歌

慨
、

ラ

リ
テ

ヲ

ハ
ク

自

為
レ

詩

曰
、

キ

ヲ

フ

ヲ

力

抜
レ

山

兮

気

蓋
レ

世

ア
ラ

カ

時

不
レ

利

兮

騅

不
レ

逝

ノ

ル

カ

キ

ス

騅

不
レ

逝

兮

可
二

奈

何1

ヤ

ヤ

ヲ

セ
ン
ト

虞

兮

虞

兮

奈
レ

若

何

フ
コ
ト

ス

ニ

歌

数

、
美

人

和
レ

之
。
項

ル

王

泣

数

行

下
。
左

右

皆

キ

シ

ク

ギ

ル
モ
ノ

泣
、
莫
二

能

仰

視
一

。

項
王
則
ち
夜
起
き
て
帳
中
に
飲
む
。
美
人
有
り
、
名
は
虞(

ぐ)

。

常
に
幸
せ
ら
れ
て
従
う
。
駿
馬(

し
ゅ
ん
め)

あ
り
、
名
は
騅
（
す

い
）
。
常
に
之
に
騎
す
。
是
に
於
い
て
項
王
乃
ち
悲
歌

慨(

こ
う

が
い)

し
、
自
ら
詩
を
為(

つ
く)

り
て
曰
わ
く

力
山
を
抜
き
気
世
を
蓋(

お
お)

う

時
利
あ
ら
ず
騅
逝(

ゆ)

か
ず

騅
の
逝
か
ざ
る
奈
何(

い
か
ん)

す
べ
き

虞
や
虞
や
若(

な
ん
じ)

を
奈
何
せ
ん
と

歌
う
こ
と
数

(

す
う
け
つ)

、
美
人
之
に
和
す
。
項
王
泣(

な
み
だ)

数
行(

す
う
こ
う)

下
る
。
左
右
皆
泣
き
、
能
く
仰
ぎ
視
る
も
の
莫

(

な)

し
。

(

始
皇
帝
の
没
後
、
秦
の
力
は
急
速
に
衰
え
、
各
地
で
反
乱
が
起

こ
っ
た
。
楚
の
項
羽
は
、
漢
の
劉
邦
と
覇
を
争
い
、
一
時
は
天
下

を
手
中
に
す
る
が
、
後
形
勢
は
逆
転
、
漢
軍
の
奇
襲
を
受
け
て

垓
下(

が
い
か)

に
追
い
つ
め
ら
れ
る
。
四
方
を
取
り
囲
む
兵
達
が

皆
楚
の
歌
を
歌
う
の
を
聞
い
て
、
項
羽
は
数
多
く
の
楚
軍
の
兵

が
漢
軍
に
下
っ
た
も
の
と
思
い
驚
く
。
）

〈
大
意
〉
項
羽
は
起
き
出
し
て
、
夜
と
ば
り
の
中
で
酒
宴
を
開

く
。
寵
愛
す
る
虞
美
人
と
愛
馬
の
騅
が
つ
き
従
っ
て
い
る
。
項
羽

は
自
ら
詩
を
作
り
、
意
気
盛
ん
だ
っ
た
過
去
を
思
い
、
今
や
運

も
つ
き
て
、
最
期
を
目
前
に
し
た
絶
望
を
歌
う
。
歌
う
こ
と
数

回
、
虞
美
人
も
こ
れ
に
唱
和
し
て
歌
い
、
項
羽
も
家
臣
も
皆
涙

す
る
。



－ ２６ －

（項王の詩）

力抜 キ 山 ヲ 兮 気 蓋

フ 世 ヲ

時 不 利 アラ 兮 騅 不

逝 カ

騅 ノ 不 ル 逝 カ

兮 可 キ 奈 何 ス

虞 ヤ 兮 虞 ヤ 兮 奈

若 ヲ 何 セント

兮＝調子を整える助字で、読まない。

力抜山気蓋世＝私の力は山を引き抜くほどに強く、意気は天下

をおおい尽くすほど広大である。

可奈何＝どうしたらよいだろうか、どうすることもできない。

「奈何（いかん）」は「如何」と同じように疑問詞。

ここでは反語の意。

奈若何＝おまえをどうしよう、どうすることもできない。反語

の意。「奈何」が目的語や補語をとると、二字の間に

はさみ込む習慣がある。

〈参考図書〉第一学習社『古典一』（高等学校漢文教科書）他



－ ２７ －

わ が 恋 は 人に 似 ず けり 夏 咲 くや

草にひあふ ぎ 木にはねむのき

伊 藤 左 千 夫

夏の緑ふかい中に咲く合歓木のやさしさ、草叢に咲くあざやかな檜扇菖蒲、
くさむら ひおうぎあ や め

どちらもよく知られた植物である。 わが恋は人に似ずけりとは思い切った

言い方である。 他人に似ずと言っているのではなく人間には似ていないと
ひ と

言っているように思える。 夏空へ向かって淡々と咲く合歓や草の中に朱く
咲く花のようだと言っているのである。 夏咲く花は他の季節に咲く花々よ
りも生命力を感じさせます。 一首にひたむきな思いが伝わるのはそのた
めであろう。 昨今は純愛ブーム等とも言われているが、あの美しくかな
しい「野菊の墓」の作者はこんな一首も詠んでいる。

夏 のわ が 想 ひは 一 条 の 雲 となりて

樓 み 慣 れし 屋 根 を 越 えてゆきたり

永 井 陽 子

わが想いと書くとどこか相聞歌（恋のうた）のように思われがちだが、この一首
の場合はもう少し幼い憧れのような感じがある。
夏のと一首をうたい出したことで、明るい青い空を感じさせ、一条の雲とは
飛行機雲を思わせ、夏空のさわやかさに真っ直ぐに伸びる作者の思いが
伝わってくる。
下句の、樓み慣れし屋根という表現もやさしく、大仰なものを越えたりしない
ことで清潔な作者の、わが想いが伝わってくる。

編集後記 《表紙絵 岡 稲子》
．．．．

夏真っ盛り、そしてアテネオリンピックがいよいよ本番、機関誌が
お手元に届く時、日本はいくつのメダルを獲得しているでしょうか。
多く人が暑さに負けないくらい、応援に熱くなっているでしょう。
１４０ヵ国、４，０００名の選手参加予定のパラリンピック（9月17日
～28日）の閉会式までオリンピックを楽しみましょう。

次回の発行は１０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。


