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二

（
承
前
）

《
実
は
先
生
の
お
話
は
朗
読
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
か
ら
よ
く
う
か

が
っ
て
い
ま
し
た
。

私
は
漢
点
字
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
知
り
ま
せ
ん
。
知
ら
な
い
私

が
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
も
変
な

の
で
す
が
、
点
字
の
漢
字
は
先
天

全
盲
の
方
の
教
育
に
は
必
要
不
可

欠
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
漢
字

一
文
字
一
文
字
に
本
来
的
に
ど
ん

な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、

ど
ん
な
概
念
を
表
し
て
い
る
文
字

な
の
か
、
音
読
み
、
訓
読
み
は
…

…
。私

は
先
天
全
盲
の
方
で
も
そ
う
し
た
こ
と
を
学
ん
で
い
た
だ

け
た
ら
と
強
く
思
い
ま
す
。

私
は
大
学
院
に
在
籍
し
て
い
る
時
に
た
く
さ
ん
の
地
方
の
盲

学
校
の
音
楽
の
授
業
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
先
天
全
盲
の
方
と

関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
感
じ
た
こ
と
は
、

そ
の
人
た
ち
の
多
く
が
言
葉
を
構
成
す
る
単
語
一
つ
一
つ
、
こ

Normal
Normalize
Normalization (４)

岡田 健嗣

れ
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
か
ら
耳
に
入
っ
て
き
て
い
る
言
葉
か
と

思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
単
語
に
彼
ら
独
自
の
意
味
づ
け

が
為
さ
れ
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
一
般
の
人
に
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
何
を
言

お
う
と
し
て
い
る
の
か
理
解
し
づ
ら
い
ケ
ー
ス
が
多
々
あ
り
ま

す
。
そ
の
時
、
視
覚
障
害
者
の
国
語
教
育
の
大
切
さ
を
痛
感
し

ま
し
た
。
も
し
か
す
る
と
先
天
全
盲
の
方
々
へ
の
漢
点
字
教
育

が
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
行
わ
れ
る
環
境
が
整
っ
た
ら
、
単
語
ひ

と
つ
ひ
と
つ
へ
の
正
確
な
概
念
付
け
が
実
現
す
る
の
で
は
な
い

か
と
ふ
と
感
じ
ま
し
た
。
》

（
以
上
は
、
盲
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
お
ら
れ
る
私
の
知
人

が
受
け
取
っ
た
メ
ー
ル
の
一
部
で
あ
る
。
発
信
さ
れ
た
方
の
ご

許
可
を
い
た
だ
い
て
、
こ
こ
に
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
）

こ
れ
ま
で
、
〈
識
字
〉
と
我
が
国
に
暮
ら
す
視
覚
障
害
者
の

文
字
の
現
状
、
そ
し
て
ル
イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
の
最
初
期
の

普
及
情
況
と
、
漢
点
字
の
普
及
の
現
状
と
の
酷
似
に
つ
い
て
述

べ
て
来
た
。

こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
通
信
文
は
、
漢
点
字
の
普

及
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
あ
る
盲
学
校
の
先
生
宛
に
、
視
覚
障
害

者
の
文
字
の
現
状
を
あ
ま
り
ご
存
じ
な
い
ま
ま
盲
学
校
の
教
育

現
場
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
の
、
極
め
て
率
直
に
ご
感
想
を
述
べ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
も
当
事
者
と
し
て
同
様
に
感
じ
続
け
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て
来
た
。
そ
こ
で
転
載
の
ご
承
諾
を
お
願
い
し
た
も
の
で
あ

る
。こ

の
方
は
、
大
変
よ
い
と
こ
ろ
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
。

言
葉
は
極
め
て
論
理
的
な
構
造
を
な
し
て
い
て
、
そ
の
仕
組

み
に
則
っ
て
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
用
を
な
さ
な
い
。
言
語
学
者

の
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
構
造
は
世
界
の
言
語
に
共

通
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
「
Ｓ
（
主
語
）
＋
Ｖ
（
述

語
）
」
の
存
在
で
あ
る
。
「
私
は
（
Ｓ
）
食
べ
る
（
Ｖ
）
」
、

「
あ
な
た
は
（
Ｓ
）
女
性
だ
（
Ｖ
）
」
、
「
彼
は
（
Ｓ
）
行
っ

た
（
Ｖ
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
語
で
は
ａ
は
ｂ
す
る
、
ａ

は
ｂ
だ
、
ａ
が
ｂ
し
た
、
す
な
わ
ち
ａ
が
Ｓ
（
主
語
）
・
ｂ
が

Ｖ
（
述
語
）
と
い
う
関
係
と
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
で

あ
る
。
そ
れ
が
世
界
の
全
て
の
言
語
の
基
本
構
造
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
人
の
言
葉
は
そ
の
意
味
の
面
か
ら
見
る
と
、
多

層
性
に
満
ち
て
い
る
。

私
た
ち
の
身
近
に
は
、
人
と
は
違
っ
た
生
き
物
が
い
る
。
そ

し
て
少
な
か
ら
ず
か
れ
ら
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
に
成
功

し
た
と
い
う
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
私
も
飼
っ
て
い
た
猫
に
何

か
を
言
っ
て
、
猫
が
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
た
り
、
猫
が
私
に
何

か
を
問
う
て
、
私
が
そ
れ
に
応
え
る
と
い
う
経
験
が
あ
っ
た
。

ま
る
で
人
と
の
対
話
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
に
、
濃
密
な
意
思

の
疎
通
が
実
現
し
た
と
感
じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
相
手
が
犬
な

ら
な
お
さ
ら
だ
ろ
う
し
、
馬
術
家
な
ら
馬
と
の
コ
ニ
ュ
ニ
ケ
イ

シ
ョ
ン
は
一
つ
の
方
法
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

中
沢
新
一
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ

ン
と
人
の
言
葉
に
よ
る
そ
れ
と
は
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
質
を

異
に
し
て
い
る
。
人
の
言
葉
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
多

層
性
に
富
ん
で
い
て
、
多
く
の
語
彙
に
派
生
し
、
多
く
の
語
彙

か
ら
派
生
す
る
。
従
っ
て
一
つ
の
言
葉
が
、
使
用
す
る
人
や
使

用
さ
れ
る
状
況
に
よ
っ
て
、
多
義
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
の
言
葉
は
人
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

〈
喩
〉
的
な
の
だ
。
（
中
沢
新
一
著
『
芸
術
人
類
学
』

み
す

ず
書
房

二
〇
〇
六
年
）

た
と
え
ば
身
体
の
部
分
の
名
称
を
と
っ
て
み
る
と
、

・
目
（
め
）
：
「
目
（
視
覚
器
官
）
」
「
眼
球
」
、
「
目
つ

き
」
「
眼
差
し
」
、
「
網
の
目
」
「
碁
盤
の
目
」
「
潮
の
目
」

「
台
風
の
目
」
「
針
の
目
」
「
魚
の
目
」
「
結
び
目
」
「
鋸
の

目
」
「
賽
の
目
」
「
目
方
」
「
量
目
」
「
折
り
目
」
「
境
目
」

「
変
わ
り
目
」

・
鼻
（
は
な
）
：
「
鼻
（
呼
吸
器
）
」
、
「
鼻
梁
」
、
「
端

（
突
き
出
た
と
こ
ろ
）
」
「
は
な
か
ら
調
子
が
い
い
」
「
聞
い

た
は
な
か
ら
忘
れ
る
」
「
寝
入
り
ば
な
」
「
出
ば
な
を
く
じ

く
」
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・
耳
（
み
み
）
：
「
耳
（
聴
覚
器
官
）
」
、
「
外
耳
」
「
中

耳
」
「
内
耳
」
、
「
耳
が
早
い
」
「
地
獄
耳
」
「
耳
が
痛
い
」

「
耳
学
問
」
「
耳
（
耳
の
形
の
取
っ
て
）
」
「
耳
（
織
物
や
食

パ
ン
の
端
の
厚
み
の
あ
る
部
分
）
」
「
耳
（
書
物
の
背
の
丸
く

な
っ
た
と
こ
ろ
）
」

・
手
（
て
）
：
「
両
肩
か
ら
左
右
に
垂
れ
る
運
動
器
官
」
、

「
手
（
う
で
）
」
「
手
（
手
の
ひ
ら
）
」
「
手
（
手
の

指
）
」
、
「
手
（
突
き
出
た
も
の
、
取
っ
て
、
柄
）
」
「
手

（
蔓
を
巻
か
せ
る
棒
）
」
、
「
働
き
手
」
「
人
手
」
「
手
下
」

「
踊
り
手
」
「
語
り
手
」
、
「
手
に
す
る
」
「
火
の
手
」
「
手

札
」
「
手
の
内
」
「
い
い
手
が
来
る
」
「
手
に
余
る
」
「
手
を

切
る
」
「
四
十
八
手
」
「
手
習
い
」
「
手
料
理
」
「
捜
査
の

手
」
「
魔
の
手
」

挙
げ
れ
ば
限
り
な
く
出
て
来
る
。
「
王
手
飛
車
取
り
」
「
そ

の
手
は
桑
名
の
焼
き
蛤
」
「
そ
の
目
は
な
い
よ
！
」
「
い
や
い

や
鼻
先
に
に
ん
じ
ん
ぶ
ら
下
げ
て
る
の
さ
！
」
、
ご
座
興
に
も

な
る
。
人
の
言
葉
は
、
い
く
ら
で
も
そ
の
意
味
の
厚
み
を
増
す

傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。

私
は
現
在
、
漢
点
字
の
公
衆
用
の
テ
キ
ス
ト
を
、
そ
の
非
力

に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
ろ
そ
ろ
と
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
苦
労
す

る
の
が
、
先
ず
は
そ
の
文
字
の
形
と
意
味
で
あ
る
。
次
に
苦
労

す
る
の
が
、
文
字
の
意
味
の
広
が
り
で
あ
る
。
最
後
に
苦
労
す

る
の
が
、
漢
点
字
の
構
成
と
漢
字
の
構
成
の
対
比
で
あ
る
。
一

つ
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、

・
束

ソ
ク

た
ば

た
ば
‐
ね
る

つ
か
‐
ね

る
：
「
木
」
と
「
口
」
を
重
ね
た
形
の
文
字
。
細
い
木
を
一
掴

み
束
に
し
て
紐
で
縛
っ
た
形
を
象
っ
た
も
の
。
〝
た
ば
、
た
ば

ね
る
〟
と
は
、
棒
状
の
細
い
も
の
や
、
紙
や
海
苔
な
ど
薄
く
て

平
た
い
も
の
を
、
一
定
の
量
を
紐
な
ど
で
縛
る
こ
と
、
そ
の
よ

う
な
も
の
。
〝
つ
か
ね
る
〟
と
は
、
一
掴
み
の
棒
を
束
に
す
る

こ
と
、
〝
つ
か
〟
と
は
、
掴
ん
だ
手
の
四
本
の
指
の
幅
、
ほ
ん

の
少
し
の
幅
の
意
味
。
〝
ソ
ク
〟
の
音
で
は
、
「
束
縛
」
と

は
、
自
由
に
さ
せ
な
い
こ
と
、
「
時
間
に
束
縛
さ
れ
る
、
職
場

の
人
間
関
係
に
束
縛
さ
れ
る
」
。
「
約
束
」
と
は
、
何
か
の
取

り
決
め
を
し
て
そ
れ
を
守
ら
せ
る
こ
と
、
「
約
束
事
、
約
束
手

形
、
口
約
束
」
。
漢
点
字
で
は
、
「

」
と
そ
の
右
側
に

「

」
で
表
さ
れ
る
。

と
い
っ
た
こ
と
を
記
す
。
加
え
て
「
束
の
間
」
と
か
、
「
人
を

束
ね
る
」
と
か
も
例
に
挙
げ
る
だ
ろ
う
し
、
も
っ
と
言
え
ば
、

二
十
世
紀
を
彩
っ
た
政
治
の
有
り
様
の
一
つ
、
現
在
も
な
お
世

界
は
そ
の
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
癒
え
て
い
な
い
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の

原
義
を
表
現
す
る
文
字
で
あ
る
こ
と
ま
で
書
く
か
も
し
れ
な

い
。国

語
学
の
大
野
晋
氏
に
よ
れ
ば
、
氏
と
同
年
代
の
大
学
生
の
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語
彙
数
は
三
万
語
に
達
し
て
い
た
が
、
現
在
（
一
九
九
〇
年

代
）
で
は
、
恐
ら
く
一
万
五
千
語
に
満
た
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
書
い
て
お
ら
れ
た
。
（
大
野
晋
著
『
日
本
語
練
習
帳
』

岩
波
新
書

五
九
六
）

ま
た
私
た
ち
が
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
横
浜
国
立
大
学
教
育

人
間
科
学
部
の
村
田
忠
禧
先
生
に
よ
る
と
、
毛
沢
東
の
著
書
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
は
、
せ
い
ぜ
い
三
千
字
程
度
と
の
こ

と
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
語
彙
の
豊
か
さ
が
他
を
圧
倒

し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

中
沢
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
言
葉
が
新
人
（
ホ
モ
サ
ピ

エ
ン
ス
・
サ
ピ
エ
ン
ス
）
を
、
他
の
動
物
や
そ
れ
ま
で
の
人
類

（
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
）
か
ら
決
定
的
に
別
れ
さ
せ
た
。
氏

は
こ
の
よ
う
な
性
向
を
〈
対
称
性
〉
と
呼
ぶ
。
こ
の
〈
対
称

性
〉
は
芸
術
や
宗
教
に
結
実
し
た
と
い
う
。
ま
た
自
然
に
根
ざ

し
た
動
物
で
あ
る
人
は
、
も
う
一
つ
の
性
向
も
保
持
し
て
い

て
、
氏
は
こ
れ
を
〈
非
対
称
性
〉
と
呼
ぶ
。
人
の
社
会
で
は
こ

れ
が
、
効
率
の
追
求
、
経
済
の
拡
大
、
権
力
の
強
化
へ
と
向
か

わ
せ
る
。
現
代
は
こ
の
〈
非
対
称
性
〉
が
優
位
と
な
っ
た
時

代
、
〈
対
称
性
〉
を
見
失
っ
た
時
代
と
捉
え
て
、
そ
の
回
復
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
拙
文
の
冒
頭
に
ご
紹
介
し
た
文
は
、
具
体
的
な
方
法
に
は

至
ら
な
い
が
、
現
状
の
把
握
に
は
、
充
分
成
功
し
て
い
る
と
考

え
る
。
言
葉
は
、
手
解
き
す
る
人
（
教
師
）
が
い
て
、
そ
れ
を

享
受
し
て
や
っ
と
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
言
葉
の
要
素
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
〈
文

字
〉
も
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

幾
度
も
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
我
が
国
の
視
覚
障
害
者

の
言
語
教
育
は
、
ま
だ
緒
に
も
立
っ
て
は
い
な
い
。
言
わ
ば
ル

イ
・
ブ
ラ
イ
ユ
以
前
で
あ
る
。
ブ
ラ
イ
ユ
は
極
め
て
単
純
明
快

な
構
成
の
〈
点
字
〉
を
、
視
覚
障
害
者
の
触
読
文
字
と
し
て
提

案
し
た
。
世
界
は
そ
れ
を
可
と
し
て
受
け
入
れ
、
現
在
で
は
触

読
文
字
と
い
え
ば
こ
の
ブ
ラ
イ
ユ
に
由
来
す
る
〈
点
字
〉
を
指

す
。
我
が
国
の
〈
点
字
〉
も
、
こ
の
ブ
ラ
イ
ユ
の
点
字
の
構
成

を
基
に
翻
案
さ
れ
た
。
し
か
し
カ
ナ
文
字
だ
け
が
公
認
さ
れ

て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
日
本
語
が
表
記
さ
れ
る
文
字
で
、

最
も
大
き
な
要
素
で
あ
る
〈
漢
字
〉
は
、
触
読
文
字
と
し
て
唯

一
、
川
上
泰
一
先
生
が
考
案
し
た
〈
漢
点
字
〉
が
提
案
さ
れ
て

い
る
が
、
残
念
な
が
ら
公
認
に
は
未
だ
至
ら
な
い
。

こ
れ
を
以
て
私
は
、
日
本
語
の
点
字
は
ま
だ
「
ブ
ラ
イ
ユ
以

前
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
漢
点
字
の
普
及
を
考
え
る
な
ら
、
文
字
を
教
え
る
立

場
の
人
び
と
、
つ
ま
り
学
校
の
先
生
方
に
、
先
ず
は
〈
漢
点

字
〉
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
叶
わ
な
い
こ
と
に

気
づ
く
。
し
か
も
現
在
最
も
そ
れ
を
拒
ん
で
い
る
の
が
、
他
な



ら
ぬ
そ
の
先
生
方
で
あ
る
。
理
由
は
二
つ
あ
る
。

①
盲
学
校
の
視
覚
障
害
の
先
生
方
は
、
〈
漢
点
字
〉
を
マ
ス

タ
ー
し
な
く
と
も
、
今
は
職
を
追
わ
れ
る
心
配
は
な
い
。
言
い

換
え
れ
ば
、
〈
漢
点
字
〉
を
マ
ス
タ
ー
す
る
と
き
の
拠
り
所

は
、
正
に
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。
現
在
は
全
て

の
先
生
方
に
、
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
を
持
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
…
。

②
驚
く
べ
き
こ
と
だ
が
、
視
覚
障
害
者
（
児
）
に
関
わ
る
晴

眼
の
先
生
方
の
多
く
は
、
〈
点
字
〉
そ
の
も
の
を
ご
存
じ
な

い
。
触
読
は
お
ろ
か
、
眼
で
も
読
め
な
い
。
点
字
を
学
ん
で
、

視
覚
障
害
の
子
ど
も
た
ち
に
教
え
よ
う
と
い
う
意
欲
が
薄
い
と

言
う
。
パ
ソ
コ
ン
で
文
字
が
打
て
れ
ば
よ
い
と
言
わ
れ
る
方
も

現
れ
る
。
触
読
そ
の
も
の
に
目
を
つ
む
り
、
口
を
拭
っ
て
、
何

も
言
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
勢
い
視
覚
障
害
の
子
ど
も
た
ち
か

ら
、
点
字
を
奪
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
イ
ユ
の
〈
点

字
〉
の
普
及
を
妨
げ
た
人
び
と
は
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
私
た
ち
の
勧
め
る
〈
漢
点
字
〉
を

「
代
替
文
字
」
と
呼
ん
で
、
漢
点
字
は
漢
字
で
は
な
い
と
さ
え

公
言
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
。
そ
ん
な
方
も
、
触
読
に
は
口
を

噤
ん
で
何
も
言
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
況
を
如
何
に
克
服
す
る
か
、
私
た
ち
は
、
ま

だ
ま
だ
試
行
錯
誤
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離
（
五
五
）

み
ど
り
学
級
へ
の
サ
ー
ビ
ス
（
四
）

～

緑
学
級
で
の
催
し
物(

二)

～

巻
紙
芝
居
『
お
お
き
な
お
お
き
な
お
い
も
』

山
内

薫
（
墨
田
区
立
緑
図
書
館
）

み
ど
り
学
級
で
行
っ
た
手
製
の
出
し
物
の
中
で
最
も
古
く
、

様
々
な
場
所
で
最
も
多
く
上
演
し
、
あ
る
い
は
貸
し
出
し
て
各

地
で
上
演
さ
れ
た
出
し
物
は
巻
紙
芝
居
（
ま
き
が
み
し
ば
い
）

の
『
お
お
き
な
お
お
き
な
お
い
も
』
で
あ
る
。
“
巻
紙
芝
居
”

と
い
う
名
が
こ
の
作
品
に
い
つ
の
間
に
か
付
い
た
名
称
で
、
多

分
一
九
七
〇
年
代
の
中
頃
に
仙
台
の
図
書
館
で
話
を
さ
せ
て
頂

い
た
時
に
命
名
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
回
は
み
ど

り
学
級
と
直
接
係
わ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
巻
紙
芝

居
」
に
つ
い
て
記
し
て
み
た
い
。

一
九
七
二
年
の
一
〇
月
に
福
音
館
書
店
か
ら
『
お
お
き
な
お

お
き
な
お
い
も
』
（
市
村
久
子
作
、
赤
羽
末
吉
絵
）
と
い
う
絵

本
が
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
絵
本
に
は
「
鶴
巻
幼
稚
園
・
市
村
久

子
の
教
育
実
践
に
よ
る
」
と
い
う
副
題
が
付
い
て
い
て
、
幼
稚

園
教
師
で
あ
る
著
者
が
実
際
に
幼
稚
園
で
行
っ
た
実
践
が
元
に

－ ５ －



な
っ
て
作
ら
れ
た
絵
本
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
み
ん
な
が

楽
し
み
に
し
て
い
る
芋
掘
り
遠
足
が
雨
の
た
め
に
一
週
間
延
期

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
子
ど
も
た
ち
は
一
週
間

で
お
芋
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
な
っ
て
い
る
か
を
想
像
し
て
、
紙

を
次
々
と
繋
い
で
絵
の
具
で
お
芋
を
描
い
て
い
く
。
書
き
上
が

っ
た
お
芋
の
絵
は
、
何
ペ
ー
ジ
に
も
わ
た
り
、
絵
本
の
ペ
ー
ジ

を
何
回
め
く
っ
て
も
お
芋
の
絵
が
続
く
。
そ
ん
な
大
き
な
大
き

な
お
芋
を
ど
う
や
っ
て
掘
り
出
し
て
幼
稚
園
に
運
ぶ
か
、
子
供

た
ち
の
想
像
力
は
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
行
く
。
幼
稚
園
に
運
ば

れ
た
大
き
な
大
き
な
お
芋
は
プ
ー
ル
に
浮
か
べ
て
芋
丸
と
い
う

船
に
な
っ
た
り
、
イ
モ
ザ
ウ
ル
ス
と
い
う
恐
竜
に
見
立
て
ら
れ

た
り
し
た
あ
と
、
焼
き
芋
や
天
ぷ
ら
、
大
学
芋
に
な
っ
て
子
供

た
ち
の
お
腹
に
入
る
。
お
腹
が
ぱ
ん
ぱ
ん
に
な
っ
た
子
供
た
ち

は
、
イ
モ
ラ
ス
と
い
う
ロ
ケ
ッ
ト
に
な
り
、
「
ぶ
ー
、
ぶ
わ
ー

ん
」
と
お
な
ら
で
宇
宙
に
飛
び
出
す
荒
唐
無
稽
な
楽
し
い
物
語

に
な
っ
て
い
る
。
当
時
、
私
は
図
書
館
に
勤
め
て
ま
だ
三
年
目

だ
っ
た
が
、
そ
の
前
年
か
ら
子
ど
も
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
担
当
に

な
り
、
そ
の
年
の
一
二
月
の
ク
リ
ス
マ
ス
会
の
出
し
物
を
考
え

て
い
た
。
そ
ん
な
折
に
こ
の
絵
本
が
刊
行
さ
れ
大
変
面
白
い
絵

本
な
の
で
、
是
非
ク
リ
ス
マ
ス
会
で
紹
介
し
た
い
と
思
っ
た
。

こ
の
絵
本
の
最
大
の
山
場
は
何
回
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
も
お
芋

の
絵
が
続
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
本
当
に
大
き
く
て
長
い

お
芋
に
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
ロ
ー
ル
に
な
っ
た
障

子
紙
を
買
っ
て
き
て
早
速
製
作
に
取
り
か
か
っ
た
。
こ
の
絵
本

は
墨
と
ピ
ン
ク
の
二
色
し
か
色
が
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
黒

の
マ
ジ
ッ
ク
で
絵
を
真
似
、
そ
の
上
に
淡
い
ピ
ン
ク
の
絵
の
具

で
色
を
付
け
て
い
く
。
最
大
の
山
場
で
あ
る
お
芋
の
場
面
は
横

幅
が
ほ
ぼ
三
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
長
い
大
き
な
お
芋
を
描
い

た
。
実
を
言
え
ば
ゆ
っ
く
り
準
備
を
し
て
作
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
翌
日
が
ク
リ
ス
マ
ス
会
当
日
と
い
う
前
日
に
切
羽
詰
ま
っ

て
製
作
に
取
り
か
か
り
、
お
よ
そ
五
時
間
を
費
や
し
て
夜
中
の

一
時
に
完
成
し
た

の
だ
っ
た
。
こ
の

「
巻
紙
芝
居
」
は

二
人
で
演
じ
る
こ

と
に
な
り
、
読
み

手
は
筒
状
に
撒
か

れ
た
障
子
紙
を
引

き
出
し
な
が
ら
話

を

展

開

し

て

い

き
、
も
う
一
人
は

終
わ
っ
た
場
面
を

巻

き

取

っ

て

い

く
。
三
メ
ー
ト
ル

巻紙芝居の始まり

－ ６ －



長靴はいていけばいいんだ

もっと紙もっと紙

おおいきなおいも

芝
居
は
、
こ
の
三
五
年
余
り
の
間
に
本
当
に
多
く
の
場
所
で
上

演
し
、
ま
た
さ
れ
て
き
た
。
足
立
区
の
図
書
館
に
貸
し
出
し
た

後
に
は
、
巻
き
取
る
た
め
の
太
い
棒
が
付
い
て
帰
っ
て
き
た
。

そ
れ
以
降
は
棒
で
巻
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
と

て
も
上
演
し
や
す
く
な
っ
た
。
ま
た
あ
る
と
こ
ろ
で
は
特
製
の

箱
に
入
れ
て
返
し
て
下
さ
っ
た
。
お
そ
ら
く
何
百
回
と
使
わ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
に
使
え
る
の
は
障
子
紙
の
強
さ
に

よ
る
の
だ
が
、
既
に
何
カ
所
か
は
一
度
ち
ぎ
れ
た
部
分
を
別
の

－ ７ －

近
く
に
及
ぶ
大
き
な
お
芋
の
場
面
が
終
わ
っ
て
次
に
移
る
時
に

は
、
巻
き
手
は
猛
ス
ピ
ー
ド
で
障
子
紙
を
巻
い
て
行
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
大
変
だ
。
し
か
し
、
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
お

芋
を
引
き
出
し
て
い
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
お
芋
が
大
き
く
な
る
場

面
で
子
供
た
ち
の
顔
を
見
る
の
は
何
よ
り
の
楽
し
み
だ
。
時
に

母
親
な
ど
も
含
め
て
多
く
の
観
客
が
目
を
見
開
い
て
ワ
ア
ー
と

い
う
声
を
発
し
て
く
れ
る
。

お
よ
そ
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
障
子
紙
を
一
本
半
使
っ
た
こ
の
紙



おいもパーティー

おしまい

清風園で上演

障
子
紙
で
裏
打
ち
し
て
あ
る
。

こ
の
巻
紙
芝
居
は
結
構
評
判
と
な
り
、
製
作
し
て
か
ら
四
年

程
後
に
雑
誌
『
ａ
ｎ
’
ａ
ｎ
（
ア
ン
ア
ン
）
』
（
マ
ガ
ジ
ン
ハ

ウ
ス
社
）
の
取
材
を
受
け
た
り
、
読
売
新
聞
の
江
東
版
の
一
九

七
六
年
九
月
一
一
日
に
は
六
段
組
の
記
事
「
モ
テ
モ
テ
“
ワ
イ

ド
紙
芝
居
”
巻
紙
に
絵
、
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
」
が
載
っ
た
。

（
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
い
う
の
は
記
事
を
書
い
た
記
者
の
誇
張
で

全
長
は
お
よ
そ
三
〇
メ
ー
ト
ル
）
『
ａ
ｎ
’
ａ
ｎ
（
ア
ン
ア

ン
）
』
の
半
ペ
ー
ジ
の
記
事
と
読
売
新
聞
の
記
事
に
は
図
書
館

前
の
芝
生
で
子
ど
も
た
ち
に
巻
紙
芝
居
を
上
演
し
て
い
る
写
真

も
載
っ
た
。
そ
こ
で
、
著
作
権
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
画
家
で

あ
る
赤
羽
末
吉
氏
に
電
話
を
し
、
こ
う
い
う
も
の
を
作
り
、
雑

誌
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
許
可
を
頂
け
な
い
か
と
依

頼
し
た
。
電
話
で
は
あ
っ
た
が
赤
羽
氏
は
即
座
に
了
解
し
て
下

さ
っ
た
。
読
売
新
聞
江
東
版
の
記
事
で
は
「
原
作
者
の
赤
羽
末

吉
さ
ん
（
六
六
）
（
鎌
倉
市
在
住
）
に
了
解
を
求
め
た
と
こ

－ ８ －



ろ
、
『
子
供
た
ち
が
喜
ん
で
く
れ
る
な
ら
自
由
に
作
っ
て
結

構
』
と
快
諾
し
て
く
れ
た
。
巻
紙
の
紙
芝
居
は
、
大
事
に
フ
ロ

シ
キ
に
包
ま
れ
、
今
で
は
同
館
の
貴
重
品
扱
い
。
一
日
二
，
三

百
人
は
来
館
す
る
子
供
た
ち
の
間
で
は
、
“
お
い
も
の
紙
芝
居

”
と
し
て
有
名
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
（
そ
の
後
、
赤
羽
末

吉
氏
は
一
九
九
〇
年
に
亡
く
な
っ
た
）
当
時
は
著
作
権
に
つ
い

て
、
今
程
や
か
ま
し
く
な
い
時
代
で
あ
り
、
図
書
館
で
は
絵
本

の
大
型
化
や
劇
化
な
ど
を
自
由
に
行
っ
て
い
た
。
人
気
の
あ
る

絵
本
な
ど
を
年
に
二
回
行
う
人
形
劇
や
ク
リ
ス
マ
ス
会
の
折

に
、
様
々
に
工
夫
し
て
行
っ
て
き
た
が
、
未
だ
に
一
番
人
気
が

あ
り
、
し
か
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
の
は
こ
の
巻
紙
芝
居
の

「
お
お
き
な
お
お
き
な
お
い
も
」
で
あ
る
。
（
写
真
は
二
〇
〇

四
年
一
一
月
一
七
日
の
み
ど
り
学
級
で
の
上
演
と
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
清
風
園
で
の
二
〇
〇
二
年
の
上
演
の
様
子
。
今
年
も

一
回
み
ど
り
学
級
で
上
演
し
た
）

酔
夢
亭
読
書
日
記
（
第

回
）

18
酔

夢

亭

某
月
某
日
。

芝
生
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
、
弁
当
を
の
ん
び
り
食
べ
て

い
る
昼
下
が
り
の
公
園
。
鳩
の
群
れ
が
噴
水
の
あ
た
り
に
一
団

と
な
っ
て
、
み
ん
な
で
地
面
の
何
か
を
つ
つ
い
て
い
る
。

サ
ー
と
一
羽
の
カ
ラ
ス
が
滑
空
し
て
く
る
や
、
鳩
の
群
れ
を

襲
い
、
哀
れ
、
え
じ
き
に
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
光
景

を
間
近
に
見
て
、
う
む
む
、
と
唸
っ
た
午
後
で
あ
っ
た
。

通
常
は
い
く
ら
平
和
の
使
い
と
い
わ
れ
、
弱
っ
ち
く
て
食
い

し
ん
坊
で
糞
ば
か
り
あ
た
り
に
散
ら
か
し
、
公
衆
の
面
前
で
平

気
に
交
尾
し
て
い
る
鳩
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
簡
単
に
カ
ラ
ス
に

食
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

思
う
に
、
そ
の
鳩
は
余
程
弱
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
野
生
の
世
界
で
は
、
弱
っ
て
い
る
個
体
は
他
の
強
い
動
物

の
餌
に
な
る
の
は
い
た
し
か
た
な
い
。
鷲
の
雛
な
ど
も
自
分
が

生
き
延
び
る
た
め
に
、
同
じ
親
か
ら
生
ま
れ
た
兄
弟
を
殺
し
て

し
ま
う
と
い
う
。

万
物
の
生
物
に
勝
る
と
い
わ
れ
る
人
間
界
に
は
、
こ
う
い
う

こ
と
は
起
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
近
ご
ろ
の
世
相
を
み
て
い
る

と
、
人
間
も
動
物
も
た
い
し
て
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
え
て
し

ま
う
。

某
月
某
日
。

「
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
自
伝
」
の
中
に
、
二
匹
の
カ
エ

ル
の
話
が
あ
る
と
い
う
。

二
匹
の
カ
エ
ル
が
牛
乳
壺
の
中
に
落
ち
ま
し
た
。
ど
う
し
て
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も
脱
出
で
き
ま
せ
ん
。
二
匹
と
も
お
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
泳
ぎ
続

け
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
一
匹
の
方
は
「
コ
リ
ャ
も
う
駄
目

だ
」
と
あ
き
ら
め
、
も
う
一
匹
は
懸
命
に
泳
ぎ
続
け
ま
し
た
。

翌
朝
、
あ
き
ら
め
た
カ
エ
ル
は
溺
死
し
、
泳
ぎ
続
け
た
カ
エ

ル
は
壺
の
中
に
浮
か
ぶ
バ
タ
ー
の
小
島
の
上
に
ち
ょ
こ
ん
と
乗

っ
か
っ
て
い
ま
し
た
（
『
創
造
力
を
み
が
く
ヒ
ン
ト
』
伊
藤

進
。
講
談
社
）
。

世
界
の
枠
組
み
は
、
お
う
お
う
に
し
て
自
分
で
勝
手
に
つ
く

っ
て
、
そ
の
勝
手
に
つ
く
っ
た
フ
レ
ー
ム
に
囚
わ
れ
て
し
ま

う
。
自
縄
自
縛
に
陥
る
。
枠
組
み
自
体
を
疑
っ
て
み
る
と
い
う

こ
と
は
心
理
的
に
も
、
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。

某
月
某
日
。

ま
た
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
季
節
が
や
っ
て
き
た
。
バ
ー
や
キ
ャ

バ
レ
ー
で
大
騒
ぎ
す
る
日
、
こ
れ
は
お
じ
さ
ん
の
発
想
。

サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る

日
、
こ
れ
は
子
供
の
夢
で
あ
る
。
か
れ
し
か
の
じ
ょ
と
一
緒
に

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
過
ご
す
日
、
こ
れ
は
年
頃
の
男
女
の
願
望

だ
。と

こ
ろ
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
っ
て
一
体
何
の
日
な
ん
で
あ
ろ

う
？そ

の
昔
。

貧
し
い
け
れ
ど
、
愛
情
た
っ
ぷ
り
の
若
い
夫
婦
が
い
た
。
二

人
の
財
産
と
い
え
ば
、
代
々
伝
わ
る
夫
の
金
時
計
と
腰
ま
で
伸

び
た
妻
の
つ
や
や
か
な
髪
だ
け
だ
っ
た
。
二
人
は
相
手
が
喜
ぶ

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
ク
リ
ス
マ
ス
の
日
に
何
と
し
て
も
贈
り
た
か
っ

た
。
相
手
を
喜
ば
せ
た
か
っ
た
。
で
も
、
お
金
が
な
か
っ
た
。

二
人
は
金
銭
的
に
は
す
ご
く
貧
し
か
っ
た
の
だ
。

妻
は
美
し
い
髪
を
売
っ
た
。

夫
は
大
切
な
金
時
計
を
売
っ
た
。

そ
し
て
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
買
っ
た
の
だ
が
…

オ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー
の
「
賢
者
の
贈
り
物
」
と
い
う
お
話
で
あ

る
。二

人
は
あ
の
と
き
若
か
っ
た
。
あ
れ
か
ら
、
３
０
年
。
中
年

に
な
っ
た
夫
は
と
き
ど
き
思
う
の
だ
。
「
妻
の
髪
の
毛
は
あ
れ

か
ら
し
ば
ら
く
し
た
ら
、
元
通
り
の
長
さ
に
な
っ
た
。
私
の
金

時
計
は
も
う
戻
っ
て
こ
な
い
」
（
愚
者
の
贈
り
物

ジ
ェ
フ
リ

ー
・
ス
コ
ッ
ト
・
ベ
イ
カ
ー
）
。

ク
リ
ス
マ
ス
の
日
に
、
な
ぜ
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
贈
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
。

郵
便
局
に
１
５
０
０
円
払
っ
て
申
し
込
む
と
、
サ
ン
タ
さ
ん

か
ら
手
紙
が
届
く
。
も
う
ち
ょ
っ
と
払
う
と
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
贈

ら
れ
て
く
る
。
そ
こ
ま
で
し
て
な
ん
な
の
よ
、
と
ち
ょ
っ
と
不

機
嫌
に
な
っ
て
く
る
。
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見
は
て
ぬ
夢
を

(

二)

山

本

優

子

本
誌
前
号
か
ら
分
載
を
始
め
ま
し
た
『
見
果
て
ぬ
夢
を
』
に

つ
き
ま
し
て
、
前
号
で
は
開
始
に
当
た
っ
て
の
ご
紹
介
文
を
落

と
し
ま
し
た
。
読
者
な
ら
び
に
関
係
者
各
位
に
、
深
く
お
詫
び

申
し
上
げ
ま
す
。

［
左
は
、
兵
庫
県
立
盲
学
校
・
創
立
百
周
年
を
記
念
し
て
、
同

校
の
教
諭
・
古
賀
副
武
先
生
（
現
在
は
退
職
）
が
、
創
立
者
・

左
近
允
孝
之
進
の
足
跡
を
辿
り
、
そ
の
調
査
資
料
を
基
に
、
童

話
作
家
・
山
本
優
子
氏
に
小
説
化
を
依
頼
し
て
成
っ
た
作
品
で

す
。
古
賀
先
生
の
ご
許
可
を
い
た
だ
い
て
、
本
誌
今
号
か
ら
分

載
致
し
ま
す
。

な
お
活
字
書
は
、
株
式
会
社
山
葉
出
版
か
ら
、
二
〇
〇
五
年

六
月
二
十
日
に
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
］

（
岡
）

二

十
有
五
に
し
て
学
に

「
我
、
十
有
五
に
し
て
学
に
志
す
…
…
」

セ
ミ
の
鳴
く
声
に
負
け
じ
と
、
孝
之
進
は
声
を
大
き
く
し
て

暗
誦
し
て
い
た
。
こ
こ
は
、
竜
尾
（
た
つ
お
）
小
学
校
だ
。
明

治
九
年
に
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
学
校
で
あ
る
。
薩
摩
は
古
く
か

ら
教
育
熱
心
な
土
地
柄
だ
っ
た
。
寺
子
屋
や
藩
校
に
あ
た
る
郷

土
教
育
の
学
び
舎
で
あ
る
郷
中
（
ご
じ
ゅ
う
）
と
い
う
学
校

が
、
関
が
原
の
戦
い
の
こ
ろ
か
ら
続
い
て
い
た
。
父
尚
一
も
郷

中
で
学
ん
だ
。
西
南
の
役
の
前
後
に
郷
中
は
廃
止
さ
れ
た
が
、

そ
の
流
れ
を
く
む
学
舎
（
が
く
し
ゃ
）
と
い
う
教
育
機
関
が
設

け
ら
れ
、
引
き
続
き
地
域
の
子
供
た
ち
を
集
め
て
教
育
に
あ
た

っ
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
明
治
十
年
前
後
に
は
小
学
校
が
創
設

さ
れ
始
め
た
。
士
族
の
親
た
ち
の
多
く
は
、
子
供
を
小
学
校
に

行
か
せ
る
こ
と
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
孝
之
進
も
開
校
し
た

ば
か
り
の
四
年
制
の
小
学
校
に
入
っ
た
。
小
学
校
は
伝
統
的
な

郷
中
の
流
れ
を
引
き
継
い
だ
も
の
だ
っ
た
。
地
域
の
先
輩
た
ち

が
、
漢
文
の
素
読
を
中
心
に
教
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
剣
道
や

相
撲
と
い
っ
た
武
術
に
よ
る
心
身
の
鍛
錬
、
各
種
伝
統
行
事
の

継
承
、
日
常
の
礼
儀
作
法
か
ら
規
律
ま
で
の
団
体
行
動
を
身
に

つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
指
導
も
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ボ
ー
イ
ス

カ
ウ
ト
は
そ
の
よ
う
な
薩
摩
の
郷
中
教
育
を
参
考
に
作
ら
れ
た

組
織
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
父
が
西
郷
さ
ん
に
反
旗
を
翻
し
た

と
は
言
え
、
郷
土
の
人
々
は
孝
之
進
に
優
し
か
っ
た
。

入
学
以
来
、
孝
之
進
は
、
乾
い
た
砂
が
水
を
吸
い
込
む
よ
う

に
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
吸
収
し
て
い
っ
た
。
学
ん
で
い
る

時
、
孝
之
進
は
心
ひ
き
し
ま
る
思
い
に
浸
っ
て
い
る
。
父
を
喪

っ
た
後
、
兄
弟
が
い
な
い
自
分
に
対
す
る
周
囲
の
期
待
を
感
じ

て
い
た
。
何
よ
り
も
母
千
代
を
支
え
ら
れ
る
立
派
な
人
間
に
な
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り
た
い
と
子
供
心
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
学

問
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
信
じ
た
。
学
ぶ
の
は
楽
し
く
て
な
ら

な
か
っ
た
。

母
は
父
の
死
後
、
焼
酎
の
販
売
店
で
働
き
始
め
た
。
早
朝
か

ら
夜
遅
く
ま
で
仕
事
を
し
、
時
々
七
厘
の
火
を
起
こ
し
な
が
ら

居
眠
り
を
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
母
だ
。
孝
之
進
は
母
を
楽
に
し

て
や
り
た
い
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

学
校
で
は
従
兄
弟
の
森
山
文
吉
（
も
り
や
ま

ぶ
ん
き
ち
）

と
い
っ
し
ょ
に
勉
強
し
て
い
た
。
文
吉
は
母
の
兄
に
あ
た
る
森

山
平
吉
（
も
り
や
ま

へ
い
き
ち
）
の
息
子
で
あ
る
。
平
吉
も

「
西
南
の
役
」
で
は
官
軍
に
入
っ
て
い
た
。
父
尚
一
と
違
う
の

は
、
平
吉
は
生
き
て
戻
っ
て
き
た
こ
と
だ
。
そ
れ
だ
け
に
平
吉

は
、
母
と
二
人
遺
さ
れ
た
孝
之
進
に
特
別
よ
く
し
て
く
れ
た
。

こ
と
あ
る
ご
と
に
平
吉
は
、
孝
之
進
に
言
っ
た
。

「
コ
ウ
、
俺
〈
お
〉
い
を
お
前
い
が
親
父
〈
お
や
っ
〉
ど
ん

の
代
わ
い
ち
思
え
よ
。
お
前
や
一
人
〈
ひ
と
い
〉
じ
ゃ
な
か
。

俺
い
が
付
い
ち
ょ
っ
で
ね
。
も
し
、
お
前
〈
ま
〉
ゆ
除
け
も
ん

に
す
い
よ
な
奴
が
お
っ
た
な
あ
、
俺
い
言
え
よ
。
（
コ
ウ
、
お

れ
を
お
ま
え
の
親
父
が
わ
り
と
思
え
。
お
前
は
ひ
と
り
で
は
な

い
ぞ
。
お
れ
が
つ
い
て
い
る
か
ら
な
。
も
し
、
お
ま
え
を
の
け

も
の
に
す
る
よ
う
な
奴
が
い
た
ら
、
お
れ
に
言
え
よ
）
」

ま
た
、
焼
酎
が
入
っ
て
饒
舌
に
な
る
と
、
決
ま
っ
て
言
っ

た
。「

よ
か
か
、
人
と
し
て
生
〈
ん
〉
ま
れ
た
か
ら
な
、
夢
や
幻

ゅ
持
た
ん
な
い
か
ん
。
今
は
日
本
の
国
が
生
ま
れ
変
わ
ろ
ち
し

ち
ょ
い
大
変
な
時
代
じ
ゃ
。
自
分
の
命
〈
い
の
〉
つ
賭
け
て
で

ん
、
周
〈
ま
わ
〉
い
の
も
ん
に
さ
げ
す
ま
れ
て
ん
、
立
派
な
国

を
作
い
ち
い
う
太
〈
ふ
と
〉
か
夢
ん
た
め
な
、
進
ま
ん
な
な
ら

ん
と
よ
。
（
良
い
か
。
人
と
し
て
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
夢
を

持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
は
日
本
が
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
大
変
な
時
代
だ
。
自
分
の
命
を
賭
し
て
で
も
、
周
り
の
者

に
さ
げ
す
ま
れ
て
も
、
り
っ
ぱ
な
国
を
作
る
と
い
う
大
き
な
夢

の
た
め
に
は
、
進
ま
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
だ
）
」

孝
之
進
は
、
し
っ
か
り
と
う
な
ず
く
の
だ
っ
た
。

「
我
が
命
つ
捨
て
て
で
ん
、
お
国
ん
た
め
い
働
っ
。
（
自
分

の
命
を
捨
て
て
も
、
お
国
の
た
め
に

働
く
）
」

決
心
す
る
と
、
身
体
中
か
ら
勇
気
が
み
な
ぎ
っ
て
く
る
よ
う

だ
っ
た
。
母
の
た
め
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
お
国
の

た
め
に
も
し
っ
か
り
と
学
問
を
す
る
の
だ
、
と
孝
之
進
は
自
分

に
言
い
聞
か
せ
た
。
学
校
に
出
さ
せ
て
も
ら
う
時
間
以
外
は
、

焼
酎
造
り
の
手
伝
い
を
し
て
働
い
た
。

一
八
八
〇
年
（
明
治
十
三
年
）
に
小
学
校
を
終
え
る
と
、
孝
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之
進
は
焼
酎
造
り
の
手
伝
い
の
仕
事
を
続
け
る
傍
ら
共
立
学
舎

に
籍
を
置
き
、
自
学
自
習
で
中
学
進
学
を
目
指
し
た
。
こ
の
共

立
学
舎
の
創
立
者
は
、
野
村
政
明
（
の
む
ら

ま
さ
あ
き
）
と

い
う
人
物
だ
っ
た
。
野
村
は
鹿
児
島
中
学
の
創
設
者
で
も
あ

り
、
鹿
児
島
新
聞
の
初
代
社
長
を
務
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。一

八
八
一
年
（
明
治
十
四
年
）
に
な
る
と
、
西
南
戦
争
で
投

獄
さ
れ
た
私
学
校
（
西
郷
隆
盛
が
創
設
）
の
中
堅
幹
部
が
次
々

に
釈
放
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
中
の
一
人
が
野
村
だ
っ
た
。

野
村
た
ち
は
、
獄
中
で
練
っ
て
い
た
郷
土
の
復
興
事
業
に
と
り

か
か
っ
た
。
一
つ
は
私
学
校
に
代
わ
る
教
育
施
設
で
あ
る
鹿
児

島
中
学
の
創
設
、
も
う
一
つ
は
自
由
民
権
を
啓
蒙
す
る
た
め
の

新
聞
創
刊
だ
っ
た
。
共
立
学
舎
や
中
学
の
経
費
は
野
村
に
よ
る

浄
財
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
生
徒
か
ら
費
用
の
徴
収
は
一
切
な
か

っ
た
。
鹿
児
島
の
士
族
の
家
計
は
苦
し
か
っ
た
た
め
、
野
村
は

身
銭
を
切
っ
て
無
償
の
教
育
を
提
供
し
た
の
だ
っ
た
。

少
年
孝
之
進
は
、
野
村
の
姿
を
見
、
演
説
を
聴
い
た
。
こ
う

い
う
人
を
立
派
な
人
と
い
う
の
だ
ろ
う
と
、
感
動
し
た
。
そ
し

て
、
始
め
ら
れ
た
ば
か
り
の
鹿
児
島
中
学
に
一
八
八
一
年
（
明

治
十
四
年
）
に
入
学
し
た
。

一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
二
月
に
は
「
鹿
児
島
新
聞
」

（
「
南
日
本
新
聞
」
の
前
身
）
が
創
刊
さ
れ
た
。
十
二
歳
に
な

っ
て
い
た
孝
之
進
は
人
が
読
ん
だ
後
の
新
聞
を
も
ら
い
、
一
心

に
読
み
ふ
け
っ
た
。
国
会
開
設
や
言
論
・
集
会
の
自
由
を
訴
え

て
の
討
論
な
ど
を
知
ら
せ
る
論
説
は
、
特
に
何
度
も
読
み
返
さ

ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
読
ん
で
い
る
と
、
内
か
ら
熱
い
も
の

が
こ
み
上
げ
て
く
る
。
新
聞
社
は
孝
之
進
の
家
か
ら
は
歩
い
て

十
五
分
く
ら
い
で
行
け
る
旧
戸
長
役
場
（
き
ゅ
う

こ
ち
ょ
う

や
く
ば
）
に
で
き
て
い
た
。
孝
之
進
は
、
わ
ず
か
な
休
憩
時
間

に
、
新
聞
社
を
見
に
走
っ
た
。

鹿
児
島
で
の
新
聞
印
刷
は
初
め
て
だ
っ
た
だ
け
に
、
新
聞
社

に
は
見
物
人
が
押
し
か
け
て
い
た
。
当
時
の
印
刷
機
は
三
人
が

か
り
で
動
か
す
人
力
機
だ
っ
た
。
活
字
を
は
め
こ
ん
だ
版
の
上

に
イ
ン
ク
を
塗
り
、
紙
を
載
せ
、
ギ
ュ
ッ
と
押
し
つ
け
て
は
取

り
出
す
と
い
う
単
純
作
業
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
職
人
た
ち
の
息

の
あ
っ
た
流
れ
作
業
に
、
見
て
い
る
大
人
た
ち
は
「
速
い
も
の

だ
」
と
感
心
し
あ
っ
て
い
た
。
刷
り
た
て
の
新
聞
が
掲
示
板
に

張
り
出
さ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
人
々
が
群
が
っ
た
。

孝
之
進
は
、
文
選
、
植
字
、
組
版
、
印
刷
の
工
程
を
飽
き
ず

に
眺
め
て
い
た
。
大
人
た
ち
が
食
い
入
る
よ
う
に
新
聞
の
活
字

を
読
む
様
子
を
見
る
だ
け
で
、
心
が
弾
ん
で
く
る
。
残
念
な
が

ら
、
戸
長
役
場
内
の
鹿
児
島
新
聞
社
・
印
刷
所
は
半
年
あ
ま
り

で
引
き
揚
げ
て
し
ま
っ
た
。
が
、
新
聞
印
刷
の
光
景
は
孝
之
進

の
脳
裏
に
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
た
。

そ
の
こ
ろ
の
孝
之
進
は
、
一
日
働
い
て
く
た
く
た
に
な
っ
た
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い
逸
材
じ
ゃ
っ
ち
、
確
信
す
い
ご
っ
な
っ
た
。
お
前
ゆ
こ
こ
い

埋
れ
さ
せ
っ
し
も
と
は
、
俺
に
は
あ
ん
ま
い
惜
し
。
銭
〈
ぜ

ん
〉
の
こ
ち
ゃ
出
来
〈
で
く
〉
い
限
い
助
く
ご
ち
ゃ
い
。
東
京

で
学
ん
こ
つ
考
〈
か
ん
げ
〉
っ
み
よ
。
そ
し
て
、
立
派
な
日
本

ぬ
作
っ
く
れ
（
お
前
を
見
て
き
て
お
ま
え
こ
そ
、
日
本
の
国
に

貢
献
で
き
る
逸
材
で
あ
る
と
、
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
お

前
を
こ
こ
に
埋
も
れ
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
、
お
れ
に
と
っ
て
あ

ま
り
に
惜
し
い
。
金
銭
的
な
こ
と
は
で
き
る
限
り
助
け
た
い
。

東
京
で
学
ぶ
こ
と
を
考
え
て
み
ろ
。
そ
し
て
、
り
っ
ぱ
な
日
本

を
作
っ
て
く
れ
）
」

孝
之
進
は
唇
が
震
え
て
、
す
ぐ
に
は
言
葉
を
出
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
何
と
か
、
心
を
落
ち
着
か
せ
る
と
、
姿
勢
を
正

し
、
深
々
と
お
辞
儀
を
し
た
。

「
先
生
、
も
っ
た
い
な
か
話
〈
は
な
〉
す
。
有
難
〈
あ
い
が

と
〉
申
〈
も
〉
さ
げ
も
す
。
わ
た
し
の
中
で
も
や
も
や
し
ち
ょ

っ
た
夢
は
こ
い
じ
ゃ
っ
た
と
か
ち
、
今
わ
か
い
も
し
た
。
東
京

い
出
っ
学
問
ぬ
積
ん
、
お
国
の
た
め
い
全
力
を
尽
す
こ
つ
目
指

し
も
す
（
も
っ
た
い
な
い
お
話
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

わ
た
し
の
中
で
も
や
も
や
し
て
い
た
夢
は
こ
れ
だ
っ
た
の
か

と
、
今
わ
か
り
ま
し
た
。
東
京
に
出
て
学
問
を
積
み
、
お
国
の

た
め
に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
を
目
指
し
ま
す
）
」

雨
田
は
、
う
な
ず
い
た
。

（
以
下
次
号
）
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夜
、
平
吉
の
特
別
の
配
慮
で
与
え
ら
れ
た
灯
火
の
下
で
本
を
開

く
の
が
、
何
よ
り
も
楽
し
み
だ
っ
た
。

孝
之
進
は
暗
誦
を
し
て
も
、
算
盤
を
前
に
し
て
も
、
ほ
か
の

誰
よ
り
も
ず
ば
抜
け
て
よ
く
で
き
た
。
教
師
雨
田
喜
助
（
あ
め

だ

き
す
け
）
は
、
孝
之
進
を
か
わ
い
が
っ
た
。
孝
之
進
が
十

五
歳
を
迎
え
た
こ
ろ
だ
。
雨
田
は
、
学
校
で
の
一
日
が
終
わ
っ

た
時
、
孝
之
進
を
わ
ざ
わ
ざ
呼
ん
で
座
ら
せ
た
。

「
コ
ウ
、
お
前
や
、
こ
い
か
ぁ
ど
げ
ん
道
ぃ
進
も
ち
考
〈
か

ん
げ
〉
ち
ょ
っ
か
？

（
コ
ウ
、
お
ま
え
は
こ
れ
か
ら
ど
う
い

う
道
に
進
も
う
と
考
え
て
い
る
？
）
」

「
働
っ
な
が
ぁ
学
問
〈
が
っ
も
ん
〉
ぬ
続
け
っ
行
こ
ご
っ
思

ち
ょ
い
も
す
（
働
き
な
が
ら
学
問
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
）
」

「
お
前
い
が
お
っ
母
さ
ん
の
こ
つ
心
配
し
っ
せ
ー
、
そ
げ
ん

考
〈
か
ん
げ
〉
ち
ょ
っ
た
わ
か
い
。
働
っ
な
が
ぁ
学
問
ぬ
す
っ

ち
ゅ
う
の
は
立
派
な
こ
っ
じ
ゃ
。
た
だ
薩
摩
い
お
っ
せ
な
十
分

な
学
問
な
、
出
来
〈
で
け
〉
ん
じ
ゃ
ろ
。
東
京
い
出
い
気
は
な

か
か
（
お
前
が
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
心
配
し
て
そ
う
考
え
て
い

る
の
は
わ
か
る
。
働
き
な
が
ら
学
問
を
す
る
と
い
う
の
は
立
派

な
こ
と
だ
。
た
だ
、
薩
摩
に
い
て
は
十
分
な
学
問
は
で
き
ん
だ

ろ
う
。
東
京
に
出
る
気
は
な
い
か
）
」

孝
之
進
は
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
。

「
お
前
ゆ
見
て
き
て
、
お
前
く
さ
、
日
本
の
国
い
貢
献
で
く



白
川
静
先
生
逝
く

岡
田

健
嗣

去
る
十
月
三
十
日
、
漢
字
学
の
巨
匠
・
白
川
静
先
生
が
、
享

年
九
十
六
歳
で
鬼
籍
に
入
ら
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
漢
点
字
の
普
及
を
祈
念
し
つ
つ
漢
字
の
勉
強
を
し

て
参
り
ま
し
た
。
正
に
ヨ
チ
ヨ
チ
歩
き
の
連
続
、
ま
と
も
に
漢

字
と
い
う
文
字
と
組
み
合
う
力
を
得
ら
れ
ず
今
も
挌
闘
し
て
お

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
先
生
の
編
ま
れ
た
『
字
統
』
、

『
字
訓
』
、
『
字
通
』
の
三
部
作
は
、
太
陽
の
よ
う
に
何
時
も

先
を
照
ら
し
続
け
て
い
ま
す
。

現
在
本
会
は
、
漢
点
字
の
講
習
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
無
謀
な
試
み
と
は
知
り
な
が
ら
、
講
習
会
向
け
に
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
テ
キ
ス
ト
を
作
っ
て
い
ま
す
。
否
が
応
で
も
漢
字
の
勉
強

を
し
な
け
れ
ば
、
事
に
当
た
れ
な
い
情
況
に
置
か
れ
て
い
る
と

言
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
な
が
ら
、
川
上
先
生
の
漢
点
字

が
、
如
何
に
漢
字
の
構
成
を
点
字
符
号
に
反
映
し
て
い
る
か
を

日
々
知
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
改
め
て
確
信

し
て
い
ま
す
。

白
川
先
生
が
私
ど
も
一
般
向
け
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の

は
、
先
の
三
部
作
や
漢
字
の
研
究
書
の
他
に
、
殷
（
商
）
か
ら

周
へ
の
古
代
中
国
の
民
族
と
思
想
の
変
遷
、
孔
子
の
解
釈
、
ま

た
「
詩
経
」
と
我
が
国
の
「
万
葉
集
」
の
近
接
、
殷
（
商
）
と

我
が
国
の
創
世
神
話
の
類
似
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
の
文
化
の
層

を
、
〈
漢
字
〉
の
解
き
明
か
し
を
通
し
て
、
血
の
通
っ
た
人
間

の
営
み
と
し
て
、
私
た
ち
に
示
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
に
私
に
最
も
印
象
的
だ
っ
た
の
が
、
「
六

書
」
の
一
つ
「
形
声
文
字
」
の
解
釈
で
し
た
。

従
来
は
、
意
味
符
号
と
音
符
号
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が

「
形
声
文
字
」
だ
と
さ
れ
て
い
て
、
偏
や
旁
を
そ
れ
ぞ
れ
に
分

類
し
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
白
川
先
生
は
、
〝
音
符
号
〟
と
さ

れ
て
い
る
も
の
も
、
意
味
の
系
譜
に
従
っ
て
い
る
の
で
、
「
形

声
文
字
」
と
は
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
文
字
だ
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

經
、
徑
、
輕
、
莖
、
頸
、
脛

富
、
福
、
副
、
幅
、
匐

復
、
腹
、
複
、
覆
、
輹

場
、
腸
、
暢
、
湯
、
揚
、
陽
、
楊

こ
れ
ら
の
文
字
の
旁
は
音
符
号
と
し
て
そ
の
文
字
の
読
み
を

表
し
て
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
意
味
の
系
列
を
成
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
旁
は
、
元
来
は
独
立
し
た
文
字
で
あ
っ
て
、
意

味
も
読
み
も
備
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
で

は
「
形
声
文
字
」
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
だ
け
用
い
ら
れ
て

い
る
た
め
に
、
音
符
号
へ
の
位
置
づ
け
が
強
く
働
い
て
い
ま
す
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が
、
意
味
へ
の
注
意
を
欠
か
し
て
は
な
ら
な
い
、
先
生
は
そ
の

よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
と
、
私
は
解
し
ま
し
た
。

私
は
漢
点
字
か
ら
漢
字
の
世
界
に
入
っ
た
者
で
す
。
が
、

「
白
川
漢
字
学
」
と
言
わ
れ
る
先
生
の
立
論
は
、
私
の
よ
う
な

者
に
も
大
変
刺
激
的
で
、
先
生
の
著
書
や
編
ま
れ
た
辞
書
に
接

す
る
度
に
、
新
鮮
な
驚
き
に
似
た
も
の
を
感
じ
続
け
て
い
ま

す
。も

う
一
言
お
許
し
い
た
だ
け
る
な
ら
、
私
た
ち
が
使
用
し
て

い
る
触
読
文
字
で
あ
る
〈
漢
点
字
〉
は
、
充
分
先
生
の
議
論

を
、
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
だ
け
の
力
を
持
っ
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

現
在
本
会
で
は
、
先
生
が
監
修
さ
れ
た
『
常
用
字
解
』
（
平

凡
社
）
の
漢
点
字
訳
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
後
に
は
、
『
人

名
字
解
』
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë

ひ
と
こ
と

岡

田

健

嗣

こ
の
四
月
か
ら
、
身
体
障
害
者
自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
、

十
月
か
ら
本
格
的
に
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
は
、
昨
・
二
〇
〇
五
年
六
月
に
衆
院
を
通
過
し
た

の
だ
が
、
あ
の
国
会
解
散
劇
で
一
旦
廃
案
に
な
り
、
総
選
挙
後

に
再
び
国
会
に
上
程
さ
れ
て
、
同
十
一
月
に
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
。

私
は
昨
年
７
月
、
障
害
者
の
移
動
支
援
を
業
と
す
る
会
社
を

立
ち
上
げ
て
、
事
業
を
始
め
た
。
社
会
福
祉
の
事
業
は
、
基
本

的
に
社
会
資
源
、
と
り
わ
け
障
害
者
を
対
象
と
す
る
場
合
は
税

か
ら
の
支
出
を
頼
り
の
経
営
と
な
る
。
事
業
者
と
し
て
は
こ
の

辺
り
が
大
変
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
、
国
や
地
方
団
体
の
財
布
の

紐
は
、
年
々
固
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
足
当
初
か
ら
経

営
難
に
陥
る
虞
を
抱
き
な
が
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。

事
業
者
と
し
て
の
対
応
は
勿
論
だ
が
、
私
自
身
こ
の
制
度
の

対
象
者
で
も
あ
る
。
こ
の
四
月
か
ら
暫
定
的
に
施
行
し
、
十
月

か
ら
本
格
的
実
施
と
い
う
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
が
昨
年
暮
れ
に
、

行
政
か
ら
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
お
お
ざ
っ
ぱ
な
日
程
は
分
か

っ
た
が
、
内
容
が
分
か
ら
な
い
。
対
象
者
と
し
て
も
不
安
が
増

し
て
行
く
ば
か
り
と
な
っ
た
。

事
業
者
と
し
て
は
誠
に
新
前
で
、
新
た
な
制
度
を
始
め
る
に

当
た
っ
て
、
何
時
・
ど
の
よ
う
に
そ
の
枠
組
み
と
内
容
を
明
ら

か
に
さ
れ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
す
れ
ば
よ
い

か
な
ど
、
ピ
リ
ピ
リ
し
た
毎
日
に
な
っ
て
行
っ
た
。

今
現
在
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
一
年
経
っ
て
い
る
の
だ
が
、
実
際

上
、
不
安
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
事
態
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

変
わ
っ
た
の
は
、
制
度
が
既
に
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
確
か
に
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
何
か
は
ハ
ッ
キ
リ

し
た
は
ず
だ
？

が
、
…
…
？
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た
と
え
ば
、
介
護
保
険
制
度
と
障
害
者
自
立
支
援
制
度
の
合

体
は
、
厚
労
省
の
中
で
は
決
定
事
項
と
な
っ
て
い
る
と
見
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
、
自
立
支
援
制
度
ば
か

り
で
な
く
介
護
保
険
制
度
に
も
、
大
き
く
メ
ス
を
振
る
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
省
内
に
は
、
そ
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
も
で
き
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
立

支
援
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
、
介
護
保
険
と
同
様
の
基
準
を

適
用
し
て
、
利
用
者
の
原
則
一
割
負
担
、
調
査
票
に
よ
る
障
害

認
定
、
施
設
入
居
者
の
食
事
な
ど
生
活
経
費
の
原
則
負
担
な

ど
、
障
害
者
施
策
を
介
護
保
険
制
度
に
よ
る
高
齢
者
施
策
と
同

型
に
整
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
こ
と
で
あ

る
。と

り
わ
け
調
査
票
に
よ
る
障
害
認
定
と
い
う
の
が
、
介
護
保

険
の
介
護
度
認
定
と
全
く
同
じ
調
査
票
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た

た
め
に
、
対
象
の
障
害
者
も
調
査
に
訪
れ
た
調
査
員
も
、
障
害

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
項
目
が
適
用
さ
れ
る
の
か
分
か
ら
ず
、

誠
に
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
な
問
答
が
あ
ち
こ
ち
で
繰
り
広
げ
ら

れ
て
、
極
め
て
不
評
だ
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
置
か
れ

て
い
る
状
況
が
一
年
前
と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ

不
安
が
増
す
ば
か
り
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

も
う
一
つ
、
こ
の
自
立
支
援
法
は
四
月
か
ら
暫
定
的
に
施
行

さ
れ
た
の
だ
が
、
施
設
入
居
者
は
そ
の
四
月
か
ら
制
度
に
直
撃

さ
れ
て
、
費
用
の
負
担
が
激
増
す
る
こ
と
か
ら
、
施
設
で
仕
事

を
し
な
が
ら
の
生
活
で
は
、
費
用
が
上
回
っ
て
、
生
活
が
成
り

立
た
な
く
な
る
と
い
う
例
が
続
出
し
た
。
つ
い
に
施
設
を
退
所

し
て
、
仕
事
も
で
き
な
く
な
る
と
い
う
、
こ
の
自
立
支
援
法
の

理
念
と
裏
腹
な
結
果
が
出
現
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
が

マ
ス
コ
ミ
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で
も

大
き
く
報
道
さ
れ
た
り
し
た
。

こ
の
秋
の
臨
時
国
会
で
、
厚
労
相
は
「
障
害
者
自
立
法
は
、

当
事
者
の
意
見
を
よ
く
聞
い
た
上
で
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の

で
、
施
行
に
当
た
っ
て
も
、
情
況
を
よ
く
検
討
す
る
」
と
答
弁

し
て
い
る
。
し
か
し
ど
う
も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
の

が
大
方
の
見
方
で
あ
る
が
、
一
度
決
め
た
ら
変
更
に
は
応
じ
な

い
と
い
う
行
政
の
態
度
は
、
今
回
も
保
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。

私
が
関
わ
っ
て
い
る
移
動
介
助
（
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
）
の
実
態

に
即
し
て
例
を
挙
げ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
問
答
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
障
害
者
の
通
院
の
移
動
介
助
の
際
、
こ
れ
ま
で
は
ガ

イ
ド
ヘ
ル
プ
事
業
の
中
で
行
っ
て
来
た
が
、
今
後
は
居
宅
介
護

（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）
事
業
で
行
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
通
院
の
介
助
は
自
宅
か
ら
病
院
の
玄
関
ま
で
、
病
院
の
玄

関
か
ら
自
宅
ま
で
に
限
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
通
院
の
送
り
迎

え
だ
け
で
、
そ
の
途
次
で
の
買
い
物
や
食
事
は
不
可
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
ま
た
、
病
院
内
の
介
助
は
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
が
行

う
も
の
で
、
ヘ
ル
パ
ー
が
手
を
出
す
こ
と
も
不
可
だ
と
い
う
の
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で
あ
る
。

厚
労
省
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
し
た
の
か
分
か

ら
な
い
が
、
私
は
係
官
に
電
話
で
尋
ね
る
こ
と
に
し
た
。
以
下

は
そ
の
問
答
で
あ
る
。
Ｑ
：
が
私
、
Ａ
：
が
厚
労
省
係
官
。

Ｑ
：
視
覚
障
害
者
が
通
院
す
る
と
き
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
の
利

用
は
、
病
院
の
入
り
口
ま
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
聞
き
ま
し

た
が
、
本
当
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
（
居
宅
支
援
制
度
に
よ
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
が
担
当
）
の
関
与
は
、
原
則
と
し
て
、
自
宅
か
ら
病
院
の

入
り
口
ま
で
、
帰
り
も
出
口
か
ら
自
宅
ま
で
で
す
。

Ｑ
：
こ
れ
ま
で
は
よ
く
病
院
か
ら
の
帰
り
道
に
、
買
い
物
を

し
た
り
、
食
事
を
し
た
り
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
で
き
な
い

の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
原
則
と
し
て
で
き
ま
せ
ん
。

Ｑ
：
病
院
の
中
も
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
お
世
話
に
は
な
れ
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
病
院
の
中
は
、
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
が
担
当
し
ま
す
の

で
、
病
院
に
お
願
い
し
て
下
さ
い
。

Ｑ
：
私
が
通
っ
て
い
る
病
院
に
は
、
そ
の
よ
う
な
係
は
い
な

い
よ
う
で
す
が
、
院
内
で
の
障
害
者
の
お
世
話
を
し
て
下
さ
る

病
院
は
、
ど
の
辺
り
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
把
握
し
て
い
ま
せ
ん
。

Ｑ
：
調
べ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

Ａ
：
そ
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
：
全
国
の
病
院
に
、
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ッ
フ
を
置
い
て
い

た
だ
く
よ
う
、
ご
指
導
を
お
願
い
で
き
ま
す
か
？

Ａ
：
そ
の
予
定
も
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
：
そ
う
し
ま
す
と
、
私
た
ち
障
害
者
は
ど
う
す
れ
ば
よ
ろ

し
い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
で
す
か
ら
〝
原
則
と
し
て
と
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。
も

し
お
通
い
の
病
院
に
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ッ
フ
が
い
な
い
場
合

は
、
ヘ
ル
パ
ー
が
同
行
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
原
則
で
す
か

ら
例
外
も
認
め
ま
す
。

Ｑ
：
な
る
ほ
ど
そ
う
で
す
か
？
し
か
し
〝
原
則
〟
で
あ
る
以

上
、
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
私
の
知
る
限
り
で

は
、
障
害
者
の
お
世
話
を
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
置
い
て
い
る
病
院

は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
場
合
に
ヘ
ル
パ
ー
の
同

行
が
認
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
で
す
か
ら
そ
う
い
う
係
が
い
な
い
病
院
で
し
た
ら
、
院

内
で
も
ヘ
ル
パ
ー
の
同
行
を
認
め
ま
す
。

Ｑ
：
し
か
し
、
認
め
な
い
の
が
原
則
で
し
た
ら
、
私
た
ち
は

ど
う
い
う
条
件
が
整
え
ば
ヘ
ル
パ
ー
の
同
行
が
認
め
ら
れ
る
の

か
、
大
変
心
配
に
な
り
ま
す
。

Ａ
：
い
い
え
、
院
内
に
係
の
い
な
い
病
院
で
し
た
ら
、
ヘ
ル

パ
ー
が
同
行
し
て
結
構
で
す
。

Ｑ
：
し
か
し
、
〝
原
則
〟
は
…
？
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Ａ
：
で
す
か
ら
そ
れ
が
〝
原
則
〟
で
す
。

Ｑ
：
た
と
え
例
外
が
一
〇
〇
％
で
も
、
〝
原
則
〟
は
原
則
な

の
で
す
か
？

Ａ
：
そ
う
で
す
。

（
二
〇
〇
六
年
九
月
半
ば
）

こ
の
問
答
の
後
、
私
を
担
当
す
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
報
告

し
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
で
も
あ
る
ま
い
が
、
横
浜
市
や

そ
の
他
の
自
治
体
も
、
こ
れ
に
添
っ
た
回
答
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
一
つ
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
解
消
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
何
と
か
解
消
し
た
の
だ
が
、

ま
た
次
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
出
現
し
、
そ
し
て
ま
た
次
、
ま
た

次
…
、
限
り
な
く
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë

漢
点
字
訳
書
紹
介

『
珠
玉
百
歌
仙
』

（
塚
本
邦
雄
著
、
毎
日
新
聞
社

一
九
七
九
年
）

著
者
の
塚
本
邦
雄
氏
は
、
戦
後
歌
壇
の
重
鎮
と
し
て
長
く
活

躍
さ
れ
ま
し
た
が
、
昨
年
・
二
〇
〇
五
年
六
月
九
日
に
ご
逝
去

さ
れ
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
著
書
は
、
私
た
ち
に
、
和
歌
ば
か
り

で
な
く
、
文
学
鑑
賞
の
方
法
を
、
文
化
の
批
評
の
方
法
を
指
し

示
し
て
下
さ
る
も
の
で
す
。
以
下
、
同
書
の
「
序
」
か
ら
。

（
岡

田
）

『
珠
玉
百
歌
仙
』

序

砂
中
の
金
・
雨
夜
の
星

記
紀
歌
謠
か
ら
萬
葉
、
二
十
一
代
集
を
經
て
近
代
短
歌
に
到

る
和
歌
史
展
望
、
名
歌
拔
粹
の
書
は
、
既
に
幾
度
か
、
幾
多
の

實
作
者
、
批
評
家
に
よ
つ
て
編
ま
れ
、
世
の
人
人
に
迎
へ
ら
れ

て
來
た
。
（
中
略
）

か
く
思
ひ
つ
つ
、
私
自
身
も
既
に
一
度
『
王
朝
百
首
』
と
題

し
て
上
限
を
九
世
紀
の
在
原
業
平
に
、
下
限
を
十
三
世
紀
の
順

徳
院
に
絞
つ
て
、
す
な
は
ち
敕
撰
集
の
上
で
は
古
今
か
ら
新
敕

撰
の
九
代
集
に
わ
た
る
期
間
の
作
家
九
十
四
人
歌
百
首
を
選

び
、
心
の
趣
く
ま
ま
に
鑑
賞
し
て
一
卷
を
成
し
た
。
こ
の
百
首

の
中
に
は
傳
定
家
撰
百
人
一
首
の
歌
人
五
十
四
人
を
採
り
、
彼

が
敢
へ
て
逸
し
た
四
十
人
を
特
に
選
び
入
れ
た
。
撰
歌
も
前
者

五
十
四
首
は
、
十
三
世
紀
當
時
に
於
て
、
當
然
そ
れ
こ
そ
各
歌

人
の
代
表
作
、
一
代
の
絶
唱
と
思
は
れ
る
も
の
を
の
み
提
示
し

た
。
言
は
ば
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
し
か
も
眞
の
秀
歌
に
乏
し

い
小
倉
百
人
一
首
を
修
正
改
撰
す
る
の
が
私
の
意
圖
で
あ
つ

た
。
從
つ
て
百
首
悉
皆
眷
戀
の
歌
の
み
、
小
倉
版
に
當
然
入
つ

て
然
る
べ
し
と
、
十
中
八
｀
九
の
頷
く
で
あ
ら
う
齋
宮
女
御
徽

子
、
頼
政
、
小
侍
從
、
宮
内
卿
、
俊
成
女
等
を
も
撰
入
し
、
私

の
存
念
は
お
ほ
よ
そ
果
せ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
約
五
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年
の
星
霜
を
閲
し
た
。
次
に
果
す
べ
き
は
『
王
朝
百
首
』
に
先

立
つ
時
代
の
作
、
こ
れ
に
續
く
近
世
の
詞
華
の
發
掘
と
顯
彰
で

あ
つ
た
。
（
中
略
）

私
は
む
し
ろ
、
從
來
歌
の
衰
頽
期
、
暗
黒
時
代
と
見
做
し
、

鑑
賞
を
た
め
ら
ひ
續
け
て
來
た
十
三
世
期
後
半
か
ら
十
九
世
紀

に
渡
る
夥
し
い
歌
群
の
中
か
ら
、
八
代
集
和
歌
黄
金
時
代
の
絶

唱
と
比
較
し
得
る
作
を
撰
出
す
る
こ
と
に
努
力
を
傾
注
し
た
。

衰
微
退
潮
と
一
口
に
言
ひ
つ
つ
も
、
玉
葉
、
風
雅
に
は
逸
す
べ

か
ら
ざ
る
佳
品
が
決
し
て
少
く
は
な
い
。
二
歌
集
を
除
く
續
後

撰
か
ら
新
續
古
今
ま
で
の
十
歌
集
か
ら
、
砂
漠
の
中
に
砂
金
で

も
拾
ふ
や
う
な
思
ひ
で
秀
作
を
尋
ね
廻
る
の
も
、
一
種
自
虐
的

な
樂
し
み
だ
つ
た
と
言
へ
る
。
砂
漠
に
も
金
は
あ
り
雨
夜
に
も

星
は
見
え
た
。
連
歌
俳
諧
全
盛
の
十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀

を
、
俳
諧
師
の
和
歌
作
品
を
も
選
び
入
れ
つ
つ
近
世
へ
下
る
道

程
は
、
お
ほ
よ
そ
そ
の
や
う
な
焦
燥
と
諦
觀
が
つ
き
ま
と
ひ
續

け
た
。
以
後
幕
末
ま
で
の
行
路
は
言
ふ
も
更
な
り
、
輩
出
す
る

高
名
な
國
學
者
の
眼
高
手
低
の
凡
作
中
か
ら
水
準
作
を
選
び
、

そ
の
中
か
ら
佳
品
を
抽
出
す
る
作
業
は
相
當
な
精
神
勞
働
で
あ

る
。
和
歌
は
ほ
ん
の
一
握
り
の
先
覺
者
を
岸
に
遺
し
て
、
細
り

つ
つ
、
濁
り
つ
つ
明
治
に
流
れ
入
る
。
そ
し
て
「
明
星
」
と

「
根
岸
短
歌
會
」
に
よ
つ
て
、
實
質
的
な
革
新
の
機
運
の
盛
上

る
直
前
で
、
こ
の
詞
華
集
の
時
期
は
切
上
げ
た
。
兩
派
の
切
磋

琢
磨
を
希
つ
て
觀
潮
樓
歌
會
を
開
く
先
覺
者
、
前
人
未
踏
の
文

學
領
域
に
挑
戰
し
た
超
人
森
鴎
外
の
一
首
を
以
て
閉
ぢ
た
の

は
、
こ
の
後
の
歴
史
こ
そ
初
め
て
現
代
短
歌
に
直
結
す
る
も
の

で
あ
り
、
卷
を
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
中
略
）

『
珠
玉
百
歌
仙
』
『
王
朝
百
首
』
（
文
化
出
版
局
）
『
秀
吟

百
趣
』
（
毎
日
新
聞
社
）
三
者
を
通
覽
す
る
な
ら
六
五
〇
年
生

れ
の
齊
明
天
皇
か
ら
、
一
九
三
八
年
生
れ
の
佐
佐
木
幸
綱
ま

で
、
ほ
ぼ
十
三
世
紀
に
わ
た
る
日
本
の
代
表
歌
人
の
、
記
憶
に

價
し
愛
誦
に
耐
へ
る
作
品
が
掌
握
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
（
中

略
）私

は
少
く
と
も
『
秀
吟
百
趣
』
に
準
じ
て
菟
玖
波
集
以
後
の

連
歌
、
あ
る
い
は
芭
蕉
以
後
の
發
句
の
秀
逸
を
す
ぐ
つ
て
鑑
賞

し
顯
彰
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
當
然
記
紀
以
後
の
歌
謠
群
に
深

く
分
け
入
り
、
こ
れ
も
先
年
公
に
し
た
、
梁
塵
祕
抄
・
閑
吟
集

秀
作
撰
『
君
が
愛
せ
し
』
（
み
す
ず
書
房
）
に
準
ず
る
私
撰
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
み
上
げ
て
、
そ
の
稱
揚
文
を
綴
ら
う
。
日
本

の
詩
歌
の
す
べ
て
に
、
あ
ま
ね
く
愛
惜
と
畏
敬
の
眼
を
そ
そ

ぎ
、
鬱
然
た
る
一
大
詞
華
集
を
創
り
上
げ
る
こ
と
こ
そ
、
言
語

藝
術
、
殊
に
韻
文
定
型
詩
に
關
る
人
す
べ
て
に
通
じ
る
今
生
の

「
夢
」
で
は
な
か
ら
う
か
。
（
後
略
）
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漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

大
道
廢
れ
て
仁
義
有
り

た
い
ど
う

す
た

じ
ん
ぎ

あ

レ
テ

リ

大

道

廢

有
二

仁

義
一

、

知

恵

デ
テ

リ

シ
テ

セ

リ

出

有
二

大

偽
一

。

六

親

不
レ

和

有
二

り
く

シ
テ

リ

孝

慈
一

、

国

家

昏

亂

有
二

忠

臣
一

。

こ
ん

老
子

第
十
八
章
（
全
文
）

大
器
晩
成

た
い
き

ば
ん
せ
い

ハ

ク

ハ

ス

大

方

無
レ

隅
、
大

器

晩

成
。

く
ま

ハ

ク

ハ

シ

大

音

希
レ

声
、
大

象

無
レ

形
。

な

ハ

レ
テ

シ

ヅ
ク
ル

レ

ダ

ノ
ミ

ク

道

隠

無
レ

名
。
夫

唯

道

善

シ

ツ

ス

貸

且

成
。

老
子

第
四
十
一
章(

終
わ
り
の
部
分)

高
等
学
校
教
科
書
『
古
典
一

漢
文
編
』

参

照

図

書

（

第

一

学

習

社

）

、

同

教

科

書

準

拠

〈
教
科
書
学
習
〉(

朋
友
出
版)

他

大
道
廃
れ
て
仁
義
有
り
、
知
恵
出
で
て
大
偽

た
い
ど
う

す
た

じ
ん
ぎ

あ

ち

え

い

た
い
ぎ

有
り
。
六
親
和
せ
ず
し
て
孝
慈
有
り
、
国
家

あ

り
く
し
ん

わ

こ
う
じ

あ

こ
く
か

昏
乱
し
て
忠
臣
有
り
。

こ
ん
ら
ん

ち
ゅ
う
し
ん

あ

大
道
＝
自
然
の
道
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
。
老
子
が
最
高

た
い
ど
う

善
と
す
る
も
の
。
「
仁
義
」
は
、
儒
家
の
重
ん
ず
る
徳
目
。

六
親
＝
父
子
、
兄
弟
、
夫
婦
。
親
族
全
体
を
い
う
こ
と
も

り
く
し
ん

あ
る
。
孝
慈
＝
親
や
祖
先
に
よ
く
つ
か
え
る
子
や
孫
。

こ
う
じ

大
方
は
隅
無
く
、
大
器
は
晩
成
す
。
大
音
は

た
い
ほ
う

く
ま

な

た
い

き

ば
ん
せ
い

だ
い
お
ん

声
希
く
、
大
象
は

形
無
し
。

こ
え

な

だ
い
し
ょ
う

か
た
ち

な

道
は
隠
れ
て
名
づ
く
る
無
し
。
夫
れ
唯
だ
道

み
ち

か
く

な

な

そ

た

み
ち

の
み
善
く
貸
し
且
つ
成
す
。

よ

か

か

な

大
方
＝
大
き
な
箱
。
大
器
晩
成
＝
大
き
な
器
は
な
か
な
か

だ
い
ほ
う

た
い
き

ば
ん
せ
い

で
き
あ
が
ら
な
い
。

大
象

＝
無
限
に
大
き
い
も
の
の
形
。

だ
い
し
ょ
う

〈
大
意
〉

あ
ま
り
に
も
大
き
な
も
の
は
見
る
こ
と
も
聞
く

こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、｢

道｣

は
か
く
れ
て

い
て
名
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、｢

道｣

こ

そ
が
、
万
物
に
力
を
貸
し
与
え
、
生
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

－ ２１ －



大 道 廢 レテ 有 リ 仁 義 、 知 恵

出 デテ 有 リ 大 偽 。 六 ｀りく 親 不

シテ 和 セ 有 リ 孝 慈 、 国 家昏

｀こん 亂 シテ 有 リ 忠 臣 。

大 方 ハ 無 ク 隅 ｀くま、 大 器 ハ 晩

成 ス 。 大 音 ハ 希 ｀な ク 声 、 大 象

ハ 無 シ 形 。

道 ハ 隠 レテ 無 シ 名 ヅクル 。 夫

レ 唯 ダ 道 ノミ 善 ク 貸 シ 且 ツ 成

ス 。

前号の訂正と補足 「行〃志学」（ゆくゆくしがく）

（p19） 漢文中にある「〃」は「〃」(祥南行書体)にフォントを訂正
します。 行〃 → 行〃

（p20） 点字符号に対応する入力文字は、「〃」でなく「々」に訂正
します。 行〃 → 行々

＊ 「〃」は漢文訓読の際に小さく添えられる繰り返し記号です。
＊ 「〃」は「〃」の祥南行書体です。同フォントを持たないパソコ

ンソフトで再操作したため、「〃」になりました。
＊ 漢点字用のテキスト入力の場合、「行〃」は「行々」のように

「々」で入力します。対応する点字符号は「 」です。

－ ２２ －



前回の新年会の様子

ご
報
告
と
ご
案
内

一

東
京
で
、
漢
点
字
の
勉
強
会
を
開
催
致
し
ま
す
。

東
京
漢
点
字
羽
化
の
会
で
は
、
来
年
四
月
か
ら
、
漢
点
字
の

勉
強
会
を
開
催
致
し
ま
す
。
「
う
ず
れ
ぽ
」
一
七
号
に
、
ご
案

内
を
掲
載
致
し
ま
し
た
の
で
、
ご
覧
下
さ
い
。

二

新
年
会
の
ご
案
内

本
会
で
は
例
年
通
り
、
新
年
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
会
員

並
び
に
ご
支
援
下
さ
る
皆
様
に
は
、
是
非
ご
参
集
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

日

時
：
二
〇
〇
七
年
一
月
二
十
一
日
（
日
）

一
三
：
三
〇
～
一
五
：
三
〇

場

所
：
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
桜
木
町

五
Ｆ

レ
ス
ト
ラ
ン
・
ベ
イ
サ
イ
ド

（
Ｊ
Ｒ
・
横
浜
市
営
地
下
鉄
、
桜
木
町
駅
前
）

費

用
：
五
、
〇
〇
〇
円
。

お
申
し
込
み
：
一
月
十
日
（
必
着
）

、
メ
ー
ル
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
（0

4
5
8
0
3
－
9
4
6
4

（
木
下
）
）
で
。

－

三

漢
点
字
訳
書
の
ご
紹
介

本
会
で
は
こ
れ
ま
で
、
漢
点
字
で
読
ま
な
け
れ
ば
理
解
・
鑑

賞
で
き
な
い
教
養
書
を
漢
点
字
訳
し
て
参
り
ま
し
た
。
今
回
も

二
冊
の
本
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

塚
本
邦
雄
著
『
珠
玉
百
歌
仙
』

（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
）
…
本
文
参
照

－ ２３ －



Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： eib_okada@ybb.ne.jp

横浜漢点字羽化の会 ＵＲＬ：http://ukanokai.web.infoseek.co.jp

《表紙絵 岡 稲子》 次回の発行は2月15日です。

※本誌(活字版･テープ版･ディスク版)の無断転載は固くお断りします。

－ ２４ －

高
橋
睦
郎
著
『
百
人
一
句
』

（
中
公
新
書

一
四
五
五
、
一
九
九
九
年
）

以
上
二
冊
は
、
ご
希
望
に
応
じ
て
、
漢
点
字
書
、
Ｅ
Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
版
何
れ
で
も
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。

四

横
浜
市
健
康
福
祉
総
合

セ
ン
タ
ー
の
改
良
工
事

明
く
る
二
月
か
ら
、
本
会
が
活
動
拠
点
と
し
て
い
る
、
市

・
社
会
福
祉
協
議
会
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
、

横
浜
市
健
康
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
建
物
が
、
耐
震
・
ア
ス

ベ
ス
ト
除
去
工
事
に
入
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
っ
て
暫
く
の

間
、
建
物
へ
の
立
ち
入
り
が
制
限
さ
れ
る
見
通
し
に
な
り
ま

し
た
。

そ
の
間
、
本
会
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
、
現
在
検

討
し
て
お
り
ま
す
。

と
り
わ
け
漢
点
字
講
習
会
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
開
催
す
る

に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
日
程
や
会
場
の
確
保
に
、
困
難
を

覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

会
員
並
び
に
ご
支
援
下
さ
る
皆
様
の
、
変
わ
り
ま
せ
ぬ
お

力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

編

集

後

記

も
う
今
年
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

来
月
は
恒
例
の
新
年
会
で
す
。
こ
こ
の
と

こ
ろ
会
場
は
桜
木
町
駅
前
の
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ

テ
ル
に
落
ち
着
い
た
よ
う
で
す
。
原
稿
の
量

の
関
係
で
ち
ょ
っ
と
隙
間
が
で
き
て
し
ま
っ

た
の
で
、
こ
の
間
の
新
年
会
の
写
真
を
１
枚

引
っ
張
り
出
し
て
入
れ
て
み
ま
し
た
。
沢
山

の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
、
楽
し
い
会
に

な
れ
ば
と
祈
っ
て
い
ま
す
。

上
の
記
事
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
わ
れ

わ
れ
の
活
動
拠
点
で
あ
る
健
康
福
祉
セ
ン
タ

ー
の
ビ
ル
全
体
が
、
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
と
耐

震
工
事
の
た
め
に
一
年
以
上
も
使
用
が
制
限

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
点
字
プ
リ
ン
タ

ー
の
置
き
場
や
、
定
例
会
・

講
習
会
の
場
所
に
つ
い
て
、

だ
い
ぶ
不
便
な
こ
と
に
な
り

そ
う
で
心
配
で
す
。


