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先
日
、
東
京
駅
丸
の
内
駅
舎
の
見
物
に
出
掛
け
て
来
ま
し
た
。
約
七
十
年
ぶ
り
に
大
正
当
時
の
三
階
建
と
ド
ー
ム
屋
根
の
姿
に
復

原
さ
れ
た
東
京
駅
。
路
上
に
も
駅
舎
内
に
も
大
勢
の
見
物
客
が
ゐ
ま
し
た
。
戦
前
の
姿
を
知
る
年
配
の
観
光
客
が
多
い
か
と
思
ひ
き

や
、
意
外
な
事
に
、
ど
こ
を
見
て
も
二
十
代
前
後
の
若
者
達
が
半
分
位
を
占
め
て
ゐ
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
を

手
に
写
真
を
撮
つ
て
ゐ
る
姿
や
、
装
ひ
新
た
に
し
た
駅
舎
の
完
成
を
祝
福
す
る
か
の
や
う
に
、
嬉
し
さ
う
に
声
を
上
げ
な
が
ら
眺
め

て
ゐ
る
姿
を
あ
ち
こ
ち
で
見
掛
け
ま
し
た
。

　

戦
後
生
れ
の
人
々
に
と
つ
て
、
大
正
当
時
の
姿
の
丸
の
内
駅
舎
と
は
、
白
黒
写
真
と
い
ふ
「
手
を
触
れ
る
事
の
出
来
な
い
、
二
次

元
空
間
内
の
存
在
」
に
過
ぎ
な
か
つ
た
だ
け
で
な
く
、「
二
階
建
に
八
角
形
の
屋
根
」
が
「
東
京
駅
と
し
て
当
り
前
の
姿
」
だ
と
長
ら

く
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ド
ー
ム
屋
根
の
三
階
建
が
三
次
元
空
間
の
実
際
の
建
物
と
し
て
蘇
つ
た
今
、「
こ
れ
ま
で

見
て
ゐ
た
駅
舎
は
飽
く
ま
で
も
仮
の
姿
で
、
本
来
は
こ
ん
な
姿
だ
つ
た
ん
だ
！
」
と
驚
い
た
だ
け
で
な
く
、
大
正
時
代
の
設
計
な
の

に
「
古
び
て
ゐ
る
」
印
象
な
ど
殆
ど
無
く
、
今
な
ほ
「
高
級
感
」
を
感
じ
る
デ
ザ
イ
ン
な
の
が
何
と
も
新
鮮
で
し
た
。

　

さ
て
、「
歴
史
的
仮
名
遣
が
現
役
で
使
は
れ
て
ゐ
る
姿
」
も
、
東
京
駅
丸
の
内
駅
舎
の
本
来
の
姿
が
最
近
ま
で
知
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ

た
の
と
同
じ
く
、
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
ま
す
。

　

私
の
や
う
な
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
だ
と
、
祖
父
母
が
「
旧
字
旧
か
な
」
を
日
常
的
に
用
ゐ
る
姿
を
見
る
の
は
、
決
し
て
珍
し
い
事

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
年
配
の
人
が
経
営
し
て
ゐ
る
商
店
で
は
、
店
内
の
掲
示
が
正
字
正
か
な
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
時
々
見
掛

け
る
風
景
で
し
た
。
私
の
祖
父
も
一
生
涯
正
字
正
か
な
で
書
き
続
け
て
き
た
人
で
、
家
族
宛
の
手
紙
と
な
る
と
、
所
々
に
変
体
仮
名

も
混
ざ
つ
た
達
筆
の
行
書
で
書
か
れ
て
ゐ
る
の
を
、
母
が
「
解
読
」
し
な
が
ら
読
む
と
い
つ
た
具
合
で
し
た
。
私
も
「
解
読
」
し
た
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い
と
思
ひ
つ
ゝ
も
、
子
供
に
は
無
理
だ
と
思
は
れ
た
の
か
、
あ
ま
り
読
ま
せ
て
も
ら
へ
ず
残
念
に
思
つ
た
も
の
で
す
。
こ
の
や
う
に
、

戦
後
世
代
で
も
「
旧
字
旧
か
な
」
に
日
常
的
に
接
し
て
ゐ
た
人
々
は
、
書
く
事
は
自
信
が
無
い
が
、
少
し
く
ら
ゐ
な
ら
読
め
る
、
と

云
ふ
事
が
多
い
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
今
で
は
祖
父
母
も
戦
後
教
育
世
代
と
云
ふ
人
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
昔
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の
題
名
を
捩も

ぢ

つ
て
云
ふ
な

ら
「
旧
仮
名
を
知
ら
な
い
子
供
た
ち
」
で
す
。「
元
々
は
か
う
書
く
ん
だ
」
と
、
祖
父
母
が
正
字
や
正
か
な
を
教
へ
て
く
れ
る
事
は
あ

り
ま
せ
ん
。
正
字
正
か
な
の
祖
父
母
の
蔵
書
を
「
わ
あ
す
ご
い
」
と
言
ひ
な
が
ら
ペ
ラ
〳
〵
め
く
る
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的
仮

名
遣
に
接
す
る
の
は
国
語
の
古
文
の
授
業
だ
け
で
、
現
代
文
の
歴
史
的
仮
名
遣
の
存
在
な
ど
知
り
ま
せ
ん
。
夏
目
漱
石
や
芥
川
龍
之

介
も
現
代
仮
名
遣
に
変
へ
ら
れ
た
版
し
か
見
た
事
が
無
い
の
で
、「
戦
前
は
文
語
文
は
旧
仮
名
遣
で
、
口
語
文
は
最
初
か
ら
新
仮
名
遣

だ
つ
た
」
と
誤
解
し
て
ゐ
る
人
さ
へ
ゐ
ま
す
。
決
し
て
少
く
な
い
人
々
が
新
字
新
か
な
に
抵
抗
し
て
正
字
正
か
な
を
使
ひ
続
け
て
き

た
歴
史
も
忘
れ
ら
れ
つ
ゝ
あ
り
、「
現
代
仮
名
遣
は
戦
後
の
民
主
化
政
策
の
一
環
で
自
由
の
象
徴
」「
歴
史
的
仮
名
遣
か
ら
現
代
仮
名

遣
へ
の
移
行
は
バ
ト
ン
リ
レ
ー
の
や
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
平
和
裡
に
行
は
れ
た
」
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
人
ば
か
り
で
す
。

　

歴
史
的
仮
名
遣
で
現
代
文
を
書
く
人
々
は
、
昔
も
今
も
非
難
さ
れ
る
事
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近
は
そ
の
内
容
も
変
つ
て
き
て
ゐ

る
の
を
感
じ
ま
す
。「
現
代
人
と
し
て
、
現
代
仮
名
遣
を
使
う
の
が
当
然
だ
」
の
類
は
昔
か
ら
よ
く
聞
い
た
も
の
で
す
が
、「
歴
史
的

仮
名
遣
は
文
語
体
の
古
文
の
為
の
も
の
で
、
口
語
体
の
現
代
文
を
書
く
の
は
日
本
語
と
し
て
変
だ
」
な
ど
と
云
ふ
主
張
は
、
か
つ
て

あ
ま
り
聞
か
な
か
つ
た
も
の
で
す
。
正
字
正
か
な
で
書
く
人
を
「
最
新
の
教
養
に
つ
い
て
い
け
な
い
、
遅
れ
た
知
識
の
持
ち
主
」
と

見
下
す
態
度
の
代
り
に
、「
旧
字
旧
仮
名
で
書
い
て
見
せ
び
ら
か
す
の
は
衒げ

ん

学が
く

的
だ
、
知
識
の
ひ
け
ら
か
し
だ
」
の
類
の
非
難
を
受
け

る
事
が
多
い
の
も
新
し
い
傾
向
で
す
。

　
「
デ
ザ
イ
ン
が
古
風
な
の
に
屋
根
も
壁
も
天
井
も
ピ
カ
〳
〵
の
新
し
い
建
材
だ
ら
け
な
の
は
変
だ
」
と
か
「
大
正
当
時
の
姿
に
戻
す

な
ら
、
自
動
改
札
も
新
幹
線
も
廃
止
し
て
硬
券
や
蒸
気
機
関
車
に
戻
せ
」
等
と
無
粋
な
事
を
言
ふ
人
が
殆
ど
居
ら
ず
、
本
来
の
姿
を

取
り
戻
し
た
事
を
純
粋
に
喜
ぶ
人
ば
か
り
だ
つ
た
、
丸
の
内
駅
舎
の
復
原
。
東
京
駅
は
「
二
階
建
に
八
角
形
の
屋
根
」
が
「
当
然
」

と
思
ひ
込
み
、
大
正
当
時
の
姿
に
復
原
す
る
意
味
が
わ
か
ら
な
い
、
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
戦
後
生
ま
れ
の
人
々
も
、
実
際
に
復
元
工

事
が
完
了
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
つ
た
そ
の
姿
に
惚
れ
込
ん
で
仕
舞
ひ
ま
し
た
。
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こ
の
復
原
工
事
と
は
、
単
に
「
昔
の
姿
に
戻
す
」
だ
け
で
は
な
く
、
設

計
者
で
あ
る
辰
野
金
吾
の
「
日
本
の
鉄
道
の
玄
関
口
は
か
う
あ
る
べ
き

だ
」
と
云
ふ
思
想
を
再
び
具
現
化
し
、
後
世
に
伝
へ
て
い
く
事
で
も
あ
る

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
た
ゞ
眺
め
た
り
写
真
を
撮
れ
ば
良
い
建
物
に
比
べ
、
自
ら

覚
え
直
す
コ
ス
ト
の
求
め
ら
れ
る
正
字
や
正
か
な
の
復
古
は
、
一
般
の
人

に
と
つ
て
、
心
理
的
な
ハ
ー
ド
ル
か
ら
し
て
高
い
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
先
づ
は
出
来
る
人
が
出
来
る
範
囲
で
実
践
し
て
み
て
、「
国
語

改
革
以
前
の
、
国
語
の
本
来
の
姿
」
を
、
実
際
の
形
と
し
て
残
す
事
、
そ

し
て
「
歴
史
的
仮
名
遣
が
現
役
で
使
は
れ
て
ゐ
る
姿
」
を
知
ら
な
い
人
に

も
知
つ
て
も
ら
ふ
事
が
大
切
だ
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
た
ゞ
「
昔
の
姿
に
戻

す
」
だ
け
の
復
古
で
は
な
く
、
先
人
達
の
「
国
語
と
は
か
う
あ
る
べ
き

だ
」
と
云
ふ
思
想
を
具
現
化
し
、
後
世
に
伝
へ
て
い
く
。
そ
の
為
の
場
所

の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
「
正
か
な
同
人
誌
」
を
今
後
も
続
け
て
い
き
た
い

と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
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正
か
な
エ
ッ
セ
イ
―
―

「
現
代
か
な
づ
か
ひ
」考

佐
　
藤
　
俊

　
「
現
代
仮
名
遣
い
は
す
で
に
定
着
し
て
い
る
」。
正

字
正
か
な
を
使
つ
て
ゐ
る
と
、
屡
か
う
言
は
れ
る
。

　

な
る
ほ
ど
世
間
で
は
す
つ
か
り
現
代
仮
名
遣
い　
　

は
廣
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

實
際
、
ぼ
く
も
實
生
活
で
は
現
代
仮
名
遣
い
を
使

つ
て
ゐ
る
。
仕
事
や
役
�
へ
の
書
類
な
ど
は
現
代
仮

名
遣
い
だ
。
さ
う
し
た
場
で
正
字
正
か
な
を
使
ふ
と

無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
を
招
き
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ

く
ら
ゐ
の
〝
空
氣
〟
は
讀
む
。

　

だ
が
、
ネ
ツ
ト
や
、
こ
の
同
人
誌
上
で
は
か
う
し

て
正
字
正
か
な
を
使
つ
て
ゐ
る
。
正
か
な
同
人
誌
は

同
好
の
士
が
集
つ
て
ゐ
る
の
で
假
名
�
で
の
ト
ラ
ブ

ル
は
ま
ず
無
い
が
、
ネ
ツ
ト
で
は
屡
衝
突
に
な
る
。

　

む
し
ろ
、
こ
つ
ち
か
ら
「
な
ぜ
旧
字
旧
仮
名
を
今

更
使
っ
て
い
る
の
か
」
と
言
ふ
�
見
に
對
し
て
反
論

を
加
へ
、
自
ら
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

そ
れ
は
〝
ト
ラ
ブ
ル
〟
を
敢
へ
て
�
こ
し
た
い
か

ら
で
あ
る
。

　

な
ぜ
こ
の
男
は
、
今
更
〝
旧
字
旧
仮
名
〟
を
使
ふ

の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
こ
こ
ま
で
熱
く
語
る
の
か
。
ネ

ツ
ト
で
正
字
正
か
な
を
使
つ
て
み
せ
る
こ
と
で
、
關

心
を
持
つ
て
貰
ひ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
實
際
に
使
つ

て
み
せ
な
け
れ
ば
、〝
ア
ピ
ー
ル
〟
す
る
こ
と
は
出
來

な
い
。

　

い
さ
さ
か
話
が
ず
れ
た
。「
現
代
仮
名
遣
い
は
す

で
に
定
着
し
て
い
る
」
と
云
ふ
�
見
に
つ
い
て
で
あ

る
。

　

現
代
仮
名
遣
い
は
た
し
か
に
今
や
誰
も
が
疑
問
な

く
使
つ
て
ゐ
る
。「
定
着
し
て
い
る
」
と
言
つ
て
い

い
だ
ら
う
。

　

だ
が
、「
定
着
」
し
て
ゐ
た
ら
、〝
疑
問
〟
を
差
し

挾
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
だ
ら
う
か
？

　
「
定
着
」
し
て
し
ま
つ
た
が
最
後
、
そ
れ
を
否
定
す

る
こ
と
は
出
來
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
の
だ
ら
う
か
。

　
〝
現
狀
〟
に
對
し
疑
問
を
�
き
、
批
�
を
加
へ
る
こ

と
は
社
會
を
�
步
さ
せ
る
。「
現
代
仮
名
遣
い
は
定

着
し
て
い
る
」、「
だ
か
ら
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
言
ふ
な
ら
、
日
本
語
の
表
記
は
變
�

を
止
め
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

實
は
そ
の
�
り
で
、
現
代
仮
名
遣
い
と
当
用
漢
字

（
常
用
漢
字
）
は
、
昭
和
廿
一
年
の
「
国
語
改
革
」
以

降
多
少
の
改
定
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
�
に
は
變
は

つ
て
ゐ
な
い
。

　

し
か
し
、
言
葉
は
變
�
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
〝
旧
仮
名
〟
は
、
假
名
が
で
き
た
�
安
時
代
の
發
�

を
表
し
て
ゐ
る
。

　
「
言
う
」
を
「
言
ふ
」
と
書
く
の
は
そ
の
た
め
で
、

當
時
は
「
イ
フ
」
と
發
�
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　

昔
の
日
本
人
は
�
去
の
�
獻
を
�
重
し
た
。
そ
し

て
表
記
も
�
去
に
倣
は
う
と
し
た
。
そ
の
中
で
、
か

な
を
ど
う
綴
つ
た
ら
い
い
の
か
を
考
へ
る
や
う
に
な

つ
た
。

　

さ
う
し
た
�
識
を
「
假
名
�
」
と
呼
ぶ
。

　

そ
の
後
時
代
が
下
が
り
、「
イ
ウ
」
と
發
�
す
る

や
う
に
な
つ
た
の
だ
が
、
表
記
は
「
言
ふ
」
と
書
き

續
け
ら
れ
た
。
發
�
が
「
イ
ウ
」
と
な
つ
て
も
「
言
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う
」
に
替
へ
る
の
で
は
な
く
「
言
ふ
」
の
ま
ま
に
す

る
。
話
し
言
葉
と
�
ひ
、
書
き
言
葉
は
ず
つ
と
殘
り

續
け
る
。
そ
の
た
め
、
昔
の
日
本
人
は
な
る
べ
く
表

記
は
變
へ
な
い
や
う
に
し
た
の
だ
。

　

さ
う
し
た
歷
�
が
あ
る
以
上
、
假
名
�
は
さ
う
す

べ
き
も
の
で
あ
る
と
ぼ
く
は
考
へ
る
。

　

無
論
言
葉
は
變
�
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
あ
ま

り
に
も
表
記
と
發
�
が
乖
離
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

例
へ
ば
、「
言
ひ
て
」
は
最
初
「
イ
ヒ
テ
」
と
發
�

し
て
ゐ
た
が
「
イ
ツ
テ
」
と
促
�
�
し
た
。
表
記
の

「
言
ひ
て
」
と
發
�
が
あ
ま
り
に
離
れ
た
た
め
、
表
記

も
「
言
つ
て
」
に
な
つ
た
。
こ
れ
を
〝
�
便
〟
と
言

ふ
。

　

こ
の
や
う
に
假
名
�
は
�
く
變
�
し
な
い
も
の
で

は
な
く
、
�
や
か
な
變
更
が
加
へ
ら
れ
て
き
た
の
だ
。

　

だ
が
現
代
仮
名
遣
い
は
こ
の
や
う
な
假
名
�
の
歷

�
を
�
激
に
變
更
さ
せ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
�
治
維

新
以
降
、
西
洋
の
近
代
�
な
言
語
學
が
輸
入
さ
れ
、

日
本
語
も
近
代
�
な
硏
究
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
る

と
、
表
記
と
發
�
が
比
�
�
一
致
し
て
ゐ
る
ア
ル
フ

ア
ベ
ツ
ト
に
觸
れ
、
日
本
語
も
發
�
と
表
記
を
一
致

さ
せ
る
べ
き
だ
と
云
ふ
考
へ
が
生
ま
れ
、
表
�
�
假

名
�
や
ロ
ー
マ
字
表
記
が
�
張
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、

戰
後
、「
現
代
か
な
づ
か
い
」
が
內
閣
吿
示
さ
れ
る
に

至
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
れ
は
、
表
�
�
假
名
�
に
し
よ
う
と
し
て
、

だ
が
あ
ま
り
に
も
�
去
の
表
記
と
乖
離
し
て
し
ま
ふ

た
め
、〝
旧
仮
名
〟
の
假
名
�
を
一
部
�
用
せ
ざ
る
を

得
な
か
つ
た
、
中
�
�
端
な
代
物
で
あ
つ
た
。
本
來

は
完
�
に
表
�
�
假
名
�
に
す
る
た
め
の
當
座
�
な

も
の
で
あ
つ
た
た
め
に
さ
う
云
ふ
形
に
な
つ
た
の
だ

が
、
そ
の
後
數
十
年
使
は
れ
續
け
、「
定
著
」
し
て
し

ま
つ
た
こ
と
で
表
�
�
假
名
�
に
替
へ
る
こ
と
が
出

來
ず
、
內
容
は
殆
ど
變
ら
ず
「
現
代
仮
名
遣
い
」
と

し
て
改
定
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
「
現
代
仮
名
遣
い
は
定
着
し
た
」
と
書

い
て
き
た
が
、
本
當
に
「
定
着
し
た
」
と
言
つ
て
い

い
も
の
か
。

　

先
�
し
た
、「
表
�
�
假
名
�
」
は
實
際
に
使
用
し

て
み
せ
た
論
者
も
ゐ
た
の
だ
が
、
も
し
そ
れ
が
世
間

に
廣
ま
り
、「
發
�
�
り
に
書
い
た
は
う
が
い
い
」
と

表
�
�
假
名
�
が
定
著
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
ぼ
く
も

そ
れ
を
使
ふ
。

　

と
言
ふ
か
、
ぼ
く
は
「
現
代
仮
名
遣
い
」
は
〝
旧

仮
名
〟
が
そ
の
や
う
に
變
�
し
た
も
の
だ
と
思
つ
て

ゐ
た
の
だ
。

　

し
か
し
實
際
は
、
戰
後
の
混
亂
�
に
、
�
�
�
に
、

政
治
�
に
變
更
が
加
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

先
�
の
や
う
に
表
�
�
假
名
�
が
廣
ま
つ
た
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
〝
定
着
〟
と
言
つ
て
い
い
だ
ら
う
。

し
か
し
「
現
代
仮
名
遣
い
」
は
政
治
�
な
手
段
で
刷

り
�
ま
れ
た
の
で
あ
る
。「
定
着
」
し
た
の
で
は
な

く
、
正
當
な
假
名
�
を
「
纂
奪
」
し
た
の
で
あ
る
。

　

假
名
�
は
、
長
い
時
間
を
掛
け
て
日
本
語
の
表
記

と
し
て
定
著
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
時
代
に
よ
る
變

�
を
許
容
す
る
〝
定
着
〟
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
仮

名
遣
い
は
變
�
を
許
容
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
中

�
�
端
な
表
�
�
假
名
�
に
〝
旧
仮
名
〟
の
〝
継
ぎ
〟

を
當
て
た
人
工
�
な
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
現

に
昭
和
廿
一
年
の
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
と
改
定
で

あ
る
昭
和
六
一
年
の
「
現
代
仮
名
遣
い
」
は
、
內
容

�
に
殆
ど
變
ら
な
い
。

　
「
言
葉
は
変
化
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
現
代
仮

名
遣
い
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
正
し
い
」
と
云
ふ
�
張

も
あ
る
。
だ
が
「
現
代
仮
名
遣
い
」
そ
れ
自
體
が
、

「
變
�
」
を
�
め
な
い
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の

�
張
は
矛
盾
し
て
ゐ
る
。

　
「
現
代
仮
名
遣
い
も
歴
史
的
仮
名
遣
も
、
人
間
が

作
っ
た
〝
規
則
〟
な
の
だ
か
ら
、
結
局
ど
ち
ら
を
選

択
す
る
か
だ
」
し
か
し
實
際
現
代
に
お
い
て
は
、
現

代
仮
名
遣
い
し
か
〝
�
擇
肢
〟
が
無
い
狀
況
で
あ
る
。

結
局
は
「
定
着
し
て
い
る
の
だ
か
ら
現
代
仮
名
遣
い

を
使
う
べ
き
だ
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
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―
―
特
輯
「
病
氣
と
醫
療
」
―
―

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
囊
胞
手
術
記
錄

刑
部
　
し
き
み

　

最
早
そ
れ
が
日
課
で
あ
る
か
の
や
う
に
、
携
帶
で
書
き
�
む
�
字
列
。

　
『
脇
腹
痛
い
』

　

私
の
携
帶
の
豫
測
變
換
機
能
は
、
キ
ー
ボ
ー
ド
に
「
わ
」
と
タ
イ
プ
し
た

瞬
間
に
す
ぐ
そ
の
言
葉
を
吐
き
出
す
用
�
を
し
て
ゐ
た
。

　

�
な
く
し
て
フ
ォ
ロ
ワ
ー
か
ら
リ
プ
ラ
イ
が
來
る
。

　
『@

jns:

こ
こ
ん
所
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
じ
ゃ
な
い
？　

お
大
事
に
』

　
『
あ
り
が
と
さ
ー
ん
、
ま
あ
自
宅
だ
し
鎮
痛
飲
ん
で
寝
て
る
わ
』

　

こ
の
脇
腹
の
痛
み
は
、
數
年
�
か
ら
の
も
の
だ
。
ま
だ
私
が
事
務
員
と
し

て
、
八
時
に
出
社
し
五
時
に
歸
る
と
い
ふ
、
他
人
樣
に
顏
向
け
の
出
來
る
や

う
な
淸
く
正
し
い
生
活
を
行
な
つ
て
ゐ
た
頃
か
ら
の
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　

―

　

は
て
な
ダ
イ
ア
リ
ー
で
記
錄
を
遡
る
と
、
痛
み
を
自
覺
し
始
め
た
の
は

二
〇
〇
八
年
か
ら
の
や
う
だ
。

　

私
が
す
ぐ
に
病
院
に
行
か
な
か
つ
た
の
は
理
由
が
あ
る
。

　

一
つ
、
痛
み
の
强
さ
は
さ
ほ
ど
大
し
た
も
の
で
は
な
く
、
辛
い
と
い
ふ
よ

り
も
單
純
に
面
倒
な
も
の
と
い
ふ
�
識
で
あ
つ
た
事
。

　

二
つ
、
痛
み
の
箇
�
に
は
特
段
臟
器
も
な
く
、
何
科
を
受
診
す
べ
き
な
の

か
見
當
が
附
か
な
か
つ
た
事
。

　

三
つ
、
こ
の
痛
み
は
�
�
�
に
�
こ
る
も
の
で
は
な
く
、「
痛
い
時
」

―

つ
ま
り
炎
症
が
�
き
て
ゐ
な
い
時
に
受
診
し
て
も
、
た
だ
無
駄
足
を
踏
む
の

み
と
�
斷
し
た
爲
。

　

事
務
員
だ
つ
た
頃
は
特
に
、
病
院
に
行
く
の
は
土
�
日
か
、
あ
る
い
は
�

休
で
も
と
つ
て
行
く
事
に
な
る
。

　

な
ん
と
い
ふ
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
痛
み
の
爲
に
、
ぶ
つ
ち
や
け
て
云
へ

ば
、
そ
こ
ま
で
し
た
く
な
か
つ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
二
〇
〇
九
年
三
�
、
私
は
こ
の
變
な
痛
み
を
�
へ
た
ま
ま
、
會
社

に
解
�
さ
れ
た
。

　

解
�
さ
れ
る
少
し
�
に
母
が
手
首
を
骨
折
し
て
ゐ
た
り
、
解
�
直
後
に
精

神
科
へ
�
院
す
る
事
に
な
つ
た
り
、
母
が
癲
癇
の
發
作
を
�
こ
し
た
り
と
、



チョコレート囊胞手術記錄

25 

あ
ち
ら
に
書
類
を
出
し
こ
ち
ら
に
顏
を
出
し
の
や
う
な
、
め
ま
ぐ
る
し
く
�

し
い
日
々
の
中
で
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
痛
み
は
完
�
に
�
え
失
せ
て
ゐ
た
。

　

比
�
�
長
�
間
に
�
ぶ
無
痛
の
時
�
が
あ
る
事
は
、
私
を
病
院
か
ら
�
ざ

け
る
に
は
十
分
す
ぎ
る
�
の
理
由
に
な
つ
た
。

　

痛
み
を
再
び
自
覺
し
た
の
は
そ
の
年
の
秋
口
だ
つ
た
と
記
憶
し
て
ゐ
る
。

　

そ
し
て
、
痛
み
は
春
と
秋
、
季
節
の
變
は
り
目
頃
に
や
つ
て
く
る
、
ま
る

で
體
�
不
良
の
症
狀
か
、
ア
レ
ル
ギ
ー
の
樣
な
定
例
行
事
の
や
う
な
も
の
と

な
つ
た
。

　

相
變
は
ら
ず
痛
み
は
そ
こ
ま
で
强
く
な
く
、
鎭
痛
劑
を
飮
む
か
飮
ま
な
い

か
�
ふ
�
度
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
�
和
感
の
や
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し
續

け
て
ゐ
た
。

　

そ
し
て
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
脇
腹
が
痛
い
時
に
は
取
敢
へ
ず
『
脇
腹
痛
い
』

と
書
き
�
む
。

　

些
細
な
體
�
不
良

―
そ
の
�
度
の
事
、
の
筈
だ
つ
た
。

　
　
　
　

―

　

そ
れ
が
激
變
し
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
の
夏
頃
で
あ
る
。

　

私
が
�
年
の
職
業
訓
練
校
を
出
て
、
Ｗ
ｅ
ｂ
制
作
�
な
バ
イ
ト
を
初
め
、

事
務
�
が
會
社
が
借
り
て
ゐ
た
驛
ビ
ル
か
ら
、
賃
貸
�
間
滿
了
に
よ
り
社
長

の
自
宅
へ
と
移
つ
た
邊
り
だ
と
記
憶
し
て
ゐ
る
。

　

每
日
右
の
脇
腹
が
痛
い
。
皮
膚
を
す
り
拔
け
て
�
入
し
て
き
た
麵
棒
の
や

う
な
も
の
で
、
ぐ
う
、
と
壓
�
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
痛
み
が
續
い
て
を

り
、
鎭
痛
劑
も
每
食
後
と
深
夜
に
飮
み
續
け
て
ゐ
る
う
ち
に
、
市
販
の
輕
い

鎭
痛
劑
で
は
�
く
效
か
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
市
販
藥
の
中
で
は
强
い
部

類
の
ロ
キ
ソ
ニ
ン
で
す
ら
痛
み
を
抑
へ
る
事
が
出
來
な
い
日
も
あ
り
、
痛
み

が
�
き
る
と
胎
兒
の
や
う
に
丸
ま
つ
た
ま
ま
で
眠
れ
ぬ
ど
こ
ろ
か
動
く
事
も

出
來
ず
、
痛
み
が
ひ
く
と
、
そ
の
ま
ま
う
と
う
と
と
眠
る
日
々
。

　

在
宅
で
行
な
つ
て
ゐ
た
仕
事
に
も
影
響
が
出
て
し
ま
ひ
、
私
は
社
長
と
相

談
し
て
、
十
一
�
の
或
る
日
を
以
て
、
ほ
ぼ
休
職
狀
態
と
な
つ
た
。

　

病
院
へ
行
か
う

―
で
も
、
何
科
に
？

　

何
科
へ
行
け
ば
良
い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
十
一
�
一
日
、
私
は
市

立
病
院
へ
と
赴
い
た
。

　

初
診
の
受
附
で
「
何
が
原
因
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
脇
腹
が
ず
つ
と
痛

い
」
と
云
ふ
と
、
受
附
の
女
性
は
少
し
困
つ
た
顏
を
し
た
。
そ
し
て
、
彼
女

は
私
の
右
の
腹
を
何
箇
�
か
押
さ
へ
て
痛
い
箇
�
は
何
處
か
、
と
確
か
め
た
。

　
「
�
腸
の
場
�
で
は
な
い
…
…
ね
。
一
應
�
�
器
內
科
か
な
…
…
」

　

看
護
師
に
促
さ
れ
、
私
は
�
�
器
內
科
の
�
で
待
つ
事
に
な
つ
た
。

　

�
血
と
Ｃ
Ｔ
を
撮
ら
れ
、
膽
石
の
存
在
を
確
�
す
る
も
「
こ
れ
は
痛
み
の

原
因
ぢ
や
な
い
で
す
ね
」
と
一
蹴
。

　

今
日
は
わ
か
ら
な
い
の
で
後
日
來
院
し
て
く
れ
、
と
云
は
れ
て
し
ま
へ
ば
、
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特
輯
「
病
氣
と
醫
療
」
―
―

生
活
保
護
の
基
礎
知
識

が
　
　
　
る

　

生
活
保
護
は
日
本
国
憲
法
第
二
十
五
条
に
記
載
さ
れ
て
あ
る
「

（
一
）

生
存
権
」

に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
法
律
で
、
そ
の
性
質
上
、
日
本
に
住
ん
で
ゐ
る
人
で

生
活
が
困
窮
に
陥
っ
た
時
は
原
則
誰
で
も
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
唯
一
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
す
。

　

憲
法
条
文
の
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
は
生
活
保
護
法
に

細
か
く
定
め
ら
れ
て
を
り
、
主
に
居
住
地
や
日
本
国
民
の
平
均
生
活
実
態
等

か
ら
支
給
さ
れ
る
項
目
や
金
額
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
ま
た
、
生
活

保
護
は
他
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
は
異
な
り
、
世
帯
単
位
で
支
給
さ
れ
ま

す
。

　

世
帯
で
働
け
な
い
方
が
複
数
ゐ
た
場
合
で
も
、
世
帯
主
な
ど
に
安
定
し
た

収
入
が
あ
る
場
合
は
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
管
轄
は
各
自

治
体
に
設
置
さ
れ
た
福
祉
事
務
所
に
な
り
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
（
以
下
Ｃ
Ｗ

と
し
ま
す
）
が
個
別
に
対
応
す
る
形
に
な
り
ま
す
。

　

生
活
保
護
は
以
下
九
つ
の
扶
助
に
分
か
れ
て
を
り
、
受
給
す
る
際
は
ど
れ

か
一
つ
な
ど
で
は
な
く
ま
と
め
て
受
け
る
形
に
な
り
ま
す
。
但
し
、
収
入
に

よ
っ
て
各
扶
助
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

（
以
下
、
生
活
保
護
の
し
お
り
よ
り
抜
粋
）

1.　

生
活
扶
助　

食
費
・
被
服
費
・
光
熱
水
費
な
ど

2.　

住
宅
扶
助　

家
賃
・
地
代
・
敷
金
・
修
理
費
な
ど

3.　

教
育
扶
助　

義
務
教
育
に
か
か
る
学
用
品
代
・
給
食
費
な
ど

4.　

介
護
扶
助　

介
護
を
受
け
る
た
め
の
費
用
な
ど

5.　

医
療
扶
助　

病
気
や
け
が
の
治
療
に
か
か
る
医
療
費
な
ど

6.　

出
産
扶
助　

お
産
の
た
め
の
費
用

7.　

生
業
扶
助　

自
立
の
た
め
の
技
能
習
得
の
費
用
、
就
職
の
た
め
の
費

用
、
高
等
学
校
な
ど
の
就
学
の
費
用

8.　

葬
祭
扶
助　

葬
式
の
た
め
の
費
用

9.　

そ
の
他
臨
時
的
な
も
の
で
国
が
認
め
た
も
の

　

原
則
各
扶
助
は
、
居
住
地
区
で
定
め
ら
れ
た
金
額
が
各
世
帯
に
振
り
込
ま

れ
ま
す
。
上
記
の
内
、
医
療
扶
助
、
介
護
扶
助
は
直
接
福
祉
事
務
所
か
ら
医

療
・
介
護
機
関
に
費
用
が
支
払
は
れ
ま
す
。
但
し
、
緊
急
の
場
合
を
除
き
医

師
に
か
か
る
際
は
ど
の
病
院
に
か
か
る
の
か
、
Ｃ
Ｗ
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
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―
―
特
輯
「
漫
畫
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
―
―

新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
の
魅
力 

も
え
ぎ
の

エ
ヴ
ァ
は
か
っ
こ
い
い

　

新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
。
奇
想
天
外
な
物
語
、
特
に
最
終
回
の
意
外

性
ば
か
り
が
話
題
に
な
っ
て
ゐ
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ

メ
と
し
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
が
あ
っ
て
の
意
外
性
だ
と
い
ふ

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
エ
ヴ
ァ
は
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
と
し

て
面
白
い
ん
だ
よ
と
い
ふ
点
を
再
確
認
し
た
い
の
で
、
さ
う
い
ふ
こ
と
を
書

い
て
み
た
い
。

　

ガ
ン
ダ
ム
の
ヒ
ッ
ト
以
降
、
ア
ニ
メ
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
よ
り
リ
ア
ル
な
方
向

へ
と
向
か
っ
て
ゐ
た
。
マ
ク
ロ
ス
の
ヒ
ッ
ト
以
降
に
は
、
飛
行
形
態
か
ら
ロ

ボ
ッ
ト
へ
と
変
形
す
る
デ
ザ
イ
ン
が
流
行
に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
ニ
メ

ロ
ボ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
よ
り
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
れ
ら
の
弊
害
と
は
、
シ
ン
プ
ル
な
フ
ォ
ル
ム
で
は
無
く
な
っ
た
こ
と
だ
。

私
が
好
き
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
永
野
護
や
小
林
誠
が
も
た
ら
し
た
、
ロ
ボ
ッ
ト

の
背
中
に
色
々
と
オ
プ
シ
ョ
ン
を
く
っ
つ
け
る
こ
と
も
弊
害
の
ひ
と
つ
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
（
贔
屓
目
に
言
ふ
の
だ
が
、
永
野
や
小
林
の
ロ
ボ
ッ
ト

デ
ザ
イ
ン
は
優
れ
て
ゐ
る
！
）。
背
中
に
な
ん
か
デ
カ
い
の
を
背
負
は
せ
て

お
け
ば
、
の
や
う
な
風
潮
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
。
複
雑
だ
か
ら
悪
い
の

で
は
な
い
。
よ
く
見
る
と
複
雑
だ
け
ど
シ
ル
エ
ッ
ト
は
シ
ン
プ
ル
。
そ
れ
が

良
い
デ
ザ
イ
ン
だ
。

　

エ
ヴ
ァ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
そ
の
点
で
優
れ
た
も
の
だ
。
山
下
い
く
と
に
よ

る
デ
ザ
イ
ン
は
、
士
郎
正
宗
の
影
響
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ニ
メ

ロ
ボ
ッ
ト
に
無
い
、
画
期
的
な
も
の
だ
。

　

ガ
ン
ダ
ム
以
降
、
ア
ニ
メ
ロ
ボ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
は
複
雑
に
な
っ
て
い
っ

た
。
メ
カ
と
し
て
の
ロ
ボ
ッ
ト
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
の
や
う
な
こ
と
も
考
へ

ら
れ
て
き
た
。
例
へ
ば
、
関
節
部
分
の
デ
ザ
イ
ン
は
人
間
の
そ
れ
と
は
異
な

っ
て
ゐ
る
。
大
昔
の
ア
ニ
メ
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
、
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
ガ
ン
ダ
ム
の
プ
ラ
モ
デ
ル
の
ヒ
ッ
ト
以
降
、
い
か
に
関
節
を
自
然
に
曲

が
る
や
う
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
が
研
究
さ
れ
、
例
へ
ば
永
野
護
は
、
エ
ル
ガ

イ
ム
で
人
間
の
そ
れ
と
は
異
な
る
構
造
の
二
重
関
節
を
生
み
出
し
、
ロ
ボ
ッ

ト
の
関
節
が
人
間
の
や
う
に
「
曲
が
る
」
こ
と
を
実
現
さ
せ
た
（
エ
ル
ガ
イ

ム
は
正
座
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
）。

　

し
か
し
、
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
の
関
節
は
、
こ
れ
ま
で
の
ロ
ボ
ッ
ト
デ
ザ

イ
ン
の
流
れ
を
「
な
か
っ
た
こ
と
」
に
し
た
。
腕
や
脚
は
、
人
間
の
そ
れ
と
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ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
だ
（
メ
カ
ニ
カ
ル
な
関
節
が
無
い
）。
エ
ヴ
ァ
は
外
見

（
特
に
頭
部
）
は
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
実
は
中
身
は
有
機
的
な
パ
ー
ツ
、
と

い
ふ
よ
り
も
、
ヒ
ト
と
同
じ
生
き
物
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
ち
な

み
に
エ
ヴ
ァ
の
正
式
名
称
は
「
人
造
人
間
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」
だ
。

　

ガ
ン
ダ
ム
以
降
、
ロ
ボ
ッ
ト
は
戦
車
や
戦
闘
機
の
延
長
上
で
作
ら
れ
た
と

い
ふ
世
界
観
の
元
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
と
き
に
武
装
だ
ら
け
で
原
型
が
分
か

ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
エ
ヴ
ァ
は
、
そ
れ
ら
の
流
れ
と
は
異

な
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

エ
ヴ
ァ
の
鍛
へ
上
げ
た
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
の
や
う
な
体
型
。
そ
れ
は
挌
闘
技

に
向
い
て
ゐ
る
デ
ザ
イ
ン
だ
。
こ
れ
は
、
監
督
の
庵
野
秀
明
が
敬
愛
す
る
ウ

ル
ト
ラ
マ
ン
に
習
っ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
エ
ヴ
ァ
の
戦
ふ
姿
も
、
ウ
ル
ト

ラ
マ
ン
に
良
く
似
て
ゐ
る
。
特
徴
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
猫
背
で
あ
り
、

主
役
で
あ
る
初
号
機
の
ボ
デ
ィ
は
紫
色
。
鬼
か
悪
魔
に
喩
へ
ら
れ
る
不
気
味

さ
と
迫
力
の
あ
る
顔
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
命
で
あ
る
顔
は
、
ひ
と
目
で
そ
れ
と
分
か
る
こ
と
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
的
で
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
。
ア
ニ
メ
ロ
ボ
ッ
ト
に
人
間
型
の

顔
は
い
ら
な
い
と
い
っ
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
ゐ
た
が
、
私
は
さ
う
思
は
な
い
。

　

ロ
ボ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
で
大
事
な
の
は
「
目
」
で
あ
る
と
池
田
憲
章
は
語
っ

て
ゐ
た
（『
マ
モ
ル
マ
ニ
ア
』
井
上
伸
一
郎
、
ト
イ
ズ
プ
レ
ス
）。
ガ
ン
ダ
ム

も
、
一
話
の
光
る
目
の
衝
撃
が
あ
っ
て
こ
そ
、
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
る
ガ
ン

ダ
ム
と
な
っ
た
。
エ
ヴ
ァ
も
、
そ
れ
を
受
け
継
い
で
ゐ
る
。
エ
ヴ
ァ
の
監
督

で
あ
る
庵
野
秀
明
も
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
「
目
」
の
重
要
性
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で

語
っ
て
ゐ
る
。

挌
　
　
闘

　

ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
と
し
て
、
エ
ヴ
ァ
の
何
が
面
白
い
の
か
。
ど
こ
が
ど
ん

な
風
に
面
白
い
の
か
を
考
へ
て
み
る
。

　

ま
づ
、
そ
れ
は
「
挌
闘
」。

　

銃
火
器
に
頼
る
戦
闘
だ
け
な
ら
、
戦
闘
機
が
活
躍
す
る
ア
ニ
メ
を
作
れ
ば

い
い
と
思
ふ
ほ
ど
、
ガ
ン
ダ
ム
以
降
の
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
そ

の
も
の
が
手
足
を
使
っ
て
挌
闘
す
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
や
う
に
感
じ
る
。

　

一
方
、
永
野
護
の
描
く
フ
ァ
イ
ブ
ス
タ
ー
物
語
は
、
剣
技
こ
そ
が
全
て
と

い
ふ
世
界
で
あ
り
、
剣
の
達
人
で
あ
る
操
縦
者
の
動
き
を
ト
レ
ー
ス
す
る

モ
ー
タ
ー
ヘ
ッ
ド
（
巨
大
人
型
ロ
ボ
ッ
ト
）
こ
そ
が
最
強
の
兵
器
だ
と
い
ふ

こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。

　

エ
ヴ
ァ
は
、
銃
や
ナ
イ
フ
も
使
ふ
が
、
基
本
的
に
は
武
器
を
使
は
ず
手
足

を
使
っ
て
挌
闘
す
る
。
そ
れ
は
、
ガ
ン
ダ
ム
以
前
の
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
へ
の

先
祖
帰
り
で
あ
り
、
そ
し
て
、
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
な
ど
の
過
去
の
特
撮
作
品
へ

の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。

オ
マ
ー
ジ
ュ

　

そ
も
そ
も
、
監
督
の
庵
野
に
よ
る
と
、
エ
ヴ
ァ
の
発
想
の
原
点
は
「
鎧
を

つ
け
た
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
」
だ
っ
た
と
い
ふ
。
庵
野
は
、
自
ら
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン

を
演
じ
た
こ
と
も
あ
る
く
ら
ゐ
に
、
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
を
敬
愛
し
て
ゐ
る
。

　

基
本
的
に
電
源
で
動
く
エ
ヴ
ァ
は
供
給
ケ
ー
ブ
ル
を
引
き
ず
り
な
が
ら
戦

ふ
の
だ
が
、
何
か
し
ら
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
で
そ
れ
が
外
れ
た
と
き
、
内
臓
バ
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市
ヶ
谷
の
亡
霊
―
機
動
警
察
パ
ト
レ
イ
バ
ー
考 

叛
逆
の
く
り
ぃ
む

　

私
が
機
動
警
察
パ
ト
レ
イ
バ
ー
と
言
ふ
ア
ニ
メ
を
見
た
の
は
中
等
学
校
弐

年
の
時
分
で
あ
る
。
元
々
は
ゆ
う
き
ま
さ
み
の
漫
画
が
き
つ
か
け
で
あ
つ
た
。

漫
画
は
読
ん
で
ゐ
た
の
だ
が
、
無
料
動
画
配
信
の
サ
イ
ト
で
見
る
き
つ
か
け

が
な
く
途
方
に
暮
れ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
衛
星
放
送
で
ア
ニ
メ
映
画

が
配
信
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
り
、
見
る
機
会
が
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

　

私
が
見
た
の
は
「
機
動
警
察
パ
ト
レ
イ
バ
ー
２ the M

ovie

」
で
あ
る
。

こ
の
話
は
パ
ト
レ
イ
バ
ー
の
集
大
成
的
作
品
で
あ
り
、
作
品
の
前
日
談
を
兼

ね
た
後
日
談
で
も
あ
る
。
こ
の
物
語
で
と
あ
る
登
場
人
物
の
過
去
が
暴
か
れ
、

そ
の
帰
結
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

話
は
物
語
本
篇
開
始
か
ら
三
年
前
に
遡
る
。
東
南
ア
ジ
ア
某
国
（
ア
ン

コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
に
似
た
建
造
物
が
現
れ
る
こ
と
か
ら
お
そ
ら
く
カ
ン
ボ
ジ

ア
）
で
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
（
平
和
維
持
活
動
）
部
隊
と
し
て
日
本
か
ら
派
遣
さ
れ
た

陸
自
の
レ
イ
バ
ー
部
隊
は
ゲ
リ
ラ
部
隊
に
接
触
し
、
発
砲
許
可
が
得
ら
れ
ぬ

ま
ま
全
滅
す
る
。
し
か
し
、
一
人
の
生
存
者
が
ゐ
た
。
レ
イ
バ
ー
を
脱
出
し

た
彼
は
消
息
を
断
つ
。
こ
の
事
件
か
ら
三
年
後
、
平
穏
な
日
常
の
中
、
事
件

は
発
生
す
る
。
衆
人
環
視
の
中
、
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
が
何
者
か
の
手
に
よ

り
爆
破
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
程
無
く
し
て
そ
れ
は
航
空
自
衛
隊
の
Ｆ
16
Ｊ
ら

し
き
戦
闘
機
か
ら
射
出
さ
れ
た
ミ
サ
イ
ル
で
あ
る
こ
と
が
テ
レ
ビ
の
報
道
に

よ
つ
て
判
明
す
る
。
情
報
が
錯
綜
す
る
中
、
警
視
庁
警
備
部
特
車
２
課
を
訪

ね
る
者
が
ゐ
た
。
男
の
名
前
は
荒
川
茂
樹
。
陸
上
自
衛
隊
幕
僚
調
査
部
第
二

別
室
か
ら
来
た
と
称
す
る
こ
の
男
は
あ
る
依
頼
を
す
る
。
そ
れ
は
人
探
し
で

あ
つ
た
。
男
の
名
前
は
柘
植
行
人
。
三
年
前
、
東
南
ア
ジ
ア
で
消
息
を
断
つ

た
そ
の
男
で
あ
つ
た
。
だ
が
事
態
は
一
気
に
進
む
。
航
空
自
衛
隊
の
防
空
指

揮
管
制
シ
ス
テ
ム
へ
の
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
り
自
衛
隊
三
沢
基
地
所
属
機
に
よ

る
幻
の
東
京
爆
撃
と
い
ふ
事
件
が
発
生
す
る
。
こ
れ
に
過
剰
反
応
し
た
警
察

は
三
沢
基
地
司
令
を
基
地
の
目
と
鼻
の
先
で
拘
束
す
る
と
い
ふ
暴
挙
に
出
る
。

そ
こ
か
ら
一
部
自
衛
隊
基
地
の
籠
城
と
い
ふ
事
態
に
ま
で
発
展
す
る
。
政
府

は
在
日
米
軍
か
ら
の
圧
力
か
ら
事
態
悪
化
の
責
任
を
警
察
に
押
し
附
け
る
。

政
府
は
警
察
か
ら
警
察
権
を
剝
奪
す
る
代
わ
り
に
、
自
衛
隊
を
治
安
出
動
さ

せ
、
警
察
権
を
代
行
さ
せ
た
。
当
初
は
戸
惑
い
が
あ
つ
た
人
々
は
、
や
が
て

そ
の
日
常
に
慣
れ
て
い
つ
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
三
機
の
戦
闘
ヘ
リ
が
埋
立

地
か
ら
飛
び
立
つ
。
戦
闘
ヘ
リ
に
よ
り
都
内
の
通
信
施
設
・
橋
梁
は
こ
と
ご

と
く
破
壊
さ
れ
、
さ
ら
に
東
京
上
空
を
旋
回
す
る
無
人
飛
行
船
か
ら
妨
害
電

波
が
発
せ
ら
れ
、
自
衛
隊
は
次
々
と
孤
立
し
て
い
く
。
ま
た
戦
闘
ヘ
リ
の
襲
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た
ま
に
は
こ
ん
な
聖
地
巡
禮
「
陽
だ
ま
り
の
樹
」 

佐
藤
　
俊

　
〝
�
地
�
禮
〟
が
ブ
ー
ム
で
あ
る
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現

代
」
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

　

ア
ニ
メ
の
舞
臺
や
、
モ
デ
ル
に
な
つ
た
地
を
訪
ね
た
り
、
そ
の
〝
經
濟
效

果
〟
を
當
�
ん
で
自
治
體
が
タ
イ
ア
ツ
プ
す
る
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
だ
。

　

ぼ
く
も
屢
�
地
�
禮
に
赴
く
。
と
は
言
へ
あ
ま
り
〝
萌
え
ア
ニ
メ
〟
の
�

地
に
は
行
か
ず
、
宮
澤
賢
治
を
讀
ん
で
�
卷
を
訪
ね
た
り
、『
御
宿
か
わ
せ

み
』
を
讀
ん
で
永
代
橋
界
隈
を
散
步
し
た
り
と
、
さ
う
云
つ
た
�
地
を
訪
ね

る
。

　

最
�
は
手
塚
治
虫
の
『
陽
だ
ま
り
の
樹
』
を
讀
ん
で
、
東
京
に
行
つ
た
際

そ
の
舞
臺
を
訪
ね
步
い
た
。
幕
末
の
江
戶
を
舞
臺
に
し
た
漫
畫
で
あ
り
、
現

在
の
東
京
の
地
名
も
屢
登
場
す
る
。
そ
の
�
地
を
、
ち
よ
つ
と
紹
介
し
て
み

た
い
と
思
ふ
。

　

こ
の
漫
畫
に
は
二
人
の
�
人
公
が
ゐ
る
。
一
人
は
府
中
藩
江
戶
屋
敷
に
務

め
る
靑
年
侍
伊
武
谷
万
二
郎
。
も
う
一
人
は
蘭
方
醫
で
作
者
の
曾
祖
父
で
も

あ
る
手
塚
良
庵
（
後
に
良
仙
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
沿
つ
て
コ
ー

ス
を
紹
介
す
る
が
、〝
廻
り
や
す
さ
〟
も
考
慮
し
た
た
め
、
漫
畫
の
展
開
と
は

�
後
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
ご
容
赦
。

万
二
郎
コ
ー
ス

　

ま
づ
は
小
石
川
界
隈
の
、「
播
�
坂
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
漫
畫
は
万
二
郎
が

江
戶
城
に
登
城
す
る
殿
樣
の
駕
籠
に
附
從
ふ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

　

話
が
�
後
す
る
が
、
万
二
郎
は
山
岡
鉄
舟
と
知
り
合
ひ
、
親
友
と
な
り
邸

宅
に
�
ひ
劒
も
敎
は
る
。
そ
の
鉄
舟
邸
跡
も
播
�
坂
に
あ
る
。

　

江
戶
城
へ
と
向
ふ
行
列
は
「
三
百
坂
」
に
差
し
掛
か
る
の
だ
が
、
そ
こ
で

「播磨坂」
府中藩の殿樣が “ 松平播磨守 ”

であつたことが由來である

鉄舟邸跡の看板
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桜
色
の
軌
跡 

―
―
魔
法
少
女
リ
リ
カ
ル
な
の
は
論
―
―

伊
川
　
清
三

　

思
う
て
み
れ
ば
、
筆
者
が
魔
法
少
女
リ
リ
カ
ル
な
の
は
シ
リ
ー
ズ
に
出
�

っ
て
、
早
八
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
居
る
。
こ
の
八
年
間
、
筆
者
の
短
い
人

生
は
リ
リ
カ
ル
な
の
は
シ
リ
ー
ズ
抜
き
に
は
語
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
筆
者
の
立
場
を
明
示
し
て
お
く
。
筆
者
は
な
の
は
厨
に
分
類
せ
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
何
分
大
し
た
も
の
で
な
い
。
今
夏
に
封
切
ら
れ
た
劇
場

版
第
二
期
を
十
三
回
鑑
賞
し
た
程
度
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
し
、
コ
ミ
ケ
の
風
物

詩
と
化
し
て
し
ま
っ
た
企
業
ブ
ー
ス
の
な
の
は
列
に
並
び
、
同
人
誌
即
売
会

に
て
警
察
小
説
風
味
（
誰
が
得
す
る
の
か
）
の
リ
リ
カ
ル
な
の
は
二
次
創
作

作
品
を
頒
布
し
て
居
る
身
分
で
あ
る
。

　

本
稿
は
「
桜
色
の
軌
跡
」
と
題
し
て
、
シ
リ
ー
ズ
の
各
作
品
を
振
り
返
り

な
が
ら
、
魔
法
少
女
リ
リ
カ
ル
な
の
は
シ
リ
ー
ズ
が
ど
の
様
な
軌
跡
を
描
い

て
い
っ
た
の
か
を
概
論
し
よ
う
。

　

さ
て
、
魔
法
少
女
も
の
と
言
っ
た
ら
、
歴
史
は
結
構
古
い
が
、
こ
の
シ

リ
ー
ズ
と
他
の
も
の
を
比
べ
る
と
明
ら
か
な
相
違
が
数
点
挙
げ
ら
れ
る
。
具

体
的
に
は
魔
法
の
在
り
方
、
戦
闘
描
写
、
人
物
の
描
写
で
あ
る
。

　

一
つ
目
は
魔
法
が
解
析
せ
ら
れ
、
科
学
技
術
の
一
体
系
と
し
て
組
み
込
ま

れ
て
居
る
点
で
あ
る
。
多
く
の
魔
法
少
女
も
の
で
は
、
魔
法
は
科
学
と
相
反

す
る
力
と
さ
れ
て
居
る
こ
と
が
多
い
が
、
リ
リ
カ
ル
な
の
は
シ
リ
ー
ズ
で
は

古
代
の
超
文
明
が
魔
法
を
解
析
し
、
科
学
技
術
と
同
等
の
も
の
と
看
做
さ
れ

て
居
る
。
魔
法
少
女
も
の
で
は
よ
く
魔
法
を
発
動
せ
し
め
る
た
め
の
杖
を
持

ち
、
そ
れ
に
精
霊
が
宿
っ
て
居
る
設
定
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は

デ
バ
イ
ス
と
呼
ば
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
工
知
能
が
組
み
込
ま
れ
て
居
る

設
定
で
あ
る
。
魔
導
師
は
バ
リ
ア
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
な
る
魔
力
に
よ
る
防
護
服
を

纏
っ
て
、
そ
の
デ
バ
イ
ス
に
コ
マ
ン
ド
と
し
て
登
録
し
た
魔
法
を
駆
使
し
て

戦
闘
す
る
（
コ
マ
ン
ド
と
し
て
登
録
し
な
け
れ
ば
魔
法
が
使
用
で
き
な
い
と

い
っ
た
訳
で
は
な
く
、
発
動
の
手
間
暇
を
省
略
す
る
た
め
で
あ
る
）。
た
だ

し
、
細
か
い
内
部
機
構
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
あ
る
種
の
超
科
学

で
あ
る
。
高
度
に
発
達
し
た
科
学
は
魔
法
と
区
別
が
つ
か
な
い

―
か
の
Ｓ

Ｆ
の
巨
匠
の
言
葉
を
地
で
再
現
し
て
居
る
と
称
せ
ら
れ
よ
う
。
同
じ
様
に
魔

法
少
女
も
の
で
は
古
代
の
魔
法
遺
産
が
出
て
く
る
が
、
ご
他
聞
に
も
漏
れ
ず

本
シ
リ
ー
ズ
で
も
出
て
く
る
。
勿
論
、
古
代
の
超
科
学
に
よ
る
遺
産
で
あ
り
、

ロ
ス
ト
ロ
ギ
ア
（
古
代
遺
産
）
と
呼
ば
れ
て
居
る
。
こ
の
古
代
遺
産
は
話
を

進
め
る
た
め
の
マ
ジ
ッ
ク
ア
イ
テ
ム
と
し
て
な
の
は
シ
リ
ー
ズ
で
は
頻
繁
に

活
用
せ
ら
れ
る
。
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二
つ
目
は
戦
闘
で
あ
る
。
大
抵
の
魔
法
少
女
も
の
で
は
戦
闘
が
描
か
れ
る

が
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
戦
闘
は
な
の
は
シ
リ
ー
ズ
で
は
拝
め
な
い
。
そ
の
戦

闘
描
写
が
も
は
や
可
笑
し
い
域
に
達
し
て
居
り
、
命
を
賭
し
た
戦
闘
が
頻
繁

に
描
か
れ
る
。
魔
力
弾
に
ま
と
も
に
当
た
っ
た
目
標
は
大
き
く
砕
け
る
。
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
や
ビ
ル
の
壁
面
を
容
赦
な
く
抉
る
の
は
朝
飯
前
。
高
速
飛
行
で

発
生
す
る
衝
撃
波
に
よ
っ
て
、
近
く
の
ビ
ル
の
窓
ガ
ラ
ス
を
破
砕
さ
れ
る
。

ま
と
も
に
攻
撃
を
食
ら
っ
た
人
間
は
数
十
メ
ー
ト
ル
も
吹
飛
ぶ
。
勿
論
、
魔

法
の
力
に
よ
り
防
護
さ
れ
て
居
る
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
の
こ
と
で
死

ぬ
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
は
主
人
公
の
高
町
な
の
は
が
放
つ
魔
力
砲
撃
は
数

キ
ロ
の
射
程
を
持
ち
、
命
中
し
た
目
標
を
爆
砕
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
も

は
や
魔
法
少
女
で
は
な
く
魔
砲
少
女
と
称
す
る
人
も
居
る
位
で
あ
る
。

　

三
つ
目
と
し
て
、
登
場
人
物
が
妙
に
老
成
し
て
居
り
、
主
人
公
達
の
思

想
・
言
動
は
明
ら
か
に
小
学
三
年
生
の
も
の
と
は
見
做
せ
ら
れ
な
い
点
が
挙

げ
ら
れ
る
。
年
齢
と
そ
の
言
動
の
断
絶
が
流
石
に
不
自
然
に
見
え
て
く
る
ほ

ど
の
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
登
場
人
物
は
心
に
大
き
な
傷
を
抱
う
て
居
る
の

も
特
徴
だ
。
恋
の
悩
み
と
か
そ
の
様
な
甘
っ
た
る
い
も
の
は
一
切
描
か
れ
る

こ
と
な
く
、
将
来
の
身
の
あ
り
様
や
家
族
と
の
在
り
方
な
ど
に
悩
ん
で
居
る
。

や
は
り
、
小
学
生
が
持
つ
悩
み
に
し
て
は
ど
こ
か
可
笑
し
い
。
勿
論
、
こ
の

様
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
楽
し
む
の
も
作
品
の
醍
醐
味
で
あ
る
が
、
流
石
に
過
ぎ
た

る
は
尚
及
ば
ざ
る
が
如
し
。

魔
砲
少
女
、
降
臨
す
。

　
「
魔
法
少
女
リ
リ
カ
ル
な
の
は
」（
二
〇
〇
四
年
放
映
、
通
称
無
印
）
は
ヒ

ロ
イ
ン
高
町
な
の
は
と
フ
ェ
イ
ト
・
テ
ス
タ
ロ
ッ
サ
が
友
情
を
深
め
て
い
く

軌
跡
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
高
町
な
の
は
は
平
凡
な
小
学
生
三

年
で
あ
る
が
、
異
世
界
か
ら
の
突
然
の
来
訪
者
ユ
ー
ノ
か
ら
力
を
託
さ
れ
、

彼
が
探
し
て
居
る
危
険
な
魔
力
結
晶
の
回
収
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
母
親
プ
レ
シ
ア
の
命
令
に
従
っ
て
魔
力
結
晶
を
集
め
て
居

る
少
女
フ
ェ
イ
ト
と
衝
突
す
る
。
一
方
、
そ
れ
は
危
険
な
も
の
で
あ
る
か
ら

回
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
の
は
。
フ
ェ
イ
ト
は
な
の
は
の
話
を

全
く
聞
か
ん
と
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
圧
倒
的
な
実
力
差
を
以
て
、
な
の
は

を
捻
伏
せ
る
。
そ
れ
で
も
彼
女
は
諦
め
よ
う
と
せ
ず
、
訓
練
を
重
ね
て
実
力

を
付
け
て
い
く
。
な
の
は
の
気
持
ち
は
実
に
単
純
で
あ
る
。
危
険
物
の
回
収

に
協
力
す
る
の
は
困
る
人
が
居
る
か
ら
と
い
っ
た
実
に
至
極
簡
単
な
理
由
で

あ
り
、
フ
ェ
イ
ト
と
話
合
を
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
明
ら
か
に
複
雑
な
事
情

を
抱
う
て
居
る
フ
ェ
イ
ト
を
助
け
た
い
、
友
達
に
な
り
た
い
と
い
っ
た
理
由

で
あ
る
。
フ
ェ
イ
ト
も
母
プ
レ
シ
ア
の
夢
の
実
現
の
た
め
に
動
い
て
居
る
の

で
あ
る
が
、
本
心
と
し
て
は
母
親
プ
レ
シ
ア
に
喜
ん
で
欲
し
い
と
い
っ
た
理

由
か
ら
、
母
親
の
命
令
に
従
っ
て
居
る
。
プ
レ
シ
ア
は
フ
ェ
イ
ト
が
失
敗
す

る
た
び
に
手
酷
い
虐
待
を
す
る
。
そ
れ
で
も
フ
ェ
イ
ト
は
母
親
か
ら
離
れ
よ

う
と
し
な
い
。
母
と
自
分
だ
け
が
、
彼
女
に
と
っ
て
の
世
界
で
あ
る
か
ら
逃

げ
出
す
こ
と
は
頭
に
は
微
塵
も
な
い
し
、
母
親
は
い
つ
か
は
自
分
に
笑
顔
を

見
せ
て
く
れ
る
と
信
じ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。

　

何
度
か
の
戦
闘
を
重
ね
た
末
、
実
力
を
付
け
た
な
の
は
は
フ
ェ
イ
ト
に
辛

く
も
勝
利
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
プ
レ
シ
ア
は
フ
ェ
イ
ト
に
対
す
る
愛
情

は
微
塵
も
な
い
こ
と
を
、
同
時
に
死
ん
だ
実
の
娘
ア
リ
シ
ア
の
ク
ロ
ー
ン
が
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貸
本
漫
畫
概
論 

押
井
　
德
馬

　
「
貸
本
漫
畫
」
の
實
物
に
一
度
も
觸
れ
た
こ
と
は
無
い
が
、
名
�
な
ら
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
、
と
云
ふ
人
な
ら
多
い
で
せ
う
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
�
の
連
續
テ
レ

ビ
小
說
「
ゲ
ゲ
ゲ
の
女
房
」
で
は
、
か
つ
て
貸
本
漫
畫
に
作
品
を
描
い
て
ゐ

た
水
木
し
げ
る
の
生
涯
が
描
か
れ
ま
し
た
が
、
御
覽
に
な
つ
た
方
も
い
ら
つ

し
や
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、「
貸
本
漫
畫
」
と
は
、
ど
の
や
う
な
も
の
で
せ
う
か
。
ど
ん
な

ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
が
あ
つ
た
の
で
せ
う
か
。
現
在
一
般
�
に
見
ら
れ
る
漫
畫

と
、
ど
こ
が
�
ふ
の
で
せ
う
か
。
か
つ
て
貸
本
屋
を
營
業
し
て
ゐ
た
人
に
當

時
の
話
を
聞
い
た
事
が
あ
る
の
で
、
そ
の
話
も
交
へ
な
が
ら
紹
介
し
て
い
き

ま
す
。

貸   

本   

屋

　

昔
は
今
と
�
ひ
、
一
般
�
な
家
庭
で
は
、
子
供
が
漫
畫
本
を
買
へ
る
ほ
ど

の
餘
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と
へ
ば
一
九
六
〇
年
代
で
漫
畫
單
行
本

一
册
の
値
段
が
二
百
圓
臺
と
聞
く
と
、「
何
だ
安
い
ぢ
や
な
い
か
」
と
感
じ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
當
時
の
一
圓
が
現
在
の
十
圓
の
價
値
と
槪
算
し
て
み

る
と
、
漫
畫
本
一
册
が
二
千
圓
臺
、
つ
ま
り
今
で
云
ふ
と
Ｃ
Ｄ
ア
ル
バ
ム
一

枚
分
に
相
當
す
る
�
�
價
値
だ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。

　

も
つ
と
子
供
の
手
に
屆
く
値
段
で
漫
畫
を
讀
む
と
な
る
と
、
新
品
に
こ
だ

は
ら
ず
、「
古
本
」
か
「
レ
ン
タ
ル
」
で
濟
ま
せ
る
方
法
も
あ
り
ま
し
た
。
後

者
の
、
本
の
レ
ン
タ
ル
を
行
つ
て
ゐ
た
の
が
「
貸
本
屋
」
で
し
た
。
ち
や
う

ど
今
で
も
、
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
買
ふ
と
高
い
の
で
、
レ
ン
タ
ル
で
濟
ま
さ
う

と
云
ふ
人
は
多
い
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
で
す
。

　

元
貸
本
屋
の
を
ぢ
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
當
時
は
一
泊
二
日
で
十
圓
と
大

變
安
く
、
大
繁
盛
し
た
さ
う
で
す
。
貸
本
屋
に
多
く
置
か
れ
て
ゐ
た
の
が
、

貸
本
向
け
の
書
き
下
ろ
し
漫
畫
（
こ
れ
を
「
貸
本
漫
畫
」
と
呼
び
ま
す
）
で
、

こ
れ
專
門
の
出
版
社
や
漫
畫
家
も
澤
山
あ
り
ま
し
た
。
一
九
五
〇
～
六
〇
年

代
は
、
貸
本
漫
畫
が
數
多
く
發
行
さ
れ
た
時
�
で
し
た
。

貸
本
屋
の
シ
ス
テ
ム

　

早
い
話
が
、
今
で
言
ふ
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
レ
ン
タ
ル
に
似
た
シ
ス
テ
ム
で

す
。
利
用
客
は
身
分
證
�
書
を
提
示
し
入
會
金
を
拂
へ
ば
會
員
に
な
れ
ま
す
。

そ
し
て
會
員
は
本
を
一
册
に
つ
き
一
泊
二
日
十
圓
で
借
り
る
、
と
い
つ
た
�

合
で
し
た
。
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と
こ
ろ
で
、
貸
本
屋
は
貸
す
た
め
の
本
を
何
處
か
ら
仕
入
れ
て
く
る
の
で

せ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
元
貸
本
屋
の
を
ぢ
さ
ん
が
敎
へ
て
く
れ
ま
し

た
。

　

漫
畫
本
は
、
先
づ
は
書
店
で
市
販
も
さ
れ
た
さ
う
で
す
（
一
册
二
百
圓
臺
）。

し
か
し
、
そ
の
う
ち
の
か
な
り
が
�
本
で
戾
つ
て
き
て
し
ま
ひ
ま
す
。
こ
の

ま
ゝ
だ
と
倉
庫
の
肥
や
し
か
ゴ
ミ
か
、
と
い
つ
た
こ
の
�
本
の
山
は
何
處
へ

行
く
か
と
云
ふ
と
、
實
は
當
時
、
�
本
さ
れ
た
本
を
（
一
册
幾
ら
、
で
は
な

く
）
一
貫
目
幾
ら
、
で
買
ひ
取
る
業
者
が
ゐ
た
さ
う
で
す
。
當
時
は
東
京
の

御
徒
町
に
、
そ
の
や
う
な
ル
ー
ト
で
囘
つ
て
き
た
古
本
を
賣
る
卸
業
者
が
澤

山
ゐ
た
さ
う
で
す
。
そ
し
て
貸
本
屋
は
、
そ
こ
か
ら
一
册
三
十
圓
で
本
を
仕

入
れ
ま
す
。
そ
の
本
を
店
で
は
一
囘
十
圓
で
貸
し
て
ゐ
た
の
で
、
三
囘
の
貸

し
出
し
で
元
が
取
れ
た
と
云
ひ
ま
す
。
人
氣
の
あ
る
本
な
ら
元
が
取
れ
る
だ

け
で
な
く
、
が
つ
ぽ
り
儲
か
り
ま
す
が
、
人
氣
が
な
い
と
�
く
元
が
取
れ
な

い
の
で
、
如
何
に
し
て
人
氣
の
高
い
本
を
仕
入
れ
る
か
が
、
貸
本
屋
の
腕
の

見
せ
�
だ
つ
た
や
う
で
す
。

　

ま
た
、
地
方
の
零
細
貸
本
屋
は
、
昔
か
ら
や
つ
て
ゐ
る
地
元
の
貸
本
屋
の

在
庫
（
例
に
よ
つ
て
東
京
御
徒
町
で
仕
入
れ
た
も
の
）
の
う
ち
、
餘
剩
在
庫

で
倉
庫
に
眠
つ
て
ゐ
る
本
を
、
や
は
り
一
册
三
十
圓
で
ま
と
め
て
買
ひ
、
貸

本
屋
を
開
く
こ
と
も
あ
つ
た
さ
う
で
す
。

貸
本
漫
畫
の
特
徵

　

貸
本
屋
向
け
に
書
き
下
ろ
さ
れ
て
ゐ
た
貸
本
漫
畫
。
現
代
の
漫
畫
本
と
は

�
ふ
裝
幀
や
內
容
が
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徵
で
す
。

典型的な貸本少女漫畫のコマ割。三段で、臺詞は朙朝體と云ふのが一般的。（㐧一
プロダクション發行、少女ロマン誌「学園」No.5　小原幸子「知らなかったの」）
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漫
画
同
人
誌
の
即
売
会
「
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
」（
コ
ミ
ケ
ッ
ト
、
コ

ミ
ケ
と
略
す
）
に
つ
い
て
は
、
名
前
程
度
な
ら
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
人
が
多

い
で
せ
う
。
そ
し
て
、
本
誌
を
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
お
求
め
に
な
つ
た
方
な

ら
、
き
つ
と
既
に
御
存
知
の
事
と
思
ひ
ま
す
。
年
に
夏
と
冬
の
二
回
開
催
さ

れ
、
三
日
間
で
延
べ
三
万
数
千
の
同
人
サ
ー
ク
ル
が
参
加
し
、
来
場
者
は
延

べ
五
十
数
万
人
と
云
ふ
、
日
本
い
や
世
界
最
大
規
模
の
同
人
誌
即
売
会
で
す
。

今
で
は
コ
ミ
ケ
の
他
に
も
、
類
似
の
漫
画
同
人
誌
即
売
会
が
数
多
く
開
催
さ

れ
て
ゐ
ま
す
。
文
学
同
人
誌
専
門
の
即
売
会
で
あ
る
「
文
学
フ
リ
マ
」
も
、

コ
ミ
ケ
に
近
い
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
程
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
す
が
、
実
は
、
コ
ミ
ケ
で
頒
布
さ
れ
て
ゐ

る
の
は
漫
画
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
説
を
出
し
て
ゐ
る
サ
ー
ク
ル
も
あ

れ
ば
、
評
論
、
随
筆
、
紀
行
文
、
技
術
情
報
、
鉄
道
や
バ
ス
の
研
究
、
軍
事

関
聯
等
、「
文
章
を
主
と
し
た
本
」
も
実
は
多
数
発
行
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

　

昔
か
ら
あ
る
や
う
な
文
藝
同
人
サ
ー
ク
ル
で
の
活
動
経
験
の
あ
る
方
の
目

か
ら
す
る
と
、
コ
ミ
ケ
の
や
う
な
漫
画
同
人
誌
即
売
会
で
頒
布
さ
れ
て
ゐ
る

文
章
系
の
同
人
誌
の
世
界
は
、
一
見
似
て
ゐ
る
や
う
で
、
実
は
細
か
い
部
分

が
違
ふ
と
感
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
サ
ー
ク
ル
の
体
制
が
漫
画

同
人
誌
サ
ー
ク
ル
と
ほ
ゞ
同
じ
で
あ
る
為
な
の
で
す
が
、
幾
つ
か
を
簡
単
に

解
説
し
ま
す
。

一
人
で
も
「
同
人
」
？

　

厳
密
に
は
原
義
か
ら
離
れ
た
用
法
な
の
で
す
が
、
漫
画
に
し
ろ
文
章
系
に

し
ろ
、
コ
ミ
ケ
参
加
サ
ー
ク
ル
の
世
界
で
は
、
一
人
で
書
い
て
一
人
で
発

行
・
頒
布
し
て
ゐ
る
場
合
で
も
「
同
人
」「
同
人
サ
ー
ク
ル
」「
同
人
誌
」
と

い
ふ
言
葉
を
使
ふ
事
が
屢
々
あ
り
ま
す
。
厳
密
に
は
「
同
人
誌
」
で
は
な
く

「
個
人
誌
」
な
の
で
す
が
、
漫
画
同
人
誌
即
売
会
は
、
一
人
で
活
動
し
て
ゐ
る

人
に
も
門
戸
を
開
い
て
ゐ
て
、
慣
例
的
に
、
複
数
人
の
「
サ
ー
ク
ル
」
と
同

じ
扱
ひ
を
し
て
ゐ
ま
す
。

　

漫
画
同
人
誌
即
売
会
で
は
、
多
く
の
場
合
、
一
つ
の
出
展
サ
ー
ク
ル
に
つ

き
三
人
分
、
開
場
時
間
前
に
入
場
出
来
る
チ
ケ
ッ
ト
が
渡
さ
れ
ま
す
。
一
人

や
二
人
の
「
サ
ー
ク
ル
」
で
あ
つ
て
も
、
残
つ
た
チ
ケ
ッ
ト
を
有
効
に
利
用

出
来
ま
す
。
店
番
（
売
り
子
と
も
呼
ぶ
）
と
し
て
臨
時
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
タ
ッ
フ
を
募
集
す
る
の
で
す
。「
可
愛
い
女
の
子
が
売
り
子
を
や
つ
て
く

れ
ゝ
ば
、
も
つ
と
売
れ
る
か
な
？
」
と
云
ふ
の
は
、
よ
く
聞
く
台
詞
で
す
。
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会
員
制
で
な
い
事
が
多
い

　

コ
ミ
ケ
参
加
サ
ー
ク
ル
で
は
、
き
ち
ん
と
会
員
制
の
グ
ル
ー
プ
を
作
つ
て

ゐ
る
の
で
は
な
く
て
、
二
人
と
か
数
人
の
知
り
合
ひ
、
と
い
ふ
間
柄
で
制

作
・
発
行
し
て
ゐ
る
事
が
多
い
も
の
で
す
。
毎
回
固
定
メ
ン
バ
ー
で
発
行
し

て
ゐ
る
事
も
あ
れ
ば
、
発
行
の
都
度
、
参
加
希
望
者
を
募
集
す
る
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。

サ
ー
ク
ル
外
へ
の
販
売
を
重
視

　

コ
ミ
ケ
参
加
サ
ー
ク
ル
に
と
つ
て
、
サ
ー
ク
ル
外
の
人
々
に
同
人
誌
を
販

売
す
る
の
は
、
自
分
た
ち
の
表
現
し
た
内
容
を
出
来
る
だ
け
広
い
範
囲
の

人
々
に
読
ん
で
欲
し
い
、
と
云
ふ
願
ひ
で
も
あ
り
ま
す
し
、「
内
輪
受
け
で
終

る
事
な
く
、
サ
ー
ク
ル
外
部
か
ら
見
て
も
良
い
評
価
を
さ
れ
る
内
容
か
ど
う

か
」
を
知
る
為
の
良
い
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
も
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仲
間

内
で
頒
布
し
て
終
り
、
で
は
な
く
、
サ
ー
ク
ル
外
へ
の
販
売
を
重
視
す
る
の

で
す
。

会
費
無
し
・
買
取
ノ
ル
マ
無
し

　

コ
ミ
ケ
参
加
サ
ー
ク
ル
で
、
会
費
を
取
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
ふ

話
は
、
あ
ま
り
聞
い
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
抵
の
場
合
、
印
刷
代
や
そ
の

他
の
費
用
は
、
同
人
誌
即
売
会
・
通
販
・
同
人
誌
専
門
店
で
の
委
託
販
売
等
、

サ
ー
ク
ル
外
部
の
人
に
売
つ
た
収
益
で
賄
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
費
用
を
サ
ー
ク

ル
参
加
者
の
誰
か
し
ら
が
払
ふ
必
要
が
あ
る
の
は
、
赤
字
に
な
つ
た
時
だ
け

で
す
。
黒
字
に
な
れ
ば
負
担
の
必
要
が
無
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
掛
か

る
で
あ
ら
う
費
用
の
た
め
に
繰
り
越
し
た
り
、
打
ち
上
げ
の
飲
食
代
に
し
た

り
で
き
ま
す
。
一
度
に
数
千
部
発
行
し
て
ゐ
る
大
手
サ
ー
ク
ル
で
は
、
同
人

誌
発
行
を
専
業
に
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
で
生
活
し
て
ゐ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、

全
体
か
ら
す
る
と
少
数
派
で
す
。

　

従
来
型
の
文
藝
サ
ー
ク
ル
で
は
、
会
員
に
「
一
人
最
低
十
冊
買
ふ
事
」
の

や
う
な
「
買
取
ノ
ル
マ
」
を
課
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
、
と
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
コ
ミ
ケ
参
加
サ
ー
ク
ル
で
は
、
そ
ん
な
話
は
ま
づ
聞
き
ま

せ
ん
。

参
加
者
に
は
無
償
頒
布

　

逆
に
、
殆
ど
の
コ
ミ
ケ
参
加
サ
ー
ク
ル
で
は
、
同
人
誌
に
漫
画
な
り
文
章

な
り
を
寄
稿
す
る
と
、
完
成
し
た
同
人
誌
を
一
冊
無
償
で
貰
へ
ま
す
。
サ
ー

ク
ル
外
の
人
に
売
つ
た
収
益
で
こ
の
頒
布
分
が
十
分
賄
は
れ
る
価
格
設
定
を

し
て
ゐ
る
筈
な
の
で
、
心
配
は
要
り
ま
せ
ん
。
多
分
…
…
。

完
売
す
れ
ば
十
分
元
は
取
れ
ま
す

　

漫
画
同
人
誌
は
屢
々
「
薄
い
本
」
と
云
ふ
渾
名
で
呼
ば
れ
ま
す
。
二
十
～

三
十
頁
台
の
「
小
冊
子
」「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
と
呼
ん
だ
方
が
相
応
し
い
位
の

本
が
、
五
百
円
位
の
値
段
で
売
ら
れ
て
ゐ
る
訣
で
す
が
、
元
は
取
れ
て
ゐ
る

の
で
せ
う
か
。

　

特
に
、「
知
り
合
ひ
が
百
万
円
単
位
の
金
額
を
負
担
し
て
自
伝
を
個
人
出

版
し
た
」
と
云
ふ
類
の
話
を
聞
い
た
事
が
あ
る
と
、
き
ち
ん
と
し
た
本
を
印
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刷
所
で
刷
つ
て
貰
ふ
の
は
随
分
お
金
が
掛
か
る
の
で
は
、
と
心
配
に
な
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
同
人
誌
の
印
刷
代
は
、
そ
ん
な
に
高
く
あ
り
ま

せ
ん
。
モ
ノ
ク
ロ
で
数
十
頁
の
本
を
一
度
に
百
部
程
度
し
か
印
刷
し
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
今
は
「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
印
刷
」
と
云
ふ
少
部
数
向
け
の
も
の
が

有
る
の
で
、
予
算
は
数
万
円
程
度
あ
れ
ば
十
分
で
す
。
勿
論
、「
個
人
出
版
」

を
支
援
す
る
業
者
の
や
う
な
、
原
稿
の
執
筆
の
面
倒
を
見
て
く
れ
た
り
、
組

版
作
業
を
し
て
く
れ
た
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
コ
ー
ド
を
取
つ
て
一
般
書
店
で
も
註

文
出
来
る
や
う
に
手
続
き
を
し
て
く
れ
る（

一
）、

と
い
つ
た
サ
ー
ビ
ス
は
全
く
有

り
ま
せ
ん
。
組
版
も
頒
布
も
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
分
、
安
く
刷
れ
る
の

で
す
。

　

た
と
へ
ば
、
本
誌
の
印
刷
を
依
頼
し
て
ゐ
る
ポ
プ
ル
ス
で
、
表
紙
が
カ

ラ
ー
、
本
文
が
モ
ノ
ク
ロ
で
三
十
二
頁
（
表
紙
を
含
め
る
と
三
十
六
頁
）
の

Ｂ
５
版
の
冊
子
を
百
部
印
刷
す
る
場
合
、
掛
か
る
の
は
二
一
、六
九
三
円
と

送
料
で
す
（
二
〇
一
二
年
十
一
月
現
在
）。
他
社
で
は
更
に
一
万
円
位
高
い

事
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
四
百
円
と
か
五
百
円
と
か
で
売
る
と
し
て
も
、

半
分
位
売
れ
れ
ば
印
刷
代
は
十
分
回
収
出
来
ま
す
。
実
際
に
は
印
刷
代
だ
け

で
な
く
、
同
人
誌
即
売
会
の
参
加
費
（
出
展
料
）
等
が
コ
ミ
ケ
で
一
万
一
千

～
一
万
二
千
円
（
申
込
書
・
カ
タ
ロ
グ
含
む
）、
他
の
イ
ベ
ン
ト
だ
と
五
千
円

前
後
掛
か
り
ま
す
し
、
他
に
も
原
稿
を
書
い
た
人
へ
の
無
償
頒
布
分
、
頒
布

物
を
イ
ベ
ン
ト
会
場
へ
送
る
宅
配
便
代
金
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

価
格
設
定
に
問
題
が
無
く
て
売
上
も
十
分
あ
れ
ば
そ
れ
ら
の
費
用
も
回
収
で

き
ま
す
し
、
も
し
全
く
売
れ
な
い
と
い
ふ
最
悪
の
事
態
で
あ
つ
て
も
数
万
円

の
ロ
ス
で
す
（
パ
チ
ン
コ
で
数
万
円
擦
る
よ
り
は
健
全
そ
の
も
の
で
す
）。

　

ま
た
、
あ
ま
り
部
数
が
出
な
い
場
合
は
、
印
刷
所
に
頼
ま
ず
、
自
宅
の
プ

リ
ン
タ
で
印
刷
し
た
り
、
コ
ピ
ー
機
で
印
刷
し
て
製
本
す
る
方
法
も
あ
り
ま

す
（「
コ
ピ
ー
本
」
と
呼
び
ま
す
）。
昔
は
少
部
数
だ
と
ガ
リ
版
（
謄
写
版
）

を
使
つ
て
自
前
で
印
刷
・
製
本
す
る
同
人
誌
も
多
か
つ
た
や
う
で
す
が
、
そ

の
現
代
版
で
す
。

　

そ
の
他
に
掛
か
る
費
用
と
し
て
、
比
較
的
大
き
い
の
が
交
通
費
と
宿
泊
費

で
す
。
コ
ミ
ケ
の
開
催
さ
れ
る
東
京
近
郊
在
住
な
ら
交
通
費
も
あ
ま
り
掛
か

ら
ず
、
宿
泊
も
不
要
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
遠
方
だ
と
万
単
位
で
交
通
費
や

宿
泊
費
が
掛
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
費
用
は
自
己
負
担
し
て
で
も
売
り

子
に
な
り
た
い
人
ば
か
り
で
す
。
た
と
へ
同
人
誌
を
販
売
し
な
い
と
し
て
も
、

ど
う
せ
買
ふ
側
と
し
て
コ
ミ
ケ
に
参
加
す
る
（
一
般
参
加
と
呼
ぶ
）
の
だ
か

ら
、
い
づ
れ
に
し
て
も
自
分
で
交
通
費
と
宿
泊
費
は
払
ふ
も
の
だ
し
、
そ
も

そ
も
コ
ミ
ケ
に
サ
ー
ク
ル
参
加
（
出
展
）
す
る
事
自
体
、
朝
早
く
と
も
何
時

間
も
待
た
ず
に
ス
ム
ー
ズ
に
入
場
出
来
た
り
、
普
通
よ
り
早
め
に
他
の
サ
ー

ク
ル
の
購
入
者
の
列
に
並
べ
た
り
、
荷
物
の
置
き
場
が
若
干
あ
る
等
の
役
得

が
あ
る
か
ら
で
す
。
勿
論
そ
の
反
面
、
責
任
は
重
大
で
す
。
朝
早
い
集
合
時

刻
は
厳
守
で
す
し
、
店
番
を
や
つ
て
ゐ
る
時
間
は
自
由
に
他
の
場
所
に
移
動

し
て
本
を
買
つ
た
り
出
来
ま
せ
ん
。
分
担
し
て
あ
ち
こ
ち
回
つ
た
り
並
ん
だ

り
し
て
、
他
の
店
番
の
買
ひ
た
い
本
を
購
入
す
る
事
も
仕
事
の
う
ち
で
す
。

（
一
）
一
般
書
店
の
「
棚
に
並
ぶ
」
は
、
か
な
り
難
し
い
で
す
し
、
実
現
し
て
も
ご
く
限
ら

れ
た
一
部
の
店
で
短
期
間
限
定
で
せ
う
か
ら
、
期
待
し
な
い
方
が
良
い
で
せ
う
。
ア

マ
ゾ
ン
で
取
り
扱
つ
て
貰
ふ
と
か
、
同
人
誌
専
門
店
の
棚
に
並
べ
て
貰
ふ
方
が
、
ま

だ
現
実
的
で
す
。
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問
題
は
ソ
フ
ト
の
初
期
投
資

　

今
で
は
、
漫
画
原
稿
用
紙
に
ペ
ン
で
描
く
代
り
に
、
パ
ソ
コ
ン
と
ペ
ン
タ

ブ
レ
ッ
ト
を
使
つ
て
漫
画
を
描
く
人
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
で
描

い
た
絵
を
印
刷
所
に
入
稿
す
る
た
め
に
は
、
印
刷
所
の
指
定
す
る
ソ
フ
ト
で

デ
ー
タ
を
作
成
す
る
事
が
必
要
で
す
。
多
く
の
場
合
、「
ア
ド
ビ　

フ
ォ
ト

シ
ョ
ッ
プ
」「
ア
ド
ビ　

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
」「
ア
ド
ビ　

ア
ク
ロ
バ
ッ

ト
」
と
い
つ
た
、
プ
ロ
向
け
の
ソ
フ
ト
が
指
定
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
本
誌
の
組

版
で
は
「
ア
ド
ビ　

イ
ン
デ
ザ
イ
ン
」
と
云
ふ
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て
ゐ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ソ
フ
ト
の
セ
ッ
ト
は
実
売
価
格
で
十
五
万
円
以
上
は
し
ま
す
。
実

際
に
は
学
割
制
度
が
あ
つ
た
り
、
ア
ド
ビ
社
の
認
定
す
る
パ
ソ
コ
ン
ス
ク
ー

ル
で
、
レ
ッ
ス
ン
付
き
で
半
額
程
度
で
購
入
で
き
る
版
が
あ
つ
た
り
す
る
の

で
、
上
手
に
買
へ
ば
安
く
は
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
決
し
て
安
い
買
物
で

は
な
い
で
す
し
、
誰
も
が
持
つ
て
ゐ
る
ソ
フ
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ

れ
ら
の
ソ
フ
ト
を
使
つ
て
最
終
的
な
編
輯
作
業
を
出
来
る
人
は
限
ら
れ
て
仕

舞
ひ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、「『
正
か
な
づ
か
ひ　

理
論
と
實
踐
』
の
発
行
に
は
お
金
が
掛

か
る
だ
ら
う
か
ら
、
是
非
支
援
し
た
い
」
と
か
「
買
取
ノ
ル
マ
を
設
定
し
た

方
が
良
い
の
で
は
」
と
い
つ
た
御
意
見
を
頂
き
ま
し
た
が
、
費
用
の
事
を
気

に
掛
け
て
く
だ
さ
る
事
に
は
大
変
感
謝
致
し
ま
す
。
幸
ひ
、
創
刊
号
・
第
二

号
共
、
各
百
数
十
部
は
売
れ
て
ゐ
て
、（
大
赤
字
に
な
つ
て
ゐ
る
等
）
お
金

の
大
き
な
問
題
は
今
の
と
こ
ろ
特
に
無
い
事
を
皆
様
に
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

勿
論
、
発
行
部
数
が
千
部
を
超
え
る
程
に
な
つ
た
ら
、
御
提
案
の
通
り
出
資

者
を
募
集
す
る
と
か
、
そ
も
そ
も
同
人
誌
を
卒
業
し
て
商
業
誌
に
す
る
道
も

摸
索
す
べ
き
時
な
の
で
せ
う
が
、
そ
れ
は
ま
だ
〳
〵
先
の
話
で
す
。
む
し
ろ
、

組
版
や
校
正
の
負
担
を
如
何
に
分
散
・
効
率
化
す
る
か
が
目
下
の
課
題
で
す
。

正
字
正
か
な
で
同
人
誌
を
発
行
す
る
こ
と
に
興
味
を
持
た
れ
た
方
で
、
ど
な

た
か
、「
ア
ド
ビ　

イ
ン
デ
ザ
イ
ン
」
を
購
入
し
て
組
版
の
お
手
伝
ひ
に
参
加

し
て
く
だ
さ
ら
な
い
か
と
淡
い
期
待
を
抱
き
つ
ゝ
（
半
分
冗
談
で
す
）、
こ
ゝ

で
一
旦
ペ
ン
を
置
か
う
と
思
ひ
ま
す
。

本誌を頒布するサークルスペースの様子
於　第十四回文学フリマ (2012/5/6)

撮影：押井徳馬（勿論、撮影後すぐテーブル
の向かうに戻つて店番をしてゐました）
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福
田
恆
存
先
生
の
御
講
義 

楠
　
眞
茂

　

昭
和
五
十
一
年
、
京
都
產
業
大
學
に
て

　

�
責　

楠
眞
茂　
　

　

內　
　

容

　

一
、　　

良
き
聞
き
手
が
あ
つ
て
の
語
り
手

　

二
、　　

相
互
理
解

　

三
、　　

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　

四
、　　

懷
疑
す
る
心

　

五
、　　

ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ

　

六
、　　

戰　
　

爭

　

七
、　　

マ
ス
コ
ミ
の
罪

　

八
、　　

戰
後
敎
育

　

九
、　　

民
�
�
義

　

十
、　　

言　
　

葉

　

十
一
、　

歷
史
を
知
る

　

十
二
、　

質
問
の
仕
方

　

十
三
、　

敎　
　

�

　

十
四
、　　

矛
盾
だ
ら
け
の
人
生

　

十
五
、　　

物
事
を
相
對
�
に
見
る

　

十
六
、　　

�
略
戰
爭
と
は
、
防
衞
戰
爭
と
は

　

十
七
、　　

廣
島
、
長
崎
か
ら
の
世
界
�
和
と
い
ふ
言
葉
の
不
思
議

　

十
八
、　　

倫
理
觀
念
の
�
點

　

十
九
、　　

國
の
�
命
を
決
す
る
外
交
力
（
�
�
力
）

　

二
十
、　　

戰
後
の
風
潮

　

二
十
一
、　

�
和
�
動
家
の
正
體

　

二
十
二
、　

再
び
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ

　

二
十
三
、　

眞
摯
に
事
に
あ
た
る

　

二
十
四
、　

人
間
關
係
の
難
し
さ

　

二
十
五
、　

日
本
史
（
國
史
）

　

二
十
六
、　

學
問
と
は

　

二
十
七
、　

寺
子
屋
敎
育
の
重
�
性

　

二
十
八
、　

戰
後
の
個
性
敎
育
の
�
�

　

二
十
九
、　

も
の
の
あ
は
れ

　

三
十
、　　

常　
　

識
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昭
和
五
十
一
年
、
當
時
京
都
產
業
大
學
の
學
生
だ
つ
た
私
が
一
般
敎
�
の

單
位
取
得
の
た
め
、
福
田
恆
存
先
生
の
�
義
を
�
び
ま
し
た
。
�
ん
だ
理
由

に
つ
い
て
は
有
名
な
先
生
だ
か
ら
と
い
ふ
、
い
か
に
も
安
直
な
理
由
で
し
た
。

　

有
名
な
先
生
だ
か
ら
す
ご
い
話
を
し
て
く
だ
さ
る
も
の
だ
と
、
私
ば
か
り

で
な
く
他
の
學
生
も
子
供
み
た
い
な
無
�
氣
な
�
待
を
持
つ
て
最
初
の
�
義

を
待
ち
わ
び
て
ゐ
た
、
そ
の
こ
と
が
昨
日
の
や
う
に
思
ひ
出
さ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
先
生
は
�
五
百
人
の
學
生
の
�
待
を
わ
ざ
と
は
ぐ
ら
か
し
ま

し
た
。
最
初
の
�
義
で
の
第
一
聲
。

一
、
私
の
話
は
た
い
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
�
待
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

一
般
�
な
常
識
�
な
話
し
か
出
來
ま
せ
ん
。
で
、
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
一
年

續
け
ま
す
の
で
、
そ
れ
で
も
良
け
れ
ば
聞
き
に
來
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

出
席
し
た
ら
單
位
を
與
へ
る
の
も
變
な
の
で
出
席
は
取
り
ま
せ
ん
。
先

�
、
私
の
話
は
た
い
し
た
こ
と
が
な
い
と
言
ひ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
聞
き

手
に
よ
り
ま
す
よ
。
演
劇
の
世
界
と
同
じ
で
、
相
手
が
在
つ
て
語
り
手
が

あ
る
。
本
當
に
良
き
聞
き
手
が
在
つ
て
初
め
て
�
み
入
つ
た
深
い
話
が
出

來
る
。
至
極
當
然
な
こ
と
で
す
。

　

思
へ
ば
、
三
十
年
以
上
も
經
つ
た
今
で
も
私
は
ど
れ
だ
け
福
田
先
生
の
話

を
自
分
の
血
、
肉
と
し
て
�
收
出
來
て
ゐ
る
の
か
。
甚
だ
疑
問
で
す
。
況
や

當
時
の
私
は
淡
い
�
待
を
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
せ
い
も
あ
つ
て
、
當
初
、
先
生

の
話
に
少
し
ば
か
り
の
反
發
を
感
じ
て
聞
い
て
ゐ
ま
し
た
。
で
も
、
ど
こ
か

惹
か
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
大
學
を
卒
業
し
て
、
社
會
人
に
な
つ
て
か

ら
も
妙
に
先
生
の
言
葉
が
想
ひ
出
さ
れ
ま
す
。
特
に
、
こ
こ
最
�
十
年
、
そ

れ
こ
そ
少
し
ず
つ
身
に
染
み
て
分
か
り
つ
つ
あ
る
の
も
事
實
で
す
。
誰
で
も

知
つ
て
ゐ
ま
す
、
先
生
の
有
名
な
言
葉
。

　

二
、
相
互
理
解
が
大
事
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
さ
う
い
ふ
も
の
�
、

人
間
關
係
の
障
�
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
は
な
い
。

　　

又
、
先
生
の
仰
し
や
る
、

　

三
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
中
に
眞
實
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
し
、
究
極
�
表
現
は

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　　

個
人
同
士
の
衝
突
、
大
き
く
言
へ
ば
國
と
國
の
衝
突
の
最
大
の
原
因
は
お

互
ひ
が
相
手
の
こ
と
を
理
解
し
て
や
つ
た
の
に
…
…
と
い
つ
た
錯
覺
か
ら
生

ま
れ
る
、
傲
慢
な
心
理
が
働
い
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
で
す

か
ら
自
分
が
相
手
（
國
）
の
こ
と
を
完
�
に
理
解
し
た
と
思
ひ
�
ん
で
ゐ
ま

す
と
、
相
手
（
國
）
が
少
し
で
も
自
分
の
�
に
そ
ぐ
は
な
い
事
を
し
た
ら
、
そ

れ
が
裏
切
り
行
爲
に
見
え
て
、
い
ざ
こ
ざ
に
發
展
す
る
の
か
と
思
ひ
ま
す
。

　

相
手
を
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
知
つ
た
時
點
で
初
め
て
本
當
の
話
し

合
ひ
が
始
ま
る
か
と
思
ひ
ま
す
。

　

福
田
先
生
が
時
々
別
の
�
味
も
�
め
て
仰
し
や
い
ま
し
た
。
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世
間
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
こ
と
に
あ
た
り
た
る
は
人
は
心
が
練
れ
て

良
き
な
り
。
も
の
ご
と
を
知
る
は
、
す
な
は
ち
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
知
る

な
り
。

　

こ
の
言
葉
は
隨
分
大
膽
で
は
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
知
る
と
は
、
何
も
歌
人
の
言
葉
�
び
み
た
い
な
�
趣
で
は
な
く
、
�
げ
ず

に
、
こ
と
に
よ
く
あ
た
り
、
世
間
の
こ
と
を
よ
く
知
る
こ
と
な
の
で
す
。
だ

か
ら
、
そ
こ
ら
の
歌
人
み
た
い
に
、
た
だ
美
�
な
感
�
の
中
で
ウ
ロ
ウ
ロ
し

て
ゐ
て
は
、
到
底
、『
源
氏
物
語
』
の
深
さ
は
分
か
ら
な
い
と
宣
長
は
言
つ
た

の
で
す
。

　

今
の
心
理
學
が
分
析
�
に
發
逹
し
た
た
め
に
、
理
知
で
な
い
の
が
感
�
で
、

感
�
で
な
い
の
が
理
知
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
宣
長
は
理
知
と
感
�
を
區
別

し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
本
當
に
、
冷
靜
に
、
人
間
そ
の
も
の
を
考
へ
れ
ば
、
理
知

と
感
�
は
同
じ
で
す
。

　
『
玉
�
間
』
の
中
で
、
考
へ
る
と
い
ふ
言
葉
を
�
の
や
う
に
說
�
し
て
ゐ
ま

す
。
つ
ま
り
、
考
へ
る
の
古
い
形
は
、「
か
む
か
ふ
」
で
す
。「
か
」
は
別
に

�
味
の
な
い
言
葉
で
す
。「
む
」
は
身
の
こ
と
で
、
す
な
は
ち
自
分
の
身
の

こ
と
で
す
。「
か
ふ
」
は
交
は
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
し
た
が
つ
て
宣
長
の

考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
い
つ
で
も
向
か
う
に
對
象
に
な
る
も
の
が
あ
つ
て
、

そ
れ
を
冷
靜
に
、
觀
察
し
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

今
、
自
分
の
對
象
に
し
て
ゐ
る
も
の
が
自
分
の
方
に
來
る
の
で
す
。
そ
し
て

兩
方
の
身
が
交
は
る
。
こ
れ
が
本
當
の
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
關
係
で
す
。

さ
う
い
ふ
關
係
か
ら
、
考
へ
る
と
い
ふ
實
態
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、
考
へ
る
こ
と
は
、
感
じ
て
信
じ
て
、
最
後
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
向
か
う
の
身
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
考
へ
る
こ

と
は
出
來
な
い
と
言
へ
る
で
せ
う
。

　
　

�
成
二
十
四
年
十
�
三
日　

改
訂
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白
ん
だ
空
は
既
に
遠
く

高
倉
　
千
年

　

Ａ
Ｄ　

２
０
３
３
／
８
／
20　

Ｆ
ｕ
ｋ
ｕ
ｏ
ｋ
ａ　
ｃ
ｉ
ｔ
ｙ

　

僕
は
知
つ
て
ゐ
た
。
彼
女
が
本
當
は
僕
の
こ
と
を
嫌
つ
て
ゐ
る
の
を
。

　

無
理
や
り
彼
女
へ
觸
れ
て
し
ま
へ
ば
、
い
ま
の
微
妙
で
心
地
良
い
關
係
が
�
れ

て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
か
と
。

　

で
も
、
や
つ
ぱ
り
と
、
手
を
差
し
伸
べ
彼
女
の
手
に
觸
れ
よ
う
と
思
つ
た
が
、

そ
れ
は
で
き
な
い
。

　

な
に
せ
今
の
御
時
世
は
、
女
性
に
觸
れ
る
と
た
ち
ど
こ
ろ
に
警
察
の
御
用
に
な

る
。
そ
ん
な
世
の
中
だ
。
親
し
く
も
な
つ
て
ゐ
な
い
彼
女
を
思
へ
ば
こ
そ
、
微
妙

な
距
離
感
が
永
�
の
や
う
に
�
く
感
じ
ら
れ
る
。
僕
ら
は
�
火
大
會
の
日
だ
と
い

ふ
の
に
家
の
中
に
ゐ
て
、
彼
女
が
切
り
分
け
た
ス
イ
カ
を
默
々
と
⻝
べ
て
ゐ
る
の

で
あ
つ
た
。

　

二
人
向
ひ
合
つ
て
無
言
で
モ
シ
ヤ
モ
シ
ヤ
と
。
夏
の
暑
い
氣
溫
の
日
に
で
さ
へ

群
衆
は
�
火
大
會
に
滿
足
し
、
�
圍
が
ギ
ユ
ウ
ギ
ユ
ウ
詰
め
で
足
取
り
も
た
だ
人

ご
み
の
中
に
流
さ
れ
て
い
く
だ
け
な
の
に
。

　　

彼
女
、
焰
�
レ
イ
は
僕
が
學
部
二
回
生
の
時
に
唐
突
に
僕
の
�
む
ア
パ
ー
ト
に

來
た
。

　

何
の
變
哲
も
な
い
よ
く
あ
る
地
方
都
市
・
福
岡
。

　

ミ
ニ
東
京
の
支
店
型
經
濟
を
持
ち
、
他
の
都
�
府
縣
に
と
つ
て
は
ラ
ー
メ
ン
の

屋
臺
と
�
太
子
ぐ
ら
ゐ
し
か
思
ひ
�
か
ば
な
い
。
そ
ん
な
、
福
岡
市
へ
。

　　

思
へ
ば
二
〇
〇
五
年
に
產
總
硏
の
時
坂
汐
�
氏
・
野
尻
�
�
氏
と
い
ふ
硏
究
者

が
、
實
驗
�
に
女
性
型
汎
用
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
普
�
を
目
指
し
、
そ
の
分
野
で
は

有
名
な
�
畿
地
方
に
お
け
る
大
學
の
敎
�
が
小
隅
レ
イ
と
い
ふ
基
本
素
體
を
�
り

だ
し
た
。

　

そ
の
普
�
と
社
會
實
驗
の
名
目
を
兼
ね
て
、
二
〇
一
八
年
頃
に
は
街
中
が
小
隅

レ
イ
で
溢
れ
か
へ
つ
た
。
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
二
〇
三
三
年
の
今
で
は
實
際
の
と

こ
ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　　

何
故
な
ら
眼
の
�
に
ゐ
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
―
―
小
隅
レ
イ
の
別
バ
ー
ジ
ヨ
ン
と

さ
れ
る
焰
�
レ
イ
は
、
二
一
歲
女
性
・
大
學
生
・
身
長
一
六
〇
セ
ン
チ
體
重
は
祕

密
。

　

ス
リ
ー
サ
イ
ズ
は
ウ
エ
ス
ト
を
除
い
て
自
稱
九
〇
セ
ン
チ
。

　

見
る
か
ら
に
引
き
し
ま
つ
た
ナ
イ
ス
バ
デ
イ
。

　

好
き
な
⻝
べ
物
は
さ
く
ら
ん
ぼ
、
オ
ム
ラ
イ
ス
で
、
趣
味
は
コ
ス
プ
レ
。

　

家
計
の
足
し
と
い
ふ
名
目
で
、
�
茶
店
で
バ
イ
ト
中
と
い
ふ
。

　　

モ
シ
ヤ
モ
シ
ヤ
と
咀
嚼
�
だ
け
が
響
く
。
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国
産
車
は
ど
う
あ
る
べ
き
か 

も
え
ぎ
の

子
供
の
頃
は
す
べ
て
の
車
種
が
言
へ
た

　

子
供
の
頃
は
、
道
を
走
っ
て
ゐ
る
車
の
名
前
を
全
て
知
っ
て
ゐ
た
。
と
こ

ろ
が
、
最
近
は
知
ら
な
い
名
前
の
車
も
多
く
、
知
ら
な
い
名
前
の
車
は
例
外

な
く
、
か
っ
こ
悪
い
。
か
っ
こ
悪
い
か
ら
興
味
が
な
く
、
だ
か
ら
覚
え
な
い
。

し
か
し
、
名
前
を
知
っ
て
ゐ
る
車
で
も
か
っ
こ
悪
い
も
の
が
多
い
。
私
に
と

っ
て
車
と
は
、
か
っ
こ
い
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が
今
は
ど
う
だ
。

　

私
が
街
中
で
見
か
け
て
、
か
っ
こ
い
い
と
感
じ
る
の
は
、
ア
ル
フ
ァ
ロ
メ

オ
や
フ
ィ
ア
ッ
ト
だ
。
過
去
の
名
車
で
は
な
く
現
在
製
造
販
売
さ
れ
て
ゐ
る

も
の
だ
。
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
は
実
用
的
な
「
ご
く
当
た
り
前
の
車
」
だ

ら
う
。
こ
の
、「
ご
く
当
た
り
前
」
を
基
準
と
し
て
考
へ
る
。
私
は
車
の
専
門

家
で
も
な
い
し
、
自
動
車
に
関
す
る
仕
事
を
し
て
ゐ
る
わ
け
で
も
な
い
。
た

だ
の
車
に
興
味
の
あ
る
男
で
、
小
学
生
の
頃
に
ス
ー
パ
ー
カ
ー
の
ブ
ー
ム
を

体
験
し
、
西
部
警
察
や
カ
リ
オ
ス
ト
ロ
の
城
を
見
て
ゐ
た
「
を
ぢ
さ
ん
」
だ
。

　

か
つ
て
、「
い
つ
か
は
ク
ラ
ウ
ン
」
と
い
ふ
宣
伝
文
句
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

い
つ
の
間
に
か
無
く
な
っ
て
ゐ
た
。
セ
ダ
ン
や
ク
ー
ペ
、
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ

カ
ー
と
い
ふ
言
葉
を
知
ら
な
い
若
者
も
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
っ
こ
い
い

ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
と
言
っ
て
も
話
が
通
じ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ

カ
ー
と
呼
べ
る
走
行
性
能
を
備
へ
て
ゐ
る
の
は
、
安
価
な
ク
ー
ペ
で
は
な

く
、
ラ
ン
サ
ー
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
や
う
な
、
高
価
格
の
四
輪
駆
動
車

だ
。
誰
も
が
購
入
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
運
転
を
楽
し
め
る
車

は
、
コ
ン
パ
ク
ト
カ
ー
に
も
あ
る
。
ス
ズ
キ
・
ス
イ
フ
ト
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
が

そ
れ
で
、
さ
う
い
ふ
車
は
ホ
ッ
ト
ハ
ッ
チ
と
呼
ば
れ
る
の
だ
が
、
マ
イ
ナ
ー

な
存
在
で
も
あ
る
。
か
つ
て
ホ
ン
ダ
は
、
シ
ビ
ッ
ク
や
イ
ン
テ
グ
ラ
の
上
級

グ
レ
ー
ド
と
し
て
ホ
ッ
ト
ハ
ッ
チ
を
生
産
し
て
ゐ
た
が
、
現
在
で
は
ラ
イ
ン

ナ
ッ
プ
か
ら
消
え
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
、
売
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ら
う
。

　

運
転
を
楽
し
む
た
め
の
車
が
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
主

流
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
運
転
を
楽
し
む
と
い
ふ
理
由
で
車
を
買
ふ
。

そ
れ
は
も
は
や
、
お
た
く
的
な
趣
味
な
の
か
。

　

車
を
、
運
転
を
純
粋
に
楽
し
む
人
が
少
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
例
へ
ば
、

国
産
車
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
か
ら
ク
ー
ペ
が
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
も
分

か
る
。
売
れ
な
い
か
ら
、
仕
方
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
寂
し
い

と
感
じ
て
ゐ
る
。

　

燃
料
消
費
を
節
約
す
る
こ
と
が
最
近
の
関
心
事
だ
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
が

よ
く
売
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
ク
ー
ペ
が
消
え
た
と
書
い
た
け
れ
ど
、
ハ
イ
ブ
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原
稿
を
書
い
て
み
ま
せ
ん
か
／
編
輯
後
記

　

今
は
少
く
な
つ
た
、
歴
史
的
仮
名
遣
で
作
品
を
発
表
す
る
場
を
作
ら
う
と

�
刊
し
た
「
正
か
な
づ
か
ひ　

理
論
と
實
踐
」。

　

こ
れ
ま
で
の
号
は
、
同
人
誌
即
売
会
「
文
学
フ
リ
マ
」「
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ

ッ
ト
」「
関
西
コ
ミ
テ
ィ
ア
」
で
頒
布
し
ま
し
た
が
、
今
後
も
同
じ
や
う
に
同

人
誌
即
売
会
や
通
販
で
頒
布
し
て
い
き
ま
す
。

方
　
　
針

　

歴
史
的
仮
名
遣
は
二
十
一
世
紀
の
現
代
に
も
生
き
て
ゐ
る
。

　

一　

全
頁
が
歴
史
的
仮
名
遣
（
固
有
名
詞
や
引
用
文
な
ど
は
除
く
）。

　

二　
「
似
非
旧
仮
名
遣
」
で
は
な
く
、
本
物
の
歴
史
的
仮
名
遣
。

　

三　

同
人
誌
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
越
え
た
商
業
誌
並
の
内
容
と
デ
ザ
イ
ン
。

　

四　
「
歴
史
的
仮
名
遣
＝
懐
古
趣
味
」
と
い
ふ
先
入
観
の
打
破
。

募 

集 

内 

容

• 

毎
号
の
テ
ー
マ
に
基
づ
く
随
筆
や
論
考
等
（
テ
ー
マ
投
稿
）

• 

歴
史
的
仮
名
遣
の
特
徴
や
理
論
、
論
考
等

• 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
歴
史
的
仮
名
遣
を
使
ふ
テ
ク
ニ
ッ
ク

• 

歴
史
的
仮
名
遣
に
よ
る
詩
歌
、
小
説
、
随
筆
、
漫
画
等
の
�
作
作
品

• 

半
ペ
ー
ジ
～
四
分
の
一
ペ
ー
ジ
程
度
の
短
い
コ
ラ
ム

　

次
号
（
第
四
号
）
の
テ
ー
マ
は
「
歴
史
と
文
学
」
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
テ
ー
マ
以
外
の
「
自
由
投
稿
」
も
歓
迎
い
た
し
ま
す
。
〆
切
は
二
〇
一
三

年
一
月
末
を
予
定
し
て
ゐ
ま
す
。
第
五
号
以
降
の
テ
ー
マ
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

で
告
知
し
ま
す
。

　

な
ほ
、
執
筆
者
や
校
正
・
組
版
等
の
作
業
を
手
伝
つ
て
く
だ
さ
つ
た
方
に

は
、
完
成
し
た
冊
子
を
一
冊
無
料
進
呈
致
し
ま
す
。 

投 

稿 

方 

法

　

本
誌
へ
の
投
稿
に
は
、
グ
ル
ー
プ
へ
の
入
会
や
会
費
の
お
支
払
ひ
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
（
逆
に
、
原
稿
料
も
お
出
し
で
き
ま
せ
ん
）。
た
ゞ
し
、
ス
ム
ー

ズ
な
聯
絡
の
為
に
、
原
則
と
し
て
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
お
持
ち
の
方
に

限
定
致
し
ま
す
。「
は
な
ご
よ
み
」
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ま
で
、
ご
遠
慮
な
く

メ
ー
ル
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

原
稿
も
、
メ
ー
ル
本
文
に
書
い
て
い
た
ゞ
く
か
、
メ
ー
ル
に
フ
ァ
イ
ル
を

添
付
し
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。
な
ほ
、
記
事
に
関
す
る
ご
確
認
の
た
め
、
編

輯
・
校
正
・
組
版
担
当
者
に
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
お
伝
へ
す
る
事
が
あ
り
ま
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す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
諒
承
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ス
ム
ー
ズ
な
編
輯
・
校
正
の
為
、
以
下
の
情
報
も
メ
ー
ル
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

①
ペ
ン
ネ
ー
ム

　

②
掲
載
ご
希
望
の
方
はTw

itter ID

や
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

③
ジ
ャ
ン
ル
（
解
説
、
評
論
、
小
説
、
詩
歌
、
随
筆
、
漫
画
等
）

　

④
内
容　
（
国
語
教
育
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
、
学
園
も
の
小
説
、
等
）

　

⑤
未
完
成
の
場
合
は
予
定
文
字
数
（
文
字
数
又
は
原
稿
用
紙
換
算
で
）

　

⑥
漢
字
、
仮
名
遣
（
正
字
正
か
な
・
新
字
正
か
な
・
広（

一
）辞

苑
前
文
方
式
・

新
字
新
か
な
）

　

正
字
正
か
な　
　
　
「
櫻
色
の
バ
ッ
グ
を
持
つ
て
ゐ
る
」

　

新
字
正
か
な　
　
　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
つ
て
ゐ
る
」

　

広
辞
苑
前
文
方
式　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
っ
て
居
る
」

　

新
字
新
か
な　
　
　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
っ
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　

→
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
つ
て
ゐ
る
」
に
直
し
て
印
刷

　

⑦
捨

（
二
）

て
仮
名
（
ひ
ら
が
な
カ
タ
カ
ナ
と
も
使
ふ
・
カ
タ
カ
ナ
の
み
使
ふ

［
推
奨
］・
使
は
な
い
）

　

ひ
ら
が
な
カ
タ
カ
ナ
と
も
使
ふ　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
っ
て
ゐ
る
」

　

カ
タ
カ
ナ
の
み
使
ふ　
　
　
　
　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
つ
て
ゐ
る
」

　

使
は
な
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
桜
色
の
バ
ツ
グ
を
持
つ
て
ゐ
る
」

（
一
）
新
字
正
か
な
兼
新
字
新
か
な
の
事
。
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
と
も
捨
て
仮
名
使
用

推
奨
。
言
葉
選
び
の
難
易
度
が
高
い
の
で
、
歴
史
的
仮
名
遣
に
十
分
慣
れ
た
人
向
け

で
す
。

（
二
）
小
さ
い
「
ゃ
」「
ゅ
」「
ょ
」「
っ
」
の
事
。

フ
ァ
イ
ル
形
式

　

文
章
は
原
則
と
し
て
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
で
お
送
り
く
だ
さ
る
か
、
メ
ー

ル
本
文
に
そ
の
ま
ま
お
書
き
く
だ
さ
い
。
ワ
ー
ド
や
一
太
郎
の
文
書
と
し
て

書
い
た
場
合
は
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
で
も
構
ひ
ま
せ
ん
。

　

く
の
字
点
は
「
／ 

＼
」「
／ ゛
＼
」
で
代
用
し
て
も
構
ひ
ま
せ
ん
。「
正
字

正
か
な
」
を
ご
希
望
の
方
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
一
般
的
な
文
字
コ
ー
ド
に

無
い
文
字
（
二
点
之
繞
や
「
示
」
の
形
の
示
偏
の
漢
字
等
）
は
新
字
で
代
用
す
る

か
、
注
意
書
き
を
附
加
し
て
く
だ
さ
い
。
編
輯
時
に
、
フ
ォ
ン
ト
に
字
形
の

あ
る
範
囲
で
、
印
刷
用
の
正
し
い
字
形
に
直
し
ま
す
。

　

写
真
や
イ
ラ
ス
ト
や
図
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
カ
ラ
ー
は
出
ま
せ
ん
（
口

絵
を
除
く
）。
画
像
が
少
な
め
な
ら
、
画
像
フ
ァ
イ
ル
を
文
章
と
は
別
に
お

送
り
く
だ
さ
つ
て
構
ひ
ま
せ
ん
。
写
真
は
、
可
能
な
範
囲
で
、
縮
小
さ
れ
て

ゐ
な
い
、
な
る
べ
く
大
き
な
サ
イ
ズ
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
文
章
と
組
合
せ

る
画
像
点
数
が
多
か
つ
た
り
複
雑
な
レ
イ
ア
ウ
ト
の
場
合
、
ワ
ー
ド
や
一
太



――お知らせ――

188 

郎
で
作
成
す
る
か
、
も
し
お
持
ち
な
ら
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
／
フ
ォ
ト
シ

ョ
ッ
プ
等
の
図
形
編
輯
・
画
像
編
輯
ソ
フ
ト
や
、
イ
ン
デ
ザ
イ
ン
等
の
Ｄ
Ｔ

Ｐ
ソ
フ
ト
で
の
作
成
を
推
奨
し
ま
す
。
サ
イ
ズ
は
Ａ
５
版
で
す
。
詳
し
く
は

メ
ー
ル
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

著
作
権
に
つ
い
て

　

皆
様
の
原
稿
は
、「
同
人
誌
（
紙
版
お
よ
び
電
子
書
籍
版
）
の
原
稿
と
し

て
」
お
よ
び
「
必
要
に
応
じ
、
同
人
誌
頒
布
の
際
の
内
容
見
本
と
し
て
」
使

用
し
ま
す
が
、
作
者
に
許
可
を
い
た
ゞ
か
な
い
限
り
は
、
そ
れ
以
外
の
目
的

（
他
の
本
の
原
稿
に
転
用
す
る
等
）
で
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
前
述
の
目
的
に
限
つ
て
、
皆
様
の
原
稿
を
使
は
せ
て
い
た
ゞ
き
ま

す
が
、
原
稿
の
著
作
権
そ
の
も
の
を
譲
渡
し
て
い
た
ゞ
く
と
い
ふ
意
味
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
後
で
ご
自
分
の
原
稿
を
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
載
せ
た
り
個
人

誌
・
同
人
誌
・
商
業
誌
に
載
せ
る
等
）
ど
う
活
用
し
て
い
た
ゞ
く
か
は
、
お

任
せ
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
皆
様
の
作
品
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
ゐ
ま
す
。
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正かなづかひ　理論と實踐
―既刊の御案内―

創刊號　はなごよみ・発行
　「歴史的かなづかひは生きてゐる！」を合言葉に、古典の歴史的仮名
遣ではなく、現代文としての歴史的仮名遣を取り扱ひ、また実践しま
す。しかも、全ページ歴史的仮名遣、正字フォントも使用した「本物
の正字正かな」での出版を個人レベルで実現！　歴史的仮名遣の魅力
を再発見していたゞければ嬉しいです。
2011 年 11 月初版／Ａ５／ 168ページ／定価 1,100 円 

第２號　特輯「正義と宗教」　はなごよみ・発行
　一般には「難しい」「揉めさうだ」と思はれがちなテーマですが、
宗教の宣伝や批判を中心にしたものではなく、まるで大学の講義のや
うにアカデミックに扱つてゐますから、きつと、どなたにも読んでい
たゞける事と思ひます。
2012 年 5 月初版／ A5 ／ 218ページ／定価 1,200 円 

併せてどうぞ：
国語問題―歴史的かなづかひについて―
野嵜健秀・著／書肆言葉言葉言葉・発行
　一般には「旧字旧かなは権力による押しつけの国語表記、現代表記
はそれから解放した民主主義的な表記」といふ印象をお持ちの方が多
いですが、実際には全く逆であり、現代表記こそ「密室で決まつて戦
後の日本人に押しつけられた非民主主義的表記」であることを解説し
ます。歴史的かなづかひを使ふ使はないに関はらず、国語問題に注意
を向けるべきである事に気附かされる本です。
2012 年 5 月初版／ A5 ／ 28ページ／定価 300 円

各誌の紹介・御註文は下記にて！
http://osito.jp
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　このソフトの試作版は次のページで公開してゐます。
 　http://seikana.org/tools/seijikun.html
　なほ、このプログラムは JavaScript で作成されてをり、サーバ側のプログラムは一切使
用してゐません。もし必要なら自分の PC に保存して変換定義ファイル（変換辞書）を改
造する事も可能です。
　実は、プログラムよりも変換辞書を製作する方が大変で、漢字の一覧をプリントアウ
トした紙に赤ペンでチェックしながら、漢和辞典・戦前の国語辞典・康煕字典、そして
InDesign の異体字切替機能を駆使して、一つ一つ調べていくと云ふ、とにかく地道な作業
です（私より一足先に変換辞書を作り上げた伊賀井さんも、きつと同じやうな苦労をなさ
つたと思ひます。私はずるをして、後半は伊川さんの変換辞書の変換結果を少し参考にし
ながら作つてしまひましたが、それでも最終チェックが地道な作業である事に変りはあり
ませんでした）。「同音の漢字による書きかえ」を元に戻す機能にはまだあまり対応してゐ
なかつたりと、まだまだ改善すべき点が多いのですが、今後、この変換辞書もチューンナ
ップしていく予定ですので、是非ご期待ください。

参考文献
TeX Wiki

　http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texwiki/
　関聯ソフトの紹介、導入や使用方法、和文独特の機能等、TeX について幅広く取り扱ふ。

Adobe-Japan1-6 と Unicode ─異体字処理と文字コードの現実
　http://ci.nii.ac.jp/naid/130000072117
　巻末に Shift-JIS/Unicode/CID の対応表あり（「この論文を読む／探す」からダウンロー
ド可能）。

Adobe-Japan1-6 Character Collection for CID-Keyed Fonts 
　http://partners.adobe.com/public/developer/en/font/5078.Adobe-Japan1-6.
pdf
　Adobe-Japan 1-6 の詳細と収録文字の一覧。（英文）

小形克宏の「文字の海、ビットの舟」――文字コードが私たちに問いかけるもの
http://internet.watch.impress.co.jp/www/column/ogata/
　文字コード改定の歴史や、それにまつはる問題について扱ふ。

速報
　2012 年 11 月 2 日、大日本スクリーン製造から、Adobe-Japan1-6 および異体字セレク
タ（IVS）に対応した「ヒラギノ Pr6N 5 書体パック」が発売されました。11 月 12 日に
は、日本マイクロソフトから、Microsoft Office 2010/2007 で異体字を表示・印刷・編集
可能になる（異体字セレクタ対応のフォントが別途必要）アドインである「Unicode IVS 
Add-in for Microsoft Office」が公開されました。今後が楽しみですね。
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ですから、この形式のファイルにさへ変換できれば、あとはソフトでこのファイルを取り
込むだけです。
　また、TeX では先程のサンプルにもありますが、\usepackage{otf} と記述する事で、

「OTF パッケージ」を使用可能です。そして本文で \UTF{Unicode での文字コード } また
は \CID{CID での文字コード } と記述することで、Shift-JIS にない範囲の文字を指定する
事が出来ます。
　今回は、InDesign での組版を手伝つてくださつた伊賀井さんが、Shift-JIS や Unicode の
範囲での正字（または新字）・正かなで入力されたテキストファイルを、Adobe InDesign
の「タグ付きテキスト」に変換するソフトを作成してくださり、今回の組版作業で大活躍
しました。このソフトは Perl といふプログラミング言語で書かれてをり、新字→正字への
変換定義ファイルを参照しながら、タグ付きテキストファイルを一瞬で自動的に作成して
くれます。このソフトは現在非公開なのですが、今後の活躍が大いに期待されます。

図 3　正字君
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　また、私自身もこれ
と同じやうな処理をす
るソフトを以前から
細々と作成してゐまし
た。「Shift-JIS の 範 囲
での正字（または新
字）と正かなで書かれ
たテキストファイルを
貼り付けて変換ボタン
を押すと、InDesign や
EDICOLOR のタグ付
きテキストファイル、
または TeX の記法に
変換する」といふだけ
のシンプルなプログラ
ム「 正 字 君 」 で す。
HTML と JavaScript
で記述されてゐるの
で、PC へのインストー
ル作業が不要で、ウェ
ブサイトにアクセスし
てすぐ手軽に使用する
事が出来ます。
　このソフトを使用し
て変換したデータを、
メモ帳等を使用してテキストファイルに保存し、対応するソフトで取り込む事で、Shift-
JIS や Unicode では表現不可能な康煕字典体を使用した文書を簡単に作成する事が出来ま
す。
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　この作業を支援するソフトは、過去に無かつた訣ではありません。たとへば、新字新か
なで入力された文章を構文解析して、自動的に旧字旧かなに変換して組版に使用できる
データを作成する、賢いソフトがあるさうです。しかし残念な事に、このソフトを紹介す
るウェブサイトによると、これは「友人だけの限定公開」で、我々が自由に使へるやう一
般公開されてゐません。その上、作者の「戦前の著者が旧字旧かなを使用するのは自然だ
が、現代人がインターネットの掲示板で旧字旧かなを使用するのは気持ち悪い」といふ考
へからか、「新字新かなでの入力」は対応してゐても、「旧字旧かなでの入力」には対応し
てゐません。ですから、「Shift-JIS や Unicode の範囲での正字と正かなで書かれたテキ
ストファイルを完全な字体に仕上げる」と云ふ、我々の求めてゐる機能は満たしてゐませ
んし、このソフトを使用して、現代人が歴史的仮名遣で執筆してゐる本誌を作つたとなる
と、作者も良い顔をしないでせう。
　私たちの手で正字組版支援ソフトを作成したい。そしてもし可能であれば、我々歴史的
仮名遣の愛好者は勿論のこと、普段は新字新かなで書いてゐるけど、戦前の書籍の覆刻で
は旧字旧かなの原文を尊重して組版したいと云ふ人など、様々な立場の人が様々な用途に
自由に使へるやう、プログラムソースも変換辞書も全てオープンにしたフリーソフトとし
て公開したい。これが私が正かな同人誌のプロジェクトを始めてからの夢でした。

表 2　タグ付きテキスト、またはソースファイル (TeX) でのコード指定方法。実際にはこ
れに加へて文書の様々な指定も必要。文字の下のコードは、上から Shift-JIS、Unicode、
CID の順。

新字 正字 記述

歴
97F0
6B74
4026

歷
-

6B77
13398

Illustrator:
<6B77>

EDICOLOR:
<CODE NUMTYPE=UC NUM=6B77>

TeX:
\UTF{6B77}

遣
8CAD
9063
1891

遣
-
-

13754

Illustrator:
<cSpecialGlyph:13754><001A><cSpecialGlyph:>

EDICOLOR:
<CODE NUMTYPE=UC NUM=9063 GLYPH=13754>

TeX:
\CID{13754}

　幸ひ、InDesign や EDICOLOR といつた組版ソフトは大抵、「タグ付きテキストファイ
ル」の入力に対応してゐます（残念ながら、一太郎にはこの種の機能がないため、対応を
断念しました）。これは、文章に加へて、文字のレイアウト等の附加的な情報が含まれたフ
ァイルです。どちらのソフトでも、CID と云ふ文字コードでの指定も可能で、対応するフ
ォントさへあれば、Shift-JIS や Unicode で表現不可能な所謂康煕字典体の字形も指定可能
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　このやうに、新字だけでなく旧字での組版が出来るだけでなく、英語の合字（fi の部分）
や数式も綺麗なフォントで出力される事がおわかりでせう。

フォント埋込とライセンス
　PDF ファイルには「フォント埋め込み」機能があります。フォント埋め込みを有効にし
て PDF ファイルを作成すると、文書で使用した文字の分だけですが、フォントも一緒に
PDF ファイルに埋め込まれます。ファイルを受け取つた側のコンピュータにそのフォン
トが無くても、埋め込まれたフォントを使用して元々の書体通りに表示や印刷をする事が
出来るのです。
　しかし、フォントを埋め込んだ PDF ファイルの頒布は、フォントの作者や販売元の許諾
が別途必要になるケースがあるので御注意ください。この点、Adobe Creative Suite 附属
の小塚明朝・小塚ゴシック（無料の Adobe Reader に附属のものはフォント埋込ライセン
スが附属しないので注意）や、大日本スクリーン製造のヒラギノフォントは、商業印刷に
も堪える品質であるだけでなく、フォントの埋め込まれたPDFファイルの頒布も比較的自
由です。
　なほ、個人のウェブサイトやブログに、「×× というフォントは PDF へのフォント埋め込
みが禁止されている」の類の情報が掲載される事がありますが、情報が古くて現在は解禁
されてゐたり、販売元に確認してみると実際には大丈夫だつたりと、不確実な情報が載せ
られてゐる事も少なからずあるので、決して鵜呑みにせず、どうしても不安であるなら、
販売元に直接確認なさる事をお勧めします。
　現状では、「紙媒体では商業目的でも自由に利用出来るが、ウェブサイトでの利用や
PDF ファイルへの埋め込み等は別途ライセンス料が必要」とするフォントも少なからずあ
りますし、そもそも電子書籍で利用可能なライセンスなのかわかりづらい事も時々あり、
これは日本での電子書籍普及の障碍としか思へません。電子書籍作成においても面倒な手
続きが不要で、出来れば小規模出版でも手頃なライセンス料で利用できるフォントが今後
増える事を期待してゐます。

康煕字典体への自動変換
　所謂旧字体での組版は、「示偏や之繞の字形をはじめ、Shift-JIS や Unicode では略字体
の字形になつてゐる漢字を正字に直して印刷する事」が、最も苦労する点です。Adobe-
Japan 1-4 以降に対応した OpenType フォントと、フォントの異体字切替に対応した組版
ソフトやワープロソフト（Adobe InDesign、EDICOLOR、TeX、一太郎）があれば可能
なのですが、これらのソフトには残念ながら全ての新字→正字の組合せをボタン一つで一
括変換する機能は附いてゐません。
　過去に二号まで発行した「正かなづかひ　理論と實踐」で、私も Adobe InDesign を用
ゐて正字正かなでの組版に挑戦したのですが、漢字を一つ一つ手作業で直すのは大変時間
が掛かる上、実際には直し切れてゐない漢字もあちこち有つて重版で直したりと、この作
業をどうにか改善する事が大きな課題となつてきました。
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示・印刷する事が最近は一般的です。
　TeXWorks を使用する場合は、このソフト自体がテキストエディタになつてゐます。編
輯画面に入力後、ファイル名を付けて保存します。その後、ツールバーの「タイプセット」
ボタンを押す事で、PDF ファイルを作成できます（その際、コマンドは「pdfpLaTeX」に
なつてゐる事を確認してください。その他のものを選択すると和文フォントを埋め込み出
来ません）。
　TeXWorks を使用せず、コマンドプロンプトから直接 TeX を実行する場合は、TeX の
ソースファイルをテキストエディタで作成後、以下のコマンドを入力する事で、TeX ファ
イルをコンパイルして PDF ファイルを作成する事が出来ます。（TeX ソースファイル名が
test.tex の場合。最終的に test.pdf が作成されます。）
platex test.tex
dvipdfmx test.dvi
　それでは、以下の内容を test.tex と云ふファイルとして作成した後、PDF ファイルを作
成してみませう。
\documentclass[12pt,a5j]{jarticle}
\usepackage{otf}
\AtBeginDvi{\special{pdf:pagesize width 148mm height 210mm}}
\begin{document}

It's fine day today.

\UTF{6B77}\CID{13451}\CID{13945} 假名 \CID{13754} は生きてゐる

\[ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \]

\[ F = \int_a^b f(x) dx \]

\end{document}

図 3　実行結果
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　ヒラギノや小塚フォントのやうなOpenType Pro対応フォントをお持ちでない場合は、
明朝体やゴシック体にリュウミンライト・中ゴシック BBB を使用する設定（このフォン
トはシステムにインストールされてゐなくて良い）にすると、Adobe Reader では小塚明
朝・小塚ゴシックで代替表示・印刷されるやうです。たゞし、PDF ファイルにフォントが
埋め込まれないので、Adobe Reader 以外のソフトでは PDF ファイルが正常に表示される
保証はありません。
　この場合は、C:\w32tex\share\texmf\fonts\map\dvipdfmx\base\cid-x.map のバッ
クアップを取つた上で、以下の内容のテキストファイルを cid-x.map と云ふファイル名
で作成し、元のファイルと入れ換へます。
rml  H  Ryumin-Light
rmlv  V  Ryumin-Light
gbm  H  GothicBBB-Medium
gbmv  V  GothicBBB-Medium
hminr-h  H  Ryumin-Light
hminr-v  V  Ryumin-Light
otf-ujmr-h  UniJIS-UTF16-H Ryumin-Light
otf-ujmr-v UniJIS-UTF16-V  Ryumin-Light
otf-cjmr-h Adobe-Japan1-6  Ryumin-Light
otf-cjmr-v Identity-V Ryumin-Light
hgothr-h  H  GothicBBB-Medium
hgothr-v  V  GothicBBB-Medium
otf-ujgr-h UniJIS-UTF16-H GothicBBB-Medium
otf-ujgr-v UniJIS-UTF16-V GothicBBB-Medium
otf-cjgr-h Adobe-Japan1-6 GothicBBB-Medium
otf-cjgr-v Identity-V GothicBBB-Medium

TEX ソースファイルのコンパイル
　TeX 形式のファイルは、テキスト

図 2　TeXWorks
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エディタを使用して作成します（こ
れをソースファイルと呼びます。拡
張子は .tex です）。そのファイルを
TeX のプログラムにより dvi 形式の
ファイルに変換します（プログラミ
ング言語と同じやうに、一般に「コ
ンパイル」とも呼ばれます）。dvi フ
ァイルを直接表示・印刷出来るソフ
トもあるにはあるのですが、TeX 独
自のこの形式のまゝではなく、使ひ
勝手の良い PDF 形式に変換して表
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が、適宜読み替へてください。他の解説書でもこのやうに書くのが一般的です。）
　TeX インストーラでは、インストールの途中で TeXWorks の設定画面が表示され、Ｍ
Ｓ 明朝・ゴシック、ヒラギノフォント、IPA フォント（無料ダウンロード可能）、小塚明
朝・ゴシック のどのフォントを使用するかを選択できます。しかし大抵の場合、これだけ
では和文フォント設定が不十分です。ヒラギノの場合はフォント名が異なる問題があつて
正常に実行出来ませんし、その他のフォントの場合でも、デフォルトでは和文フォントに
ヒラギノを使う設定でインストールされるやうですので、後述する cid-x.map と云ふフ
ァイルを手動で変更する必要があります（このファイルの設定方法の詳細は割愛します）。
　先づ、ヒラギノフォントの場合、以下のエラーが発生して PDF ファイルを作成出来ない
場合があります。
** WARNING ** Could not locate a virtual/physical font for TFM "rml".
** WARNING ** >> This font is mapped to a physical font "HiraMinProN-W3.otf".
** WARNING ** >> Please check if kpathsea library can find this font:
HiraMinProN-W3.otf
** ERROR ** Cannot proceed without .vf or "physical" font for PDF output...
　これは、ヒラギノフォントのフォントファイルが英数字ではなく日本語名になつてゐる
事が原因です。そこで、C:\w32tex\share\texmf\fonts\opentype フォルダにフォント
ファイルを入れておきます。さうすると、TeX で使用する事が出来ますが、その際に、フ
ァイル名を英数字にすれば良いのです。C:\windows\fonts フォルダからコピーした後、
ファイル名を変更する方法でも良いですし、Windows Vista 以降では「シンボリックリン
ク」（早い話が、ショートカットに少し似た機能）を作成する mklink コマンドが使へます
から、それでも構ひません。こゝでは後者の方法を紹介します。
　先づ、スタートメニューの「アクセサリ」にある「コマンドプロンプト」を右クリック
し「管理者として実行」を選択します（以下の操作は管理者のモードでないと実行出来な
い為）。次に、以下のコマンドをキーボードから入力します（代りにクリップボードから貼
り付ける場合は、Ctrl-V は使用出来ないので、画面を右クリックして「貼り付け」を選択
してください）。
cd C:\w32tex\share\texmf\fonts\opentype
mklink HiraMinProN-W3.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ明朝 ProN W3.otf"
mklink HiraMinProN-W6.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ明朝 ProN W6.otf"
mklink HiraKakuProN-W3.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ角ゴ ProN W3.otf"
mklink HiraKakuProN-W6.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ角ゴ ProN W6.otf"
mklink HiraKakuProN-W8.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ角ゴ StdN W8.otf"
mklink HiraMaruProN-W4.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ丸ゴ ProN W4.otf"
mklink HiraMinPro-W3.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ明朝 ProN W3.otf"
mklink HiraMinPro-W6.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ明朝 ProN W6.otf"
mklink HiraKakuPro-W3.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ角ゴ ProN W3.otf"
mklink HiraKakuPro-W6.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ角ゴ ProN W6.otf"
mklink HiraKakuPro-W8.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ角ゴ StdN W8.otf"
mklink HiraMaruPro-W4.otf "C:\windows\fonts\ ヒラギノ丸ゴ ProN W4.otf"

199





（9）

てインストール可能なインストーラが出てゐます。たとへばWindows版のW32TeXの場
合、「TeX インストーラ 3」が有名です。奥村晴彦著「［改訂第 5 版］LaTeX2e 美文書作
成入門」（技術評論社）は TeX の参考資料として非常に役立つ書籍ですが、この附録 CD-
ROM には Windows と Mac に対応したインストーラが収録されてゐます。
　詳しくは、TeX に関する様々な情報が掲載されてゐるウェブサイト「TeX Wiki」(http://
oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texwiki/) を御覧ください。

所謂康煕字典体（正字・旧字）での漢字の PDF ファイルへの埋め込みが必要なら、
Adobe-Japan 1-4 以降に対応した OpenType フォント

　最近の Mac であれば、標準でヒラギノフォントが入つてゐるので追加投資が不要です。
Windows では、ヒラギノフォントの附属する「一太郎 2012 プレミアム」または同「スー
パープレミアム」の購入をお薦めします。Adobe Creative Suite 等をお持ちであるなら、
附属の小塚明朝・小塚ゴシックが使用可能です。
　もしこの条件を満たしたフォントを持つてゐない場合は、後述する方法で、PDF へのフ
ォント埋め込みはされないまでも、取敢へず使ふ方法はありますが、Adobe Reader 以外
のソフトでは正常に表示されません。タブレット端末用の電子書籍の作成を考へてゐるな
ら、やはりフォントを別途用意する必要があります。
　なほ、「葛」や「鷗」が正字で出る、との宣伝文句で「JIS2004 対応」フォントが売られ
てゐますが、「Adobe-Japan 1-4」以降に対応の「OpenType フォント」（TrueType フォ
ントではなく）であると明記されてゐない限り、正字の字形が一部しか入つてゐませんの
で、御注意ください。

コマンドプロンプトの使ひ方に関する知識と、問題が起きたら自分で原因を調べる為の
情報収集力と根気強さ

　TeX は Word の様に親切に作られてゐるソフトではありません。今では後述する
TeXWorks の様に、ウィンドウを備へてボタン一つで PDF ファイルを作成出来る統合環
境も登場しましたが、本来はコマンドシェル（Windows では「コマンドプロンプト」）か
らキーボードで命令を打ち込んで使用するソフトですし、その知識が無いと十分には使ひ
こなせません。それに、エラーメッセージも英語で表示されるのが普通です。ですから、

「わからない言葉があつたら辞書を引かずに人に聞く人」「パソコンを使つてゐてトラブル
が発生したら、夜中だらうがお構ひ無しに知り合ひのパソコンオタクに長電話を掛けて、
付きつきりのサポートをさせる人」には、このソフトは絶対に向いてゐません、と、お約
束通り脅かしておきます。面倒な事が大嫌ひな方は、素直に InDesign を購入なさる事を
お勧めします。

TEX インストール時の注意点
　ダウンロード可能なサイトやインストール方法、TeX の文法等に関しては、前述の TeX 
Wiki や「LaTeX2e 美文書作成入門」に詳しいので、この記事では割愛します。是非合せ
て御覧ください。
　この先は、Windows 環境で、C:\w32tex フォルダに W32TeX 等をインストールする
場合を例に取つて説明します。（\ は日本語版 Windows では￥で表示される事があります
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　なほ、このソフトは、康煕字典体の字形のグリフ ID(CID) を直接指定した「タグ付きテ
キストファイル」を読み込む事で、正字での組版を行ふ事も可能です。詳しくは後述しま
す。
　キヤノン IT ソリューションズ：エディカラー
　http://ps.canon-its.jp/ec/

TEX
　ところで、TeX（テフまたはテックと読みます。E の字を下げて書くのが正式な名称です
が、さうしない場合は TEX ではなく TeX と、小文字で書く決まりになつてゐます。この
記事では、電子書籍版から皆さんがコピー＆ペーストして利用する際の利便性を考へて、
見出しを除き小文字で記述します。）と云ふ無料の組版ソフトを御存知ですか。大学の理
数系の学部に入つてゐる人であれば、数式を含むレポートの作成に使つた事があるかも知
れません。これはアメリカのドナルド・クヌース博士により 1978 年に初版がリリースさ
れたソフトで、自著の組版の品質に完璧さを求めるあまり、自分でコンピュータ組版ソフ
トと専用のフォント (METAFONT) を製作したのが切つ掛けださうです。商業印刷にも堪
え得る高品質の組版が可能で、特に、数式を多用する文書の組版となると、TeX の右に出
るものはなかなかありません。
　このソフトはフリーソフトとして頒布され、様々なコンピュータで利用可能となつてゐ
るだけでなく、日本語組版対応、PDF ファイル出力、OpenType フォント対応等、有志に
より様々な改良が行はれ続けてゐます。
　一般的な DTP ソフトやワープロソフトと異なり、TeX には WYSIWYG(What You See 
Is What You Get = 出力結果通りのレイアウトが表示される形式 ) 的な編輯画面は有りま
せん。少し似たものを挙げるなら、皆さんが日頃御覧のウェブページ（ホームページ）は、
HTML といふマークアップ言語で書かれてゐます。HTML ファイルはメモ帳等のテキスト
エディタで編輯可能なファイルで、文章と一緒に、「こゝは見出し」「こゝは本文の段落」

「こゝに画像を埋め込む」の様な指示が書かれてゐます。そしてブラウザはその指示に従
つて文章をレイアウトして表示するのです。TeX は HTML と異なり、画面表示ではなく
紙への印刷に特化したマークアップ言語ですが、テキストファイルとして記述する事や、
文章と一緒に「こゝは見出し」「こゝは脚注」「こゝにこの数式を入れる」の類の指定をす
るといふ発想は同じです。
　近年は PDF ファイルが印刷所への入稿やネットでの電子文書頒布に広く用ゐられるや
うになつたため、TeX と PDF との連繫、つまり TeX の形式で記述したテキストファイルを
PDF 形式に変換して印刷所に入稿したりプリンタで印刷する事が一般的になりました。
この記事ではその方法について簡単に解説します。

TEX インストールに必要なもの
コンピュータに合つた TeX のインストーラ

　必要なソフトをバラバラに揃へてバラバラにインストールするのは面倒なので、まとめ
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EDICOLOR
　次に、一部の新聞社でも実際に組版作業で使用されてゐるといふプロ向けソフト、
EDICOLOR が大幅値下げしました。過去のバージョンは 10 万円位したと記憶してゐるの
ですが、最新のバージョンである 10.0 では 30,000 円に改定、しかも 2012 年中はキャン
ペーンとして 18,000 円で入手出来るとのことです。
　このソフトも OpenType フォントの異体字切替に対応してゐます。Adobe-Japan1-4 に
対応した「I-OTF 新聞明朝新がな Pro R」「I-OTF 新聞ゴシック新がな Pro M」も附属して
ゐるので、正字での組版もこのソフトさへあれば可能です。新聞のやうな書体ですので好
みは分かれると思ひますが、勿論、ヒラギノ等別のフォントを用意して組版に使用する事
も可能です。正字正かなでの出版物の作成を検討していらつしやる方は、是非このソフト
も選択肢に加へてみてください。
　文字を正字に切り替へる方法ですが、先づ、[F9] キーを押すか、[ 表示 (V)]-[ ステータ
スパレットの表示 (P)] で、ステータスパレットを表示させておきます。文字枠の中の文字
を選択すると、Unicode やシフト JIS での文字コードの表示されてゐる右側に「標準形」
と書かれた部分があります。そこをクリックすると異体字選択が可能です。
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図 1　EDICOLOR での異体字選択



正字正かな文書作成のヒント
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正字正かな文書作成のヒント
第二回　EDICOLOR・TEX 篇

押井徳馬

　「正かなづかひ　理論と實踐」創刊号に「正字正かな文書作成のヒント」と云ふ記事を載
せてから一年経ちましたが、その間に、正字での組版環境を構築したい人にとつて追ひ風
となる嬉しいニュースが幾つかありました。
　先づ、「一太郎 2012 承プレミアム」（通常版で定価 24,885 円）或いは同「スーパープレ
ミアム」（通常版で定価 32,865 円）（※プレミアム / スーパープレミアムでない無印版に
は、後述する「ヒラギノフォント」は附属してゐないのでご注意ください。）に、Adobe-
Japan 1-5 対応のヒラギノフォントが附属した事です。明朝体 2 種類・ゴシック体 3 種
類・丸ゴシック体 1 種類が使用可能です。（大日本スクリーン製造の発売する「ヒラギノ
基本 6 書体パック Ver.8.0」との相違は、明朝 W3/W6・角ゴ W3/W6 に Std フォントお
よび JIS90 フォントが無く、Std フォントより収録字形数が多い Pr5 フォントの JIS2004
対応版のみ、といふ点ですが、大抵は問題ないでせう。）
　つまり、正字正かなでの入力が可能な「文語モード」（名前と違ひ、口語体の歴史的仮名
遣も変換可能です。また、旧字体の候補も出てきます。）を備へた「ATOK」、所謂康煕字
典体を数多く収録した「ヒラギノフォント」、略字体から康煕字典体に切替可能な異体字切
替機能も備えたワープロソフト「一太郎」と、上記ソフトを一本買ふだけで、正字正かな
での文書作成環境が一通り揃ふのです。
　一太郎を使ふ積りは無く、Adobe InDesign 等別のソフトを使用したい場合でも、ヒラ
ギノフォントを単体で購入するより十分安いので、正字正かな文書作成環境を整へたい方
は、「一太郎がオマケに附属するヒラギノフォントと ATOK」と思つて、是非ご購入なさ
る事をお勧めします。レトロな文章にもモダンな文章にも良く合ふ書体なので、本誌でも
このフォントを中心に使用してゐます。

表 1　Adobe-Japan 1 対応フォントの代表的な規格。Adobe-Japan 1-4 以降のフォント
は旧字の字形を数多く収録し、「異体字切替」に対応したソフトでその字形を使用可能。

名称 規格 文字数 旧字対応
OpenType Std Adobe-Japan 1-3 9,354 △
OpenType Pro Adobe-Japan 1-4 15,444 ○
OpenType Pr5 Adobe-Japan 1-5 20,317 ○
OpenType Pr6 Adobe-Japan 1-6 23,058 ○
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