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3 縱書き原稿に思ふこと

縱
書
き
原
稿
に
思
ふ
こ
と

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

　

日
本
語
は
書
字
方
向
の
自
由
な
言
語
で
す
。
傳
統
的
に
は
縱
書
き
、

明
治
以
降
は
、
特
に
英
數
字
と
組
合
せ
る
文
章
を
中
心
に
、
左
か
ら

右
に
書
く
橫
書
き
（
左
橫
書
き
）
も
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。
細
長

い
ス
ペ
ー
ス
や
短
文
の
場
合
、
行
が
右
か
ら
左
に
進
む
縱
書
き
の
名

殘
か
ら
、
右
か
ら
左
に
書
く
橫
書
き
（
右
橫
書
き
）
も
あ
り
、
今
で

も
自
動
車
の
右
側
面
に
そ
の
書
き
方
が
殘
つ
て
ゐ
る
事
が
あ
り
ま
す
。

　

橫
書
き
は
少
し
づ
つ
勢
力
を
擴
げ
て
ゐ
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
ブ
ロ
グ
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
も
殆
ど
が
橫
書
き
で
す
。
紙

の
本
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
縱
書
き
も
多
い
の
で
す
が
、
縱
書
き
の

本
で
あ
つ
て
も
、
奧
附
の
發
行
日
は
縱
書
き
に
漢
數
字
の
も
の
が
だ

い
ぶ
減
り
、
橫
書
き
に
算
用
數
字
ば
か
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
、
文
藝
書
の
世
界
で
は
縱
書
き
の
本
が
壓
倒
的
多
數
で

あ
り
、
漫
畫
も
や
は
り
縱
書
き
の
文
化
が
根
強
く
殘
つ
て
ゐ
ま
す
。

日
本
語
の
橫
書
き
の
漫
畫
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
四
十
年
位

前
に
サ
ン
リ
オ
か
ら
「
リ
リ
カ
」
と
云
ふ
橫
書
き
の
漫
畫
雜
誌
が
發

行
さ
れ
た
事
さ
へ
あ
り
ま
し
た
が
、
か
な
り
例
外
的
な
存
在
で
す
。

　

今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
で
、
外
國
人
も
日
本
の
漫
畫
に
興
味

を
持
つ
時
代
な
の
に
、
そ
れ
ら
と
相
性
の
良
い
橫
書
き
に
移
行
す
る

雰
圍
氣
は
全
く
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
外
國
語
に
飜
譯
さ
れ
る
時
も
、
縱

長
の
吹
出
し
に
澤
山
の
行
の
橫
書
き
の
科
白
が
埋
め
込
ま
れ
、
ペ
ー

ジ
の
進
む
方
向
も
右
か
ら
左
の
ま
ま
出
版
さ
れ
る
事
が
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
他
の
分
野
で
は
な
か
な
か
か
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
さ
す
が

「
日
本
が
強
い
力
を
持
つ
文
化
」
で
す
。

■
縱
組
み
で
は
一
部
の
文
字
を
修
正
す
る

　

縱
書
き
の
本
の
原
稿
を
書
く
時
も
、
Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で



7 縦書き横書きについて

縦
書
き
横
書
き
に
つ
い
て

名
賀
月
晃
嗣

國
語
問
題
特
輯

■■
は
じ
め
に

　

こ
の
文
章
を
今
読
ん
で
ゐ
る
人
は
、
縦
書
き
に
な
つ
て
ゐ
る
文
章

を
読
ん
で
ゐ
る
と
思
ふ
。
し
か
し
、
筆
者
は
本
稿
を
サ
ク
ラ
エ
デ
ィ

タ
で
書
い
て
ゐ
る
の
で
、
書
い
て
ゐ
る
今
は
横
書
き
に
な
つ
て
ゐ
る
。

計
算
機
の
モ
ニ
タ
上
で
は
横
書
き
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
組
版
さ
れ
る

と
き
に
は
縦
書
き
に
な
る
も
の
と
確
信
し
て
書
い
て
ゐ
る
。
さ
て
、

今
の
筆
者
は
、
横
書
き
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
縦

書
き
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
読
者
諸
賢
は
ど
ち
ら
で
あ
る
と

お
考
へ
に
な
る
だ
ら
う
か
。
プ
レ
ー
ン
な
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
を
作

成
し
て
ゐ
る
か
ら
、
縦
も
横
も
な
い
、
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
の
範
疇

で
は
そ
ん
な
概
念
は
な
い
、
と
い
ふ
立
場
も
あ
る
。

　

と
、
こ
ん
な
益
体
も
な
い
こ
と
を
書
き
連
ね
る
こ
と
が
で
き
る
の

も
、
日
本
語
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
英
語
な
ら
横
に
書
く
に

決
ま
つ
て
ゐ
る
。
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
が
ま
さ
か
縦
に
な
る
と
か
、

縦
で
も
横
で
も
な
い
と
か
、
思
ひ
も
す
ま
い
。

　

筆
者
が
ど
う
い
ふ
時
に
縦
書
き
を
す
る
の
か
、
み
た
い
な
こ
と
を

書
く
前
に
、
そ
ん
な
こ
と
が
ど
う
し
て
問
題
に
な
る
の
か
、
と
い
ふ

こ
と
に
つ
い
て
少
し
考
へ
て
み
た
い
。

■■
日
本
語
は
縦
横
自
在

　

ウ
ェ
ブ
上
で
歴
史
的
仮
名
遣
を
使
つ
て
ゐ
る
と
、
時
に
「
旧
仮
名

な
ら
縦
書
き
に
し
ろ
」
み
た
い
な
寝
惚
け
た
こ
と
を
言
ふ
人
に
出
会

す
。
ど
う
せ
揚
げ
足
を
取
ら
う
と
す
る
な
ら
、
ち
や
ん
と
揚
つ
て
ゐ

る
足
を
取
る
べ
き
だ
と
思
ふ
の
だ
が
、
浅
は
か
な
人
に
は
そ
ん
な
こ

と
を
望
む
だ
け
無
駄
な
の
で
あ
つ
た
。

　

浅
は
か
な
人
の
こ
と
は
さ
て
お
く
。
日
本
語
は
、
と
い
ふ
か
、
漢



11 お隣さんは「カナモジカイ」

お
隣
さ
ん
は
「
カ
ナ
モ
ジ
カ
イ
」

押
井
德
馬
　a.k.a. （

一
）　
く
ま
く
ん

國
語
問
題
特
輯

し
か
も
隣
!?

十
一
月
一
日

当
落
発
表
日

と
こ
ろ
が
…
…

▲南館　マ34a ▲南館　マ34b（二）

一）a.k.a.=also known as（またの名を）

二）https://webcatalog-free.circle.ms/

　Circle/14807769



13 「国語国字問題Ｑ＆Ａ」に答へる

「
国
語
国
字
問
題
Ｑ
＆
Ａ
」
に
答
へ
る

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

　

カ
ナ
モ
ジ
カ
イ
の
ユ
ズ
リ
ハ　

サ
ツ
キ
さ
ん
に
よ
る
「
国
語
国
字

問
題
Ｑ
＆
Ａ
」
を
読
ん
で
、
私
の
意
見
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

　
「
Ａ
」
の
部
分
は
必
ず
し
も
カ
ナ
モ
ジ
カ
イ
の
公
式
見
解
と
は
限

り
ま
せ
ん
。（
同
意
）（
反
対
）
に
続
く
私
の
一
言
コ
メ
ン
ト
や
そ
の

後
の
私
の
意
見
も
、「
正
漢
字
・
歴
史
的
仮
名
遣
の
擁
護
派
の
共
通
見

解
」
で
は
な
く
、
私
の
個
人
的
見
解
で
す
。「
Ａ
」
の
部
分
は
長
い
の

で
、
要
約
を
載
せ
る
に
と
ど
め
た
こ
と
を
お
断
り
し
ま
す
。
正
式
な

全
文
は
カ
ナ
モ
ジ
カ
イ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（

一
）で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

一
）http://w

w
w.kanam

ozi.org/qanda.htm
l

◆
な
ぜ
「
ロ
ー
マ
字
」
で
な
く
、「
カ
ナ
文
字
」
な
の
か

Ｑ　
漢
字
を　
廃
止
す
る
の　
な
ら
、国
字
と　
し
て
、か
な
文
字
で

は　
な
く
、
国
際
性
の　
あ
る　
ロ
ー
マ
字
に　
し
て
は　
ど
う
か
。

Ａ
（
要
約
）　
「
ロ
ー
マ
字
は
国
際
性
が
あ
る
」
は
見
掛
け
だ
け
で
、

発
音
は
言
語
に
よ
り
バ
ラ
バ
ラ
。
カ
ナ
は
日
本
で
発
明
さ
れ
は
ぐ
く

ま
れ
て
き
た
伝
統
文
化
。
伝
統
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
効
率
的
で
も

あ
る
。
ロ
ー
マ
字
と
比
べ
文
字
数
が
少
な
く
て
読
み
や
す
く
、
濁

点
・
半
濁
点
も
日
本
語
の
音
の
変
化
を
表
す
の
に
自
然
。「
文
字
は
、

音
声
で
は　
な
く　
コ
ト
バ
を　
う
つ
し
だ
す　
べ
き　
も
の
」。

（
同
意
）　「
漢
字
な
し
」
の
制
約
内
な
ら
、
よ
り
読
み
や
す
い
。

（
反
対
）　（
特
に
な
し
）

　

恐
ら
く
ユ
ズ
リ
ハ
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
意
味
と
は
少
し
異
な
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
も
「
文
字
は
、
音
声
で
は
な
く
言
葉
を
う

つ
し
だ
す
べ
き
も
の
」
と
信
じ
ま
す
し
、
ま
さ
か
こ
ん
な
言
葉
が
カ

ナ
モ
ジ
カ
イ
の
サ
イ
ト
に
あ
っ
た
と
は
驚
き
ま
し
た
。「
国
語
は
漢

字
か
な
交
じ
り
文
が
理
想
だ
が
、
漢
字
が
使
用
で
き
な
い
状
況
で
は
、



38

「
ク
ロ
ー
デ
ル
の
言
葉
」
の
出
典
は
？

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

日
本
人
は
貧
し
い
、
し
か
し
高
貴
だ
。
こ
の
言
葉
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
詩
人
で
元
駐
日
大
使
だ
つ
た
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
の

言
葉
と
し
て
あ
ち
こ
ち
で
引
用
さ
れ
ま
す
。
そ
の
割
に
は
、
ど
こ
か

ら
引
用
し
た
の
か
明
記
さ
れ
な
い
事
の
多
い
「
出
典
不
明
の
謎
の
言

葉
」
で
し
た
。

　

最
近
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
調
査
の
呼
び
掛
け
に
よ
り
、
フ
ラ

ン
ス
語
と
日
本
語
譯
そ
れ
ぞ
れ
の
初
出
が
判
明
し
ま
し
た
。

〝
詩
人
大
使
〟
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
の
「
名
言
」
の
出
典
は
？

／Tw
itter

https://tw
itter.com

/i/m
om
ents/1082567670292144128

　

初
出
は
フ
ラ
ン
ス
の
醫
者
・
文
學
者
で
あ
る
ア
ン
リ
・
モ
ン
ド
ー

ル
に
よ
る
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
語
錄
」（
こ
の
本
の
和
譯
は
私
も

ま
だ
見
附
け
て
ゐ
ま
せ
ん
）。
一
九
四
三
年
十
一
月
二
十
三
日
に
開

か
れ
た
あ
る
公
爵
夫
人
の
夜
會
に
お
い
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
日
本
人

に
つ
い
て
語
つ
た
言
葉
と
し
て
、
こ
の
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

U
n peuple pour lequel je souhaite qu'il ne soit jam

ais écrasé, 

cʼest le peuple japonais. Il ne faut pas que disparaisse une 
antique civilisation si intéressante. N

ul peuple ne m
érite m

ieux 

sa prodigieuse expansion. Ils sont pauvres; m
ais nobles, quoique 

si nom
breux.

―
H

enri M
ondor, « Propos fam

iliers de Paul Valéry », Bernard 

G
rasset, Paris, 1957, p. 221.
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冴
え
カ
ノ
Ｆ
ｉｎｅ
鑑
賞
記

文
：blueday

論
　
　
評

※
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
劇
場
版
『
冴
え
な
い
彼ヒ

ロ
イ
ン女

の
育
て
か
た
Ｆ
ｉ
ｎ

ｅ
』
に
関
す
る
、
ネ
タ
バ
レ
を
多
数
含
ん
だ
感
想
や
考
察
的
な
内
容

と
な
つ
て
を
り
ま
す
が
、
そ
の
妥
当
性
・
正
確
性
に
つ
い
て
の
保
証

は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
に
関
す
る
批
判
は
受
け
止
め
ま
す
が
、

読
み
終
つ
て
か
ら
に
し
て
頂
け
れ
ば
幸
ひ
で
す
。

　

と
い
ふ
訳
で
、
令
和
元
年
十
月
二
十
六
日
よ
り
全
国
に
て
公
開
と

な
つ
た
劇
場
版
『
冴
え
な
い
彼
女
の
育
て
か
た
Ｆ
ｉ
ｎ
ｅ
』
を
観
て

参
り
ま
し
た
。

　

思
へ
ば
劇
場
版
制
作
決
定
が
報
じ
ら
れ
て
よ
り
こ
の
方
、
実
に
念

入
り
に
力
の
入
つ
た
事
前
の
盛
り
上
げ
方
に
は
ひ
た
す
ら
焦
ら
さ
れ

つ
つ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
ま
た
ワ
ク
ワ
ク
を
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
い
ふ
、

見
事
な
踊
ら
さ
れ
つ
ぷ
り
の
日
々
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
展
開
か
ら

し
て
こ
れ
は
き
つ
と
あ
る
だ
ら
う
と
予
想
は
し
て
を
り
ま
し
た
が
、

そ
こ
に
案
の
定
の
最
速
上
映
実
施
の
お
知
ら
せ
。
こ
れ
は
行
か
な
い

訳
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
喜
び
勇
ん
で
深
夜
の
劇
場
へ
向
か
ひ
、
上
映

前
の
物
販
で
派
手
に
散
財
し
、
さ
う
し
て
日
付
が
変
は
る
と
と
も
に

い
よ
い
よ
上
映
開
始
で
あ
り
ま
す
。

　

…
…
そ
こ
か
ら
二
時
間
程
の
、
あ
の
時
空
間
は
一
体
何
だ
つ
た
の

で
せ
う
か
。
上
映
は
つ
つ
が
な
く
終
了
し
、
時
刻
は
午
前
二
時
頃
。

な
ん
だ
か
ふ
は
ふ
は
と
し
た
気
持
ち
で
劇
場
を
出
た
私
は
夢
見
心
地

で
家
路
に
就
き
ま
し
た
。
じ
わ
り
じ
わ
り
と
こ
み
上
げ
て
く
る
も
の

を
感
じ
な
が
ら
ハ
ン
ド
ル
を
握
り
ア
ク
セ
ル
を
踏
み
、
気
が
付
け
ば

自
宅
に
着
い
て
を
り
、
そ
の
ま
ま
流
れ
で
茶
を
淹
れ
て
や
れ
や
れ
と

す
す
り
な
が
ら
一
息
つ
い
た
所
で
、
ハ
ッ
と
、
己
を
包
み
込
む
も
の

の
正
体
が
、
こ
の
上
な
い
最
高
レ
ベ
ル
の
多
幸
感
で
あ
る
事
に
思
ひ

至
つ
た
の
で
し
た
。

　

い
や
あ
、
語
彙
力
を
奪
は
れ
る
つ
て
あ
あ
い
ふ
状
態
を
言
ふ
ん
で
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文
：
明
日
槇
悠

小
　
　
説

　
　
　

四

「
ふ
う
ち
ゃ
ん
、
お
い
で
―
―
」

　

立た
ち

籠こ

め
る
湯ゆ

氣げ

の
向む

か

う
か
ら
、
千ち

禰ね

が
手て

招ま
ね

ぎ
を
し
た
。

　

よ
ち
よ
ち
と
風ふ

呂ろ

の
縁ふ

ち

に
近ち

か

づ
い
て
く
る
幼

を
さ
な

子ご

の
体か

ら
だを

ふ
た
つ
の

し
な
や
か
な
腕う

で

が
高た

か

く
持も

ち
上あ

げ
る
。
湯ゆ

壷つ
ぼ

が
ざ
っ
と
溢あ

ふ

れ
た
。

　

ふ
う
ち
ゃ
ん
は
今こ

ん

夏か

で
十じ

ふ

四し

に
な
る
姉あ

ね

の
腕う

で

の
中な

か

で
お
と
な
し
く

湯ゆ

に
浸つ

か
っ
て
ゐ
る
。
湯ゆ

浴あ

み
を
す
る
三さ

ん

人に
ん

の
影か

げ

が
水み

な

面も

を
揺た

ゆ
た蕩

ふ
。

千ち

禰ね

は
自じ

分ぶ
ん

が
親し

ん

戚せ
き

の
叔を

母ば

さ
ん
に
で
も
な
っ
た
氣き

分ぶ
ん

に
な
り
な
が

ら
、
姉し

妹ま
い

を
眺な

が

め
た
。

　

こ
の
広ひ

ろ

い
湯ゆ

殿ど
の

は
、
千ち

禰ね

と
若わ

か

彦ひ
こ

が
休や

す

ん
で
ゐ
る
月つ

き

の
里さ

と

と
い
ふ

旅は
た

籠ご

の
も
の
だ
。
月つ

き

の
里さ

と

は
一い

つ

家か

が
代だ

い

々だ
い

切き
り

盛も

り
し
て
き
た
老

し
に
せ

舗
だ

さ
う
で
、
漁ぎ

よ

村そ
ん

や
海う

み

を
見み

晴は
る

か
す
景け

い

観く
わ
んと

、
四し

階か
い

建だ

て
の
入い

り

母も

屋や

造づ
く
り

と
が
見み

事ご
と

で
あ
る
。
濃こ

ま

や
か
な
心こ

こ
ろづ

く
し
の
数か

ず

々か
ず

に
、
千ち

禰ね

も
若わ

か

彦ひ
こ

も
す
っ
か
り
寛く

つ
ろい

で
こ
の
宿や

ど

の
家か

族ぞ
く

に
な
り
た
が
っ
て
ゐ
る
。

「
千ち

禰ね

さ
ん
も
ふ
う
ち
ゃ
ん
を
抱だ

っ
こ
し
ま
す
か
」

　

ふ
う
ち
ゃ
ん
を
あ
や
し
て
ゐ
た
み
づ
き
が
明あ

か

る
く
小こ

首く
び

を
か
し
げ

る
。
千ち

禰ね

は
あ
わ
て
て
湯ゆ

か
ら
出だ

し
た
手て

を
振ふ

っ
た
。

「
そ
ん
な
、
私わ

た
しは

た
だ
の
客き

や
くな

の
に
。
ふ
う
ち
ゃ
ん
だ
っ
て
、
嫌い

や

が

る
わ
」

「
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
ね
、
ふ
う
ち
ゃ
ん
」

　

み
づ
き
が
手て

に
抱だ

い
た
ふ
う
ち
ゃ
ん
を
千ち

禰ね

に
近ち

か

寄よ

せ
な
が
ら
呼よ

び
か
け
る
と
、
ふ
う
ち
ゃ
ん
は
千ち

禰ね

に
小ち

ひ

さ
な
手て

を
伸の

ば
し
て
き
た
。

み
ず
き
の
手て

を
介か

い

し
て
、
千ち

禰ね

は
ふ
う
ち
ゃ
ん
を
し
っ
か
と
抱だ

き
留と

め
る
。

「
ま
あ
、
可か

愛は
い

ら
し
い
」

「
ぢ
ゃ
あ
、
私わ

た
しは

髪か
み

を
洗あ

ら

っ
て
き
ま
す
ね
」



53 歩みの念

　

み
づ
き
は
言い

ひ
置お

い
て
、
さ
っ
と
湯ゆ

槽ぶ
ね

か
ら
上あ

が
っ
て
行い

っ
た
。

貝か
ひ

殻が
ら

が
埋う

づ

も
れ
た
装さ

う

飾し
よ
くの

床ゆ
か

を
、
ぺ
た
ぺ
た
と
足あ

し

音お
と

が
遠と

ほ

ざ
か
っ
て

い
く
。

　

み
づ
き
と
ふ
う
か
は
、
と
も
に
月つ

き

の
里さ

と

で
生う

ま
れ
育そ

だ

っ
た
娘む

す
めで

あ

る
。
天て

ん

真し
ん

爛ら
ん

漫ま
ん

に
客き

や
くた

ち
と
接せ

つ

す
る
ふ
た
り
は
、
皆み

ん
なか

ら
親し

た

し
ま
れ

て
ゐ
る
。
ふ
う
か
は
、
昨さ

く

年ね
ん

の
春は

る

に
生せ

い

を
受う

け
た
ば
か
り
。
み
づ
き

は
女お

か
み将

で
あ
る
お
母か

あ

さ
ん
を
手て

伝つ
だ

っ
て
、
宿や

ど

の
お
勤つ

と

め
を
し
な
が
ら

時と
き

々ど
き

ふ
う
か
の
子こ

守も
り

も
し
て
ゐ
る
。

　

本ほ
ん

当た
う

に
え
ら
い
お
姉ね

え

ち
ゃ
ん
だ
と
千ち

禰ね

は
感か

ん

心し
ん

し
な
が
ら
、
胸む

ね

に

抱だ

い
た
ふ
う
ち
ゃ
ん
の
頭あ

た
まを

撫な

ぜ
た
。

つ
や
つ
や
と
潤

う
る
ほ

っ
た
髪か

み

の
手て

触ざ
は

り
が
す
る
。
一ひ

と

つ
に
な
っ
た
ば
か
り

の
子こ

が
、
こ
ん
な
に
き
れ
い
な
緑

り
よ
く

髪は
つ

を
持も

つ
こ
と
に
千ち

禰ね

は
驚お

ど
ろい

た
。

　

当た
う

の
ふ
う
ち
ゃ
ん
は
、
ぽ
か
ん
と
し
た
表へ

う

情じ
や
うで

湯ゆ

と
肌は

だ

の
ぬ
く
も

り
に
安や

す

ら
い
で
ゐ
る
。
こ
の
髪か

み

の
艶つ

や

氣け

は
ど
こ
か
で
、
と
千ち

禰ね

が
思お

も

ひ
巡め

ぐ

ら
せ
た
と
き
、
浴よ

く

室し
つ

の
向む

か

う
で
ざ
あ
っ
と
水み

づ

音お
と

が
し
た
。
頭あ

た
まか

ら
湯ゆ

を
被か

ぶ

っ
た
み
づ
き
の
後

う
し
ろ

姿す
が
たが

目め

に
飛と

び
こ
ん
で
き
た
、
そ
の
背せ

中な
か

を
濡ぬ

れ

髪が
み

が
黒く

ろ

々ぐ
ろ

と
纏ま

つ

は
っ
て
ゐ
た
。

　

広ひ
ろ

間ま

に
面め

ん

し
た
廊ら

う

下か

に
は
大お

ほ

き
な
窓ま

ど

が
あ
る
。
そ
の
手て

前ま
へ

の
卓テ

ー
ブ
ル子

を
挟は

さ

ん
だ
籐と

う

椅い

子す

の
ひ
と
つ
に
は
若わ

か

彦ひ
こ

が
掛か

け
て
ゐ
た
。
千ち

禰ね

は

団う
ち
は扇

を
手て

に
立た

っ
て
外そ

と

を
眺な

が

め
て
ゐ
る
。
空そ

ら

に
は
星ほ

し

々ぼ
し

が
燦さ

ん

爛ら
ん

と
き

ら
め
き
、
淡た

ん

黄く
わ
うの

月つ
き

も
懸か

か
っ
て
ゐ
る
。
開あ

い
た
窓ま

ど

か
ら
吹ふ

き
こ
ん

だ
夜よ

風か
ぜ

が
洗あ

ら

ひ
た
て
の
髪か

み

を
そ
よ
が
せ
た
。
風ふ

う

鈴り
ん

が
ち
り
ん
と
鳴な

る
。

　

丸ま
る

盆ぼ
ん

に
コ
ッ
プ
を
二ふ

た

つ
乗の

せ
て
、
み
づ
き
が
や
っ
て
来き

た
。
背せ

に

は
ふ
う
ち
ゃ
ん
を
負お

ぶ
っ
て
ゐ
る
。

「
曹ソ

ー
ダ達

水す
ゐ

を
ど
う
ぞ
」

　

卓テ
ー
ブ
ル子

に
置お

か
れ
た
コ
ッ
プ
を
二ふ

た

人り

は
め
い
め
い
手て

に
取と

っ
た
。

「
あ
り
が
た
う
」

　

さ
っ
そ
く
若わ

か

彦ひ
こ

が
美お

い

味
し
さ
う
に
飲の

ん
だ
。

「
ふ
う
ち
ゃ
ん
は
も
う
お
ね
む
？
」

　

千ち

禰ね

が
覗の

ぞ

き
こ
む
と
、
ふ
う
ち
ゃ
ん
は
姉あ

ね

の
背せ

中な
か

で
す
や
す
や
と

寝ね

て
ゐ
た
。

「
う
ん
。
も
う
夢ゆ

め

の
中な

か

」

　

若わ
か

彦ひ
こ

は
コ
ッ
プ
を
片か

た

手て

に
窓ま

ど

の
外そ

と

を
眺な

が

め
や
る
。

「
明あ

す

日
は
晴は

れ
さ
う
だ
な
」

「
あ
、
さ
う
だ
。
二ふ

た

人り

と
も
、
明

あ
し
た

日
お
発た

ち
に
な
る
の
は
待ま

っ
た
方は

う

が
い
い
で
す
よ
」

　

み
づ
き
が
忠

ち
ゆ
う

告こ
く

し
た
。

「
何な

故ぜ

」

「
近ち

か

く
、
颱た

い

風ふ
う

が
来く

る
か
ら
。
昼ひ

る

間ま

の
内う

ち

は
大だ

い

丈ぢ
や
う

夫ぶ

で
せ
う
け
ど
、

き
っ
と
夜よ

る

は
大お

ほ

荒あ

れ
。
も
し
急い

そ

が
な
い
の
な
ら
も
う
一い

つ

泊ぱ
く

し
た
ら
」

　

さ
う
言い

ふ
と
み
づ
き
は
開あ

い
て
ゐ
た
窓ま

ど

を
ぴ
っ
た
り
と
閉と

ぢ
た
。

「
あ
、
ほ
ら
。
み
づ
き
さ
ん
」

　

千ち

禰ね

が
つ
い
と
窓さ

う

外ぐ
わ
いの

空そ
ら

の
一い

つ

角か
く

を
指ゆ

び

差さ

し
た
。
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奧
樣
は
眞
魚

文
：
絲

小
　
　
説

　

旅
行
か
ら
歸
る
と
、
夫
が
魚
に
な
つ
て
ゐ
た
。
リ
ビ
ン
グ
の
水
槽

を
見
て
ぎ
よ
つ
と
な
り
、
恐
る
恐
る
近
附
い
て
み
た
。
夫
の
顏
そ
の

も
の
が
魚
の
頭
と
な
り
、
體
は
魚
―
―
何
だ
ら
う
―
―
銀
色
の
光
が

う
ね
る
靑
魚
だ
つ
た
。「
彼
」
は
水
中
か
ら
顏
を
出
し
、
ぱ
く
ぱ
く
と

口
を
開
い
た
。

「
金
魚
を
飮
込
ん
じ
ま
つ
た
ん
だ
」

「
飮
込
ん
だ
？　

ど
う
し
て
？
」

「
た
ぶ
ん
…
…
醉
つ
て
た
ん
だ
よ
」

　

彼
は
逃
避
に
し
こ
た
ま
飮
む
癖
が
あ
つ
た
。
金
魚
は
、
夏
祭
り
に

彼
が
掬
つ
た
の
が
た
つ
た
一
匹
。
通
販
で
買
つ
た
、
三
十
セ
ン
チ
の

ガ
ラ
ス
容
器
に
寂
し
く
泳
い
で
ゐ
た
。
目
の
前
の
魚
は
、
金
魚
よ
り

一
周
り
大
き
い
程
度
で
―
―
ま
じ
ま
じ
と
見
る
程
に
、
そ
の
禍ま
が

々ま
が

し

さ
、
生
々
し
さ
、
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
に
眩め

暈ま
ひ

を
覺
え
た
が
、
そ
れ
で
も

彼
に
附
合
つ
た
。

「
信
じ
ら
れ
な
い
わ
」

「
お
れ
も
だ
よ
…
…
え
え
と
、
人
魚
は
ど
う
や
つ
て
人
間
に
な
つ
た

ん
だ
つ
け
？
」

　

人
魚
で
す
つ
て
！　

笑
ひ
さ
う
に
な
つ
た
。
彼
に
は
自
分
が
ど
う

見
え
て
ゐ
る
ん
だ
ら
う
？　

人
魚
と
人
面
魚
、
似
て
は
ゐ
る
が
、
イ

メ
ー
ジ
は
程
遠
い
。

「
調
べ
て
み
て
く
れ
よ
」

「
そ
ん
な
の
醫
者
か
學
者
に
で
も
見
て
も
ら
へ
ば
い
い
ん
ぢ
や
な

い
！
」

「
解
體
さ
れ
ち
ま
ふ
よ
！
」

　

で
も
で
き
れ
ば
さ
う
し
た
か
つ
た
。
こ
ん
な
氣
持
惡
い
も
の
と
は

お
さ
ら
ば
し
た
か
つ
た
。
し
か
し
こ
れ
と
言
つ
た
手
立
て
も
無
く
、

律
儀
に
調
べ
は
し
た
。

「
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
だ
と
、
魔
女
が
人
魚
の
聲
と
引
換
へ
に
藥
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で
人
間
に
し
た
つ
て
。
で
も
王
子
と
結
ば
れ
な
か
つ
た
か
ら
泡
に
な

つ
て
…
…
。
良
い
話
な
ん
て
こ
れ
つ
ぽ
つ
ち
も
な
い
わ
よ
―
―
あ
、

で
も
八
百
比
丘
尼
の
話
は
面
白
い
か
も
」

「
や
ほ
び
く
に
？
」

「
あ
な
た
に
は
面
白
く
な
い
か
も
ね
」

　

人
魚
の
肉
を
…
…
。
そ
こ
で
夕
飯
の
事
を
思
ひ
出
し
た
。
今
日
は

彼
に
作
つ
て
も
ら
ふ
氣
で
ゐ
た
が
―
―
駄
目
だ
、
こ
れ
0

0

を
前
に
し
た

ら
、
と
て
も
食
欲
な
ん
て
涌
い
て
こ
な
い
。

「
腹
減
つ
た
よ
」

　

と
、
彼
。
水
槽
の
橫
に
ボ
ト
ル
が
あ
る
。
金
魚
に
あ
げ
て
ゐ
た
餌

だ
。
そ
れ
で
い
い
だ
ら
う
。
ぱ
ら
ぱ
ら
と
振
掛
け
る
。

「
そ
ん
な
も
の
食
へ
る
か
よ
お
」

「
今
の
あ
な
た
は
お
魚
な
の
よ
。
キ
ン
タ
に
食
は
せ
て
た
ん
だ
か

ら
」

　

夫
は
暫
く
し
か
め
面
で
泳
い
で
ゐ
だ
か
、
觀
念
し
て
餌
を
食
べ
た
。

　

ど
う
し
よ
う
―
―
。
テ
レ
ビ
で
も
つ
け
よ
う
か
、
で
も
つ
け
た
ら

彼
の
眞
ん
前
に
あ
る
ソ
フ
ァ
に
坐
ら
な
き
や
な
ら
な
い
で
し
よ
、
ぢ

や
あ
洗
濯
で
も
す
る
？　

そ
れ
に
は
遲
す
ぎ
る
で
し
よ
、
歸
つ
た
ら

何
を
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
た
ん
だ
つ
け
？　

さ
う
、
新
聞
を
片
附
け

る
で
し
よ
、
そ
れ
に
…
…
。
皿
が
溜
ま
つ
て
る
わ
、
ご
み
も
八
分
目

だ
し
、
あ
の
人
ち
や
ん
と
出
し
て
ゐ
た
の
？　

雜
用
を
し
て
ゐ
る
う

ち
に
手
の
震
へ
は
治
ま
り
つ
つ
あ
つ
た
が
、
頭
の
後
ろ
か
ら
の
視
線

は
感
じ
ず
に
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
彼
は
餌
を
や
つ
て
か
ら
喋
ら
な
い
。

喋
り
に
く
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
の
…
…
私
を
一
點
に
見
つ
め
て

…
…
單
語
を
咀
嚼
す
る
や
う
に
喋
る
感
じ
…
…
。
も
う
私
は
あ
れ
を

見
る
事
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
そ
の
必
要
す
ら
無
い
。

魚
と
會
話
す
る
必
要
な
ん
て
…
…
あ
る
？

　

風
呂
に
入
つ
て
寢
室
に
―
―
「
彼
」
の
存
在
の
外
に
出
る
と
、
ほ

つ
と
し
た
。
ば
た
ん
と
前
か
ら
ベ
ッ
ド
に
倒
れ
る
。
ふ
は
り
と
臭
ふ

夫
の
體
臭
。
や
だ
。
あ
の
人
、
シ
ー
ツ
を
換
へ
て
ゐ
な
い
ん
だ
わ
。

苛
立
ち
が
募
つ
た
。
が
、
自
分
し
か
ゐ
な
い
事
を
思
ひ
出
し
、
落
著

く
。
重
い
體
を
起
し
、
シ
ー
ツ
を
引
つ
剝ぺ

が
し
、
新
し
い
も
の
と
交

換
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
重
勞
働
の
や
う
に
感
じ
る
。
剝
が
し
た
シ
ー

ツ
は
、
惱
み
は
し
た
が
、
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
に
放
り
込
ん
だ
。
臭
い
枕

は
、
ベ
ラ
ン
ダ
に
投
げ
捨
て
た
。
ざ
ま
あ
み
ろ
―
―
明
日
夫
が
―
―

人
の
姿
で
―
―
現
れ
た
と
し
て
、
彼
に
は
怒
る
才
が
無
い
の
だ
。
何

を
躊
躇
し
て
ゐ
た
ん
だ
ら
う
！

　

さ
す
が
に
ぐ
つ
す
り
と
は
い
か
な
か
つ
た
が
、
夫
の
存
在
を
締
出

せ
た
か
と
思
ふ
と
、「
家
で
寢
る
」
と
い
ふ
事
が
、
そ
れ
程
の
絶
望
を

帶
び
な
く
な
つ
た
や
う
な
氣
が
し
た
…
…
。

　

目
が
覺
め
る
と
、
蒲ふ

團と
ん

の
中
で
手
足
を
い
つ
ぱ
い
に
伸
ば
し
た
。

外
は
薄
暗
い
。
つ
い
眉
を
寄
せ
る
が
、
も
う
外
の
明
る
さ
で
機
嫌
を

損
ね
る
事
は
無
い
。
あ
と
少
し
眠
り
た
い
。
そ
れ
を
邪
魔
す
る
物
音
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中
国
語
の
表
記
に
、
中
国
本
土
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
使
は
れ
る

「
簡
体
字
」
と
、
台
湾
や
香
港
で
使
は
れ
る
「
繁
体
字
」
が
あ

る
の
と
同
様
、
日
本
語
の
表
記
に
も
漢
字
と
仮
名
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
二
種
類
あ
り
ま
す
。「
正
漢
字
」（
い
は
ゆ
る
「
旧
漢
字
」）
と
「
新

漢
字
」、「
正
仮
名
遣
」（
い
は
ゆ
る
「
旧
仮
名
遣
」「
歴
史
的
仮
名
遣
」）

と
「
新
仮
名
遣
」（「
現
代
仮
名
遣
い
」
の
こ
と
）
で
す
。

　
「
正
漢
字
」
や
「
正
仮
名
遣
」
は
、
絶
滅
し
た
国
語
表
記
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
過
去
文
献
の
引
用
、
短
歌
や
俳
句
を
は
じ
め
と
し
た
芸
術

に
お
い
て
、
現
代
で
も
細
々
と
使
は
れ
て
ゐ
ま
す
。

　

現
代
に
お
い
て
、「
正
漢
字
」「
正
仮
名
遣
」
を
読
ん
だ
り
書
い
た

り
す
る
方
に
は
、
様
々
な
立
場
の
方
が
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
。

•

過
去
文
献
の
引
用
に
限
り
正
字
や
正
か
な
で
書
き
た
い

•

短
歌
や
俳
句
に
限
り
正
か
な
で
書
き
た
い

原
稿
を
書
い
て
み
ま
せ
ん
か

•

ブ
ロ
グ
や
芸
術
作
品
等
を
正
字
や
正
か
な
で
書
き
た
い

•

今
の
と
こ
ろ
書
く
事
は
し
な
い
が
、
正
字
や
正
か
な
で
読
み
た
い

　

本
誌
は
、
そ
ん
な
皆
さ
ん
を
応
援
す
る
為
に
、「
全
頁
歴
史
的
仮
名

遣
（
固
有
名
詞
や
引
用
文
は
除
く
。
ま
た
、
漢
字
は
正
漢
字
を
歓
迎

す
る
が
新
漢
字
も
可
）
の
同
人
誌
」
と
し
て
毎
年
発
行
し
て
ゐ
ま
す
。

原
稿
募
集
の
お
知
ら
せ

　
「
正
漢
字
」「
正
仮
名
遣
」
は
、
読
む
だ
け
で
も
十
分
楽
し
め
ま
す

が
、
実
際
に
書
い
て
み
る
と
更
に
楽
し
め
ま
す
し
、
学
ぶ
近
道
で
も

あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
試
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
「『
正
字
正
か
な
』
で
原
稿
を
書
い
て
も
印
刷
を
断
ら
れ
た
り
、『
新

字
新
か
な
』
に
直
さ
れ
た
り
す
る
」
の
が
残
念
な
が
ら
当
り
前
の
現

編
輯
部
よ
り
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在
、
本
誌
は
「『
正
漢
字
』『
正
仮
名
遣
』
の
原
稿
が
そ
の
ま
ま
掲
載

さ
れ
る
」
の
が
「
当
り
前
」
の
、
謂い

は
ば
「
解
放
区
」
で
す
！

募
集
内
容

•

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

•

漢
字
や
歴
史
的
仮
名
遣
に
つ
い
て
、
国
語
国
字
問
題
に
つ
い
て

•

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
正
漢
字
や
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
品

•

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

　

国
語
問
題
に
関
す
る
記
事
が
多
く
集
ま
る
本
誌
で
す
が
、
テ
ー
マ

や
国
語
問
題
に
関
係
し
な
い
記
事
も
む
し
ろ
歓
迎
い
た
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。

　

毎
年
秋
発
行
、
次
号
〆
切
は
、
二
〇
二
〇
年
十
月
頃
を
予
定
し
て

ゐ
ま
す
。
次
号
の
テ
ー
マ
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
発
表
予
定
で
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

だ
し
、
ス
ム
ー
ズ
な
聯れ

ん

絡ら
く

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
だ
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
致
し
ま
す
の
で
、
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

itterID

や
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（
読
者
か
ら
の
聯
絡
先
と
し
て
、
な
る
べ
く
ご
記
入
く
だ
さ
い
）

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
か
原
稿
用
紙
換
算
）

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
」
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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

　
（
ご
希
望
に
よ
り
新
字
正
か
な
で
は
な
く
正
字
正
か
な
に
も
直

せ
ま
す
）

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　
「
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
等

ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
フ
ァ
イ
ル
で
も
構
ひ
ま
せ
ん
が
、
文
章
校
正
機

能
を
使
用
可
能
な
ワ
ー
ド
ま
た
はLibreO

ffi
ce

を
推
奨
し
ま
す
。

　

く
の
字
点
（
〳
〵
・
〴
〵
）
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
フ
ァ
イ
ル
は
、
原
則
と
し
て
文
章
と
は
別

に
お
送
り
く
だ
さ
い
（
ワ
ー
ド
で
位
置
決
め
し
た
内
容
を
そ
の
ま
ま

使
ふ
の
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
で
組
版
ソ
フ
ト
を
使
つ
て
組
み
直
す
の

で
、
元
フ
ァ
イ
ル
が
必
要
で
す
）。
ま
た
、
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
。
な

ほ
、
本
誌
の
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
だ
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
。
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ま
た
、
前
述
の
目
的
に
限
つ
て
、
皆
様
の
原
稿
を
使
は
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
が
、
原
稿
の
著
作
権
そ
の
も
の
を
譲
渡
し
て
い
た
だ
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
だ
く
か
は
、
お
任
せ
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
皆
さ
ん
の
作
品
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
ゐ
ま
す
。

本のDIYで……更に表現の自由！
従来は…… これからは……

正漢字・
歴史的
かなづかひ

で書くのは
自由　でも

新漢字・
現代
仮名遣い

に直して
出版します

→
修
正

新漢字・
現代
仮名遣い

正漢字・
歴史的
かなづかひ

（本誌はこちらが原則）

どちらもパソコンで自己出版




