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4

「
旧
字
旧
仮
名
」
？　
「
正
字
正
仮
名
」
？

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

二
〇
二
一
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
二
つ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
ま
し
た
。

三
月
一
日
～
三
十
一
日

　
「
正
漢
字
（
旧
漢
字
）

　
　

・
歴
史
的
仮
名
遣
に
つ
い
て
」

九
月
二
十
六
日
～
十
一
月
二
十
三
日

　
「
あ
な
た
は
ど
う
呼
び
ま
す
か
？
」

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
、
そ
れ
も
私
を
知
る
人
が
多
め
で
す
か
ら

「
偏
り
な
く
集
め
ら
れ
た
サ
ン
プ
ル
」
で
は
な
く
飽
く
ま
で
も
「
参
考

程
度
」
で
す
が
、
興
味
深
い
結
果
が
出
た
の
で
紹
介
い
た
し
ま
す
。

文
章
も
「
旧
字
・
新
字
混
在
」
を
「
旧
字
」
に
寄
せ
る
等
、
文
意
を

損
ね
な
い
範
囲
の
最
小
限
の
編
輯
に
と
ど
め
ま
し
た
。

「
あ
な
た
は
ど
う
呼
び
ま
す
か
？
」

■
戦
後
の
国
語
改
革
よ
り
前
に
一
般
的
だ
っ
た
「
漢
字
」
を
ど
ん
な

名
前
で
呼
び
ま
す
か
（
複
数
選
択
可
）。

（
※
漢
字
の
話
で
す
。
例
：
學
校
の
櫻
、
國
會
で
の
對
應
）

四
十
三
件
の
回
答

旧
字
（
舊
字
） 

ま
た
は 

旧
漢
字
（
舊
漢
字
）

二
十
九
人
六
七
・
四
％

正
字 
ま
た
は
正
漢
字

二
十
人
四
六
・
五
％

本
字 
ま
た
は
本
漢
字

四
人

九
・
三
％

基
本
字

〇 

人

〇
％

繁
体
字
（
繁
體
字
）

二
人

四
・
七
％



5 「旧字旧仮名」？　「正字正仮名」？

戦
前
の
日
本
の
活
字
で
広
く
用
い
ら
れ

た
字
形

一
人

二
・
三
％

康
熙
字
典
体

一
人

二
・
三
％

旧
字
体

一
人

二
・
三
％

康
煕
字
典
體

一
人

二
・
三
％

謂
は
ゆ
る
舊
字
體

一
人

二
・
三
％

■
戦
後
の
国
語
改
革
よ
り
前
に
一
般
的
だ
っ
た
「
仮
名
遣
」
を
ど
ん

な
名
前
で
呼
び
ま
す
か
（
複
数
選
択
可
）。

（
※
か
な
の
話
で
す
。
例
：
書
い
て
ゐ
る
、
言
ふ
、
さ
い
は
ひ
）

四
十
三
件
の
回
答

旧
仮
名
遣
（
旧
か
な
づ
か
ひ
、
舊
假
名
遣
、

舊
か
な
づ
か
ひ
）

十
八
人
四
一
・
九
％

正
仮
名
遣
（
正
か
な
づ
か
ひ
、
正
假
名

遣
）

十
七
人
三
九
・
五
％

本
仮
名
遣
（
本
か
な
づ
か
ひ
、
本
假
名

遣
）

一
人

二
・
三
％

歴
史
的
仮
名
遣
（
歴
史
的
か
な
づ
か
ひ
、

歴
史
的
假
名
遣
）

二
十
七
人
六
二
・
八
％

復
古
仮
名
遣
（
復
古
か
な
づ
か
ひ
、
復
古

假
名
遣
）

一
人

二
・
三
％

か
な
づ
か
ひ

一
人

二
・
三
％

か
な
づ
か
ひ
（
※
修
飾
語
な
し
）

一
人

二
・
三
％

修
飾
無
し
の
假
名
遣

一
人

二
・
三
％

伝
統
的
綴
字
法
、
伝
統
綴
字
。

一
人

二
・
三
％

■
戦
後
の
国
語
改
革
よ
り
前
に
一
般
的
だ
っ
た
「
漢
字
と
仮
名
遣
の

組
合
せ
」
を
ど
ん
な
名
前
で
呼
び
ま
す
か
（
複
数
選
択
可
）。

四
十
三
件
の
回
答

旧
字
旧
仮
名
（
旧
字
旧
か
な
、
舊
字
舊

假
名
、
舊
字
舊
か
な
）

二
十
六
人
六
〇
・
五
％

正
字
正
仮
名
（
正
字
正
か
な
、
正
字
正

假
名
）

二
十
人
人
四
六
・
五
％

本
字
本
仮
名
（
本
字
本
か
な
、
本
字
本

假
名
）

二
人

四
・
七
％

正
統
表
記

〇
人

〇
％

旧
字
歴
仮
名

一
人

二
・
三
％

「
古
い
表
記
」

一
人

二
・
三
％

伝
統
的
表
記
法
、
伝
統
表
記
。

一
人

二
・
三
％

旧
字
旧
が
な

一
人

二
・
三
％

歷
史
的
假
名
遣
ひ
及
び
謂
は
ゆ
る
舊
字

體

一
人

二
・
三
％

　

漢
字
は
「
旧
字
」「
正
字
」
や
そ
れ
に
類
す
る
呼
び
方
が
多
数
を
占

め
、
仮
名
遣
も
同
様
「
旧
仮
名
遣
」「
正
仮
名
遣
」
が
多
数
で
し
た
が
、

そ
れ
以
上
に
「
歴
史
的
仮
名
遣
」
が
一
番
で
し
た
。
そ
れ
を
現
代
の

言
葉
と
し
て
書
く
人
も
書
か
な
い
人
も
普
通
に
使
用
す
る
事
の
多
い
、

通
り
の
良
い
言
葉
だ
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

■
上
記
に
つ
い
て
、
言
葉
の
印
象
や
選
び
方
な
ど
、
ご
意
見
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
お
書
き
下
さ
い
。

五
件
の
回
答



19 歴史的仮名遣を知ってゐて得したこと

歴
史
的
仮
名
遣
を
知
っ
て
ゐ
て
得
し
た
こ
と

つ
ば
ヶ
淵
つ
ば
め

國
語
問
題
特
輯

は
じ
め
ま
し
て
！　

つ
ば
ヶ
淵
つ
ば
め
と
申
し
ま
す
。
毎
年
こ

の
同
人
誌
を
読
む
の
を
楽
し
み
に
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
ま
さ

か
執
筆
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
。
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
ゐ
ま

す
。
僕
は
専
門
家
と
か
で
は
な
く
大
し
た
人
間
で
は
な
い
の
で
す
が
、

そ
れ
で
も
歴
史
的
仮
名
遣
を
扱
へ
る
人
間
の
一
人
と
し
て
こ
れ
ま
で

得
を
し
た
と
感
じ
る
部
分
が
あ
っ
た
の
で
、
み
な
さ
ま
に
お
伝
へ
し

ま
す
。

　

ま
づ
あ
た
り
ま
へ
で
す
が
、
古
典
語
（
明
治
以
前
の
日
本
語
を
指

し
て
ゐ
ま
す
）
の
理
解
が
大
変
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
古
典
語
の

理
解
を
妨
げ
る
も
の
は
語
彙
や
文
法
、
果
て
は
常
識
の
違
ひ
な
ど
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
仮
名
遣
の
違
ひ
も
大
き
い
で
す
よ
ね
。
た
と

へ
ば
皆
さ
ん
は
「
は
ふ
は
ふ
の
体
」
と
書
か
れ
て
ゐ
た
ら
「
ほ
う
ほ

う
の
体
」
の
こ
と
だ
と
す
ぐ
に
浮
か
び
ま
す
か
？　

少
し
詳
し
い
方

は
考
へ
れ
ば
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
歴
史
的
仮
名
遣
で
は
古

典
語
だ
ら
う
と
現
代
語
だ
ら
う
と
「
は
ふ
は
ふ
の
体
」
な
の
で
、
そ

れ
さ
へ
知
っ
て
ゐ
れ
ば
考
へ
る
手
間
す
ら
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
現
状

で
は
古
典
語
と
現
代
語
で
同
じ
語
が
同
じ
意
味
で
使
は
れ
て
ゐ
て
も
、

仮
名
遣
が
異
な
る
せ
ゐ
で
理
解
が
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
て
も
ど
か
し
い
で
す
。
と
こ
ろ
で
、「
は
ふ

は
ふ
」っ
て
な
ん
な
の
で
せ
う
か
。
小
学
館
『
全
文
全
訳
古
語
辞
典
』

を
見
て
み
る
と
、「
這
ふ
這
ふ
」
と
い
ふ
漢
字
表
記
と
と
も
に
「『
這

い
な
が
ら
』
の
意
」
と
書
か
れ
て
ゐ
ま
す
。
あ
あ
な
る
ほ
ど
「
這
ふ
」

と
い
ふ
動
詞
が
二
つ
重
な
っ
た
も
の
か
、
と
合
点
が
い
っ
た
あ
な
た
、

「
ほ
う
ほ
う
の
て
い
」
し
か
知
ら
な
か
っ
た
ら
そ
ん
な
こ
と
考
へ
も

よ
ら
な
か
っ
た
で
せ
う
し
、
言
は
れ
て
も
全
然
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た

と
思
ひ
ま
す
。
歴
史
的
仮
名
遣
は
語
源
の
推
測
や
理
解
を
強
力
に
助



24

「
正
字
・
正
か
な
」
呼
稱
の
誤
解
を
解
く

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

正
漢
字
・
正
か
な
づ
か
ひ
、
略
し
て
「
正
字
・
正
か
な
」。
私
達

は
國
語
改
革
以
前
か
ら
使
は
れ
て
き
た
國
語
表
記
を
こ
の
や

う
に
呼
ぶ
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
表
記
で
書
く
當
事
者
だ
け
で
な
く
、

書
か
な
い
人
で
あ
つ
て
も
さ
う
呼
ぶ
事
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
時
に

は
こ
ん
な
反
應
も
返
つ
て
き
ま
す
。

　
「『
舊
字
・
舊
か
な
』
は
斷
じ
て
『
正
字
・
正
か
な
』
で
は
な
い
」

　
「
私
は
『
舊
字
・
舊
か
な
』
を
愛
す
る
が
『
正
字
・
正
か
な
』
と
呼

ぶ
人
は
嫌
ひ
だ
。
自
分
達
が
使
ふ
表
記
だ
け
が
『
正
し
い
』
と
勝
手

に
極
め
附
け
る
『
正
し
さ
の
押
附
け
』
の
傲
慢
さ
が
ぷ
ん
ぷ
ん
臭
ふ
」

誤
解
さ
れ
る
理
由

　

た
と
へ
ば
、
こ
の
や
う
な
理
由
を
擧
げ
て
「『
正
字
・
正
か
な
』
と

呼
ぶ
の
は
相
應
し
く
な
い
」
と
呼
ぶ
人
々
が
ゐ
ま
す
。
專
門
家
の
世

界
で
さ
へ
例
外
で
は
な
く
、「
こ
の
先
生
は
昔
の
漢
字
や
古
典
に
詳

し
い
の
だ
か
ら
、
現
代
の
言
葉
を
『
正
字
・
正
か
な
』
で
書
く
事
に

は
き
つ
と
好
意
的
だ
ら
う
」
と
思
つ
た
ら
實
は
逆
で
、「『
舊
字
・
舊

か
な
』
は
昔
の
文
章
の
爲
の
表
記
で
あ
り
、
現
代
語
に
は
相
應
し
く

な
い
」
と
言
つ
て
ゐ
る
人
も
一
部
に
ゐ
ま
す
。

• 

私
達
が
學
校
で
習
ひ
日
常
で
使
ふ
「
新
字
・
新
か
な
」
を
「
誤
」

と
極
附
け
て
見
下
し
て
ゐ
る

• 

舊
漢
字
の
手
本
と
さ
れ
る
康
煕
字
典
は
十
八
世
紀
、
歷
史
的
な
づ

か
ひ
が
出
來
た
の
は
明
治
時
代
で
あ
り
、「
舊
字
・
舊
か
な
」
の
決

ま
り
通
り
に
書
か
れ
た
時
代
は
短
い

• 

舊
漢
字
の
手
本
と
さ
れ
る
康
煕
字
典
は
隷
書
・
楷
書
の
傳
統
的
な

形
か
ら
外
れ
た
字
形
を
採
用
し
て
ゐ
る



27 「正字・正かな」呼稱の誤解を解く

■
こ
こ
で
調
べ
ま
せ
う

拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

　

http://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/djvuchar

史
的
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
連
携
検
索
シ
ス
テ
ム

　

https://m
ojiportal.nabunken.go.jp

　

實
は
こ
の
資
料
そ
の
も
の
は
正
し
く
、
ま
た
「
眞
」
の
字
が
「
昔

の
文
章
で
は
ほ
と
ん
ど
今
の
新
字
と
同
じ
字
で
書
か
れ
て
ゐ
る
」
と

い
ふ
部
分
に
つ
い
て
も
正
し
い
の
で
す
。

　
「
舊
字
を
擁
護
す
る
人
が
そ
ん
な
事
言
つ
て
い
い
の
か
」
つ
て
？　

ま
あ
焦
ら
な
い
で
下
さ
い
。
現
實
は
一
言
で
說
明
で
き
る
や
う
な
簡

單
な
も
の
で
は
な
く
、
込
み
入
つ
て
ゐ
ま
す
。

　

龜
の
甲
羅
や
牛
の
肩
甲
骨
に
彫
つ
て
書
い
た
「
甲
骨
文
字
」
が
現

代
の
漢
字
の
元
に
な
つ
た
事
は
き
つ
と
ご
存
じ
で
せ
う
。
そ
こ
か
ら

篆
書
、
隸
書
、
楷
書
、
明
朝
體
と
新
し
い
字
體
が
育
つ
て
い
き
ま
し
た
。

　

篆
書
以
降
の
系
統
は
、「
篆
書
寄
り
」
の
字
體
と
「
隸
書
寄
り
」
の

字
體
の
大
雜
把
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
篆
書
は
現
代
で
も
ハ
ン

コ
で
生
き
殘
つ
て
ゐ
ま
す
が
「
彫
る
」
た
め
の
字
體
で
し
た
。
速
く

書
く
の
に
は
適
さ
な
い
の
で
、
後
に
線
を
簡
略
化
（
隸
變
）
し
て
速

く
書
け
る
「
隸
書
」
が
生
れ
、
現
代
の
私
た
ち
が
日
常
讀
書
き
し
て

ゐ
る
楷
書
も
明
朝
體
も
、
こ
の
隸
書
の
子
孫
と
言
へ
ま
す
。
紙
に
筆

書
き
す
る
の
に
適
し
た
楷
書
、
直
線
的
で
木
版
を
彫
る
の
に
適
し
た

甲
骨
文

金
文篆

書
隸
書

行
書草

書楷
書

宋
朝
體

明
朝
體

戰
前
の

敎
科
書
體

（
日
本
）

新
字
體

（
日
本
）

簡
體
字

（
中
國
）

猫
で
は
な
く
鼎
（
鍋
）

ら
し
い
で
す
。
に
や
ー
ん

今
で
も
ハ
ン
コ
で
お
な
じ
み

速
く
書
く
た
め
に

字
形
が
大
き
く
變
化

（
隸
變
）

傳
統
的
な
楷
書
通
り

の
字
形
も
あ
れ
ば
、

活
字
體
を
楷
書
化
し

た
字
形
も
あ
つ
た

康煕字典では篆書の字形を明朝體化し
たものが採用され、以後、多かれ少な
かれ活字體の事實上のモノサシとなる

楷
書
の
字
形
を
活

字
體
に
取
り
入
れ

た
り
、
草
書
を
活

字
體
化
し
た
（
中

國
、東
↓
东
な
ど
）

も
の
が
「
正
式
な

字
體
」
に
採
用
さ

れ
た

圖2　「眞」の字體の變迁
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「
真
」
の
形
は

隸
書
で
字
形
が
大

き
く
變
つ
た
（
隸

變
）
こ
と
で
生
れ

ま
し
た
が
、「
佛
」

は
字
が
ほ
と
ん
ど

變
ら
な
か
つ
た
の

で
す
。
後
に
右
側

の
旁
を
（
意
味
も

音
も
表
さ
な
い
）「
ム
」
で
省
略
し
た
「
仏
」
の
字
も
生
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
略
字
で
、
楷
書
で
も
正
式
の
字
形
は
「
佛
」
で

し
た
。
明
朝
體
も
同
じ
く
「
佛
」
で
し
た
。

　

こ
ち
ら
も
戰
後
の
「
当
用
漢
字
字
体
表
」
で
「
仏
」
の
字
を
「
正

式
な
字
」
に
さ
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
（「
拂
」
も
「
払
」
に
な
り
ま
し

た
が
、「
沸
」「
費
」
は
そ
の
ま
ま
と
、
略
し
方
は
ば
ら
ば
ら
で
し
た
）。

先
程
の
「
真
」
と
異
る
部
分
は
ど
こ
で
せ
う
か
。「
真
」
は
「
書
道
の

傳
統
と
し
て
正
式
な
字
形
」
で
し
た
が
、「
仏
」
は
書
道
の
傳
統
か
ら

見
て
も
正
式
な
字
形
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
も
「
略
字
體
」
で
し
た
。

「
略
字
を
あ
た
か
も
正
式
な
字
で
あ
る
か
の
や
う
に
し
て
、
學
校
で

兒
童
に
敎
へ
込
む
と
は
何
事
か
」
と
怒
つ
た
人
も
當
時
は
多
か
つ
た

や
う
で
す
。

圖４　「佛」の字の古例の一部
（拓本文字データベース）

篆
書隸

書
楷
書（
正
字
）

明
朝
體

戰
前
の

敎
科
書
體

（
日
本
）

新
字
體

（
日
本
）

※

甲
骨
文
・
金
文
、

　行
書
、
草
書
、

　簡
體
字
は
略

  （
ご
興
味
の
あ
る
方
は

　い
ろ
い
ろ
な
漢
字
で

　お
調
べ
く
だ
さ
い
）

まあ篆書の字形とも大差ないですよね

宋朝體

楷
書（
略
字
）

「正式ではない略字」から
「正式な字」へ

「『佛』の字は
　お藏入りです」

「何だつて !?」

圖３　「佛」の字體の變迁



35 愚想の寄せ集め　其の二

愚
想
の
寄
せ
集
め　

其
の
二

名
賀
月
晃
嗣

國
語
問
題
特
輯

こ
れ
を
書
い
て
ゐ
る
の
は
、
令
和
三
年
十
月
三
十
一
日
の
衆
議

院
議
員
總
選
擧
が
終
は
つ
た
後
、
特
別
國
會
が
召
集
さ
れ
る

ま
で
ま
だ
何
日
か
あ
る
、
と
い
ふ
頃
合
ひ
。
自
由
民
主
黨
は
事
前
に

心
配
し
た
よ
り
も
數
を
減
ら
さ
ず
、
立
憲
民
主
黨
と
日
本
共
產
黨
の

合
作
は
期
待
さ
れ
た
や
う
な
效
果
を
上
げ
な
か
つ
た
の
で
、
安
堵
し

て
ゐ
る
。
世
に
心
配
の
種
は
盡
き
ず
、
明
日
を
も
見
通
せ
ぬ
樣
相
は

し
ば
ら
く
續
き
さ
う
だ
が
、
い
つ
の
世
も
一
寸
先
は
闇
、
善
意
で
道

を
敷
い
て
も
う
つ
か
り
す
る
と
直
ぐ
に
地
獄
に
通
じ
て
し
ま
ふ
の
だ

か
ら
、
あ
ん
ま
り
く
よ
く
よ
し
て
も
仕
方
な
い
。

　

何
を
書
か
う
か
、
あ
れ
こ
れ
考
へ
た
も
の
の
、
結
局
今
年
も
取
り

留
め
の
な
い
文
章
を
綴
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
筆
者
の
文
章

的
才
能
、
あ
る
い
は
表
現
的
才
能
は
所
詮
そ
の
程
度
で
あ
つ
た
と
い

ふ
こ
と
で
、
御
笑
覽
頂
け
れ
ば
幸
ひ
で
あ
る
。

ワ 

ク 

チ 

ン

　

昨
年
（
令
和
二
年
）
以
來
、
新
型
感
染
症
が
猛
威
を
振
る
つ
て
ゐ

る
。
こ
れ
を
押
さ
へ
込
む
た
め
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
ワ
ク
チ
ン

を
多
く
の
人
々
に
接
種
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
今
度
の
感
染

症
に
對
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
の
開
發
の
迅
速
さ
や
有
效

性
の
高
さ
に
と
て
も
驚
い
た
し
、m

RN
A

ワ
ク
チ
ン
の
や
う
な
新
し

い
技
術
の
登
場
に
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
た
り
も
し
た
。

　

生
來
病
氣
持
ち
の
筆
者
は
、
開
發
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
が
ど
う
や
ら

良
く
效
い
て
、
を
か
し
な
副
作
用
の
心
配
も
薄
い
と
い
ふ
こ
と
が
分

か
つ
た
段
階
で
、
そ
れ
な
ら
さ
く
さ
く
接
種
し
て
欲
し
い
、
と
思
つ

た
わ
け
だ
が
、
世
の
中
さ
う
い
ふ
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
だ
愼
重
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歩
み
の
念

文
：
明
日
槇
悠

小
　
　
説

　
　
　
六

　

澄す

み
切き

っ
た
空そ

ら

が
、
こ
ん
な
に
も
遠と

ほ

い
。

　

御み

輿こ
し

は
千ち

禰ね

の
手て

に
引ひ

か
れ
畦あ

ぜ

道み
ち

を
揺ゆ

れ
て
い
く
。
後う

し

ろ
を
支さ

さ

へ

る
若わ

か

彦ひ
こ

の
腕う

で

も
や
さ
し
く
撓し

な

ふ
。

　

水す
い

田で
ん

は
鏡か

が
みと

な
り
高た

か

く
突つ

き
抜ぬ

け
た
空そ

ら

の
碧あ

を

さ
を
映う

つ

す
。
さ
ざ
め

く
稲い

ね

の
中な

か

に
一い

ち

羽は

、
白し

ら

鷺さ
ぎ

が
下お

り
て
身み

繕づ
く
ろひ

を
は
じ
め
る
。
彼か

方な
た

に

は
深し

ん

緑り
よ
くの

山や
ま

影か
げ

が
連つ

ら

な
っ
て
ゐ
る
。

　

何な

ぜ故
に
、
心こ

こ
ろが

痛い
た

む
の
だ
ら
う
。
手て

の
届と

ど

く
こ
と
の
な
い
綺き

麗れ
い

な

色い
ろ

が
、
眼め

に
ば
か
り
刺さ

さ
る
か
ら
か
。
千ち

禰ね

は
眩ま

ぶ

し
さ
う
に
瞬ま

た
たき

し

た
。
…
…

　

見み

渡わ
た

す
か
ぎ
り
の
田た

畑は
た

、
そ
の
ひ
と
つ
の
畑は

た
けに

、
多お

ほ

く
の
人ひ

と

が
笠か

さ

を
被か

ぶ

っ
て
集あ

つ

ま
っ
て
ゐ
る
。

「
何な

に

か
し
ら
」

「
畑

は
た
け

仕し

事ご
と

を
し
て
ゐ
る
よ
」

　

薄う
す

く
金き

ん

の
か
っ
た
穂ほ

波な
み

が
寄よ

せ
て
は
返か

へ

す
。
ゆ
っ
く
り
近ち

か

づ
く
に

つ
れ
、
そ
こ
に
ゐ
る
一ひ

と

人り

一ひ
と

人り

や
作さ

く

物も
つ

の
形か

た
ちが

は
っ
き
り
し
て
く
る
。

　

十じ
ふ

数す
う

人に
ん

も
の
農の

う

家か

の
方か

た

々が
た

が
、
唄う

た

ひ
な
が
ら
鎌か

ま

を
使つ

か

っ
て
穀こ

く

物も
つ

の

刈か
り

取と

り
を
し
て
ゐ
る
。
箒は

う
きの

や
う
な
穂ほ

を
垂た

れ
て
、
稲い

ね

に
そ
っ
く
り

だ
が
も
っ
と
色い

ろ

が
濃こ

い
。
収し

う

穫く
わ
くは

手て

早ば
や

く
束た

ば

ね
ら
れ
、
稲い

な

木ぎ

へ
と
干ほ

さ
れ
て
い
く
。

「
こ
こ
で
は
何な

に

を
植う

ゑ
て
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
」

　

千ち

禰ね

は
関

く
わ
ん

心し
ん

の
ま
ま
に
声こ

ゑ

を
掛か

け
た
。
農の

う

夫ふ

の
ひ
と
り
が
顔か

ほ

を
上あ

げ
、
親し

ん

切せ
つ

に
答こ

た

へ
て
く
れ
る
。

「
黍き

び

だ
よ
。
か
う
稔み

の

る
と
す
ぐ
雀す

ず
めが

来き

て
食た

べ
る
か
ら
、
急い

そ

い
で
刈か

り

取と

り
を
済す

ま
す
ん
だ
」
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寸す
ん

暇か

を
惜を

し
む
と
ば
か
り
、
農の

う

夫ふ

は
ま
た
さ
っ
さ
と
手て

を
動う

ご

か
し

だ
す
。
皆み

ん
なと

唄う
た

も
口く

ち

ず
さ
む
。

　

千ち

禰ね

と
若わ

か

彦ひ
こ

は
、
し
ば
し
足あ

し

を
止と

ど

め
て
人ひ

と

々び
と

が
黍き

び

を
収し

う

穫く
わ
くす

る
様や

う

子す

を
眺な

が

め
た
。

　

こ
の
人に

ん

数ず
う

か
ら
す
る
と
、
畑は

た
けを

持も

つ
農の

う

家か

だ
け
で
な
く
、
近き

ん

隣り
ん

の

住ぢ
ゆ
う

民み
ん

た
ち
も
手て

伝つ
だ

ひ
に
出で

て
ゐ
る
の
で
は
と
思お

も

へ
る
。
わ
ざ
わ
ざ

そ
こ
ま
で
す
る
の
は
、
刈か

り

入い

れ
が
遅お

く

れ
で
も
し
て
せ
っ
か
く
の
黍き

び

が

雀す
ず
めに

食た

べ
ら
れ
て
は
気き

の
毒ど

く

だ
か
ら
と
い
ふ
、
曇く

も

り
な
き
気き

遣づ
か

ひ
な

の
だ
ら
う
。
働は

た
らき

盛ざ
か

り
の
青せ

い

年ね
ん

や
、
熟

じ
ゆ
く

練れ
ん

の
年ね

ん

配ぱ
い

者し
や

も
ゐ
れ
ば
、
五ご

月ぐ
わ
つに

は
田た

植う

ゑ
を
し
て
ゐ
た
早さ

乙を
と

女め

や
、
こ
れ
か
ら
仕し

事ご
と

を
覚お

ぼ

え
て

い
く
若わ

か

い
衆し

ゆ

も
立た

ち

交ま
じ

っ
て
ゐ
る
。
困こ

ま

っ
た
時と

き

は
お
互た

が

ひ
様さ

ま

だ
と
い
ふ

心こ
こ
ろが

、
根ね

っ
か
ら
染し

み
つ
い
て
ゐ
る
に
違ち

が

ひ
な
い
。

「
あ
の
う
、
私

わ
た
し

達た
ち

も
手て

伝つ
だ

ひ
ま
せ
う
か
」

　

気き

が
つ
け
ば
、
若わ

か

彦ひ
こ

に
尋た

づ

ね
も
せ
ず
畑は

た
けに

向む

け
て
千ち

禰ね

は
名な

乗の

り

を
上あ

げ
て
ゐ
た
。
唄う

た

ふ
声こ

ゑ

を
揃そ

ろ

へ
て
作さ

業げ
ふ

を
す
る
皆み

な

の
仕し

草ぐ
さ

が
充

じ
ゆ
う

実じ
つ

し
て
見み

え
た
か
ら
だ
。
畑は

た
けの

人ひ
と

々び
と

は
快

こ
こ
ろ
よく

千ち

禰ね

た
ち
を
招ま

ね

い
て
く
れ

た
。

「
い
い
け
ど
も
さ
…
…
」

　

と
ば
っ
ち
り
を
受う

け
た
形か

た
ちで

、
若わ

か

彦ひ
こ

は
お
ず
お
ず
と
耕た

が
やさ

れ
た
土ど

壌じ
や
うに

足あ
し

を
踏ふ

み
入い

れ
た
。
途と

端た
ん

、
自し

然ぜ
ん

の
香か

が
鼻は

な

先さ
き

に
濃こ

く
漂

た
だ
よ

っ
て

く
る
。
や
る
こ
と
を
や
ら
な
け
れ
ば
と
、
す
ぐ
に
気き

が
引ひ

き
締し

ま
っ

た
。

　

手て

に
手て

に
鎌か

ま

を
握に

ぎ

り
、
声こ

ゑ

を
合あ

は

せ
て
し
な
る
黍き

び

の
穂ほ

に
刃は

を
入い

れ

る
。
く
っ
き
り
と
翠す

い

微び

を
縁ふ

ち

ど
る
青あ

を

空ぞ
ら

に
唄う

た

声ご
ゑ

は
朗ら

う

々ら
う

と
響ひ

び

き
渡わ

た

っ

た
。

　

御み

輿こ
し

は
田た

ん

圃ぼ

道み
ち

の
端は

し

に
坐ざ

し
て
、
皆み

な

の
働は

た
らき

を
じ
っ
と
見み

て
ゐ
た
。

　

一い
ち

同ど
う

は
へ
と
へ
と
に
草く

た
び臥

れ
て
、
お
ん
な
じ
田た

ん

圃ぼ

道み
ち

の
片か

た

方へ

に
腰こ

し

を
下お

ろ
し
た
。
ち
ゃ
う
ど
午ひ

る

過す
ぎ

で
あ
る
。
農の

う

家か

の
を
ば
さ
ん
が
皆み

ん
なに

お
む
す
び
を
配く

ば

っ
て
く
れ
た
。
竹た

け

皮か
は

に
包く

る

ん
で
あ
る
そ
れ
を
千ち

禰ね

と

若わ
か

彦ひ
こ

は
御み

輿こ
し

の
前ま

へ

に
お
供そ

な

へ
し
て
、
そ
れ
か
ら
頬ほ

ほ

張ば

っ
た
。

　

布ふ

巾き
ん

で
汗あ

せ

を
拭ぬ

ぐ

ひ
拭ぬ

ぐ

ひ
、
農の

う

夫ふ

は
ふ
た
り
を
労

ね
ぎ
ら

っ
て
く
れ
た
。

「
君き

み

た
ち
も
お
御み

輿こ
し

を
担か

つ

い
で
ゐ
た
の
に
、
有あ

り

難が
た

う
。
助た

す

か
り
ま
し

た
。
う
ち
の
村む

ら

に
ゃ
珍め

ず
らし

い
立り

つ

派ぱ

な
茶ち

や

屋や

が
あ
る
か
ら
、
ど
う
ぞ
寄よ

っ
て
い
き
な
さ
い
。
そ
こ
の
茶ち

や

菓ぐ
わ

子し

は
格か

く

別べ
つ

だ
っ
て
評

ひ
や
う

判ば
ん

だ
か
ら
」

「
是ぜ

非ひ

と
も
伺う

か
がい

ま
す
。
方は

う

角が
く

は
ど
ち
ら
で
せ
う
か
？
」

　

茶ち
や

屋や

と
聞き

い
て
千ち

禰ね

が
身み

を
乗の

り
出だ

す
と
、
を
ば
さ
ん
が
、

「
村む

ら

は
あ
っ
ち
だ
よ
う
」

　

と
ど
こ
ま
で
も
続つ

づ

く
田た

ん

圃ぼ

道み
ち

の
先さ

き

を
指ゆ

び

差さ

し
た
。
遥は

る

か
な
る
山さ

ん

麓ろ
く

に
ひ
ら
か
れ
た
村む

ら

の
や
う
だ
が
、
こ
の
分ぶ

ん

で
は
茶ち

や

菓ぐ
わ

子し

に
あ
り
つ
く

前ま
へ

に
ま
た
草く

た
び臥

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
さ
う
だ
。

　

ま
ご
つ
い
て
ふ
た
り
で
目め

を
見み

合あ
は

せ
て
ゐ
る
と
、
若わ

か

彦ひ
こ

の
隣と

な
りに

屈か
が

ん
で
ゐ
た
別べ

つ

の
を
ば
さ
ん
が
、

「
こ
こ
に
来く

る
前ま

へ

ね
、
表お

も
てで

晶し
や
うち

ゃ
ん
を
見み

か
け
た
よ
。
ど
こ
行い

く
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Ａ
型
作
業
所
へ
行
か
う

文
：
刑
部
し
き
み

隨
　
　
筆

　

唐
突
だ
が
、
Ａ
型
作
業
所
の
事
を
書
い
て
み
た
い
と
思
ふ
。
正
式

名
稱
「
指
定
就
勞
繼
續
支
援
Ａ
型
作
業
所
」
は
知
的
、
精
神
、
身
體
、

發
逹
、
難
病
、
と
な
か
な
か
よ
り
ど
り
み
ど
り
で
何
か
し
ら
に
障
害

の
あ
る
人
間
の
就
勞
す
る
所
で
、
私
は
そ
の
中
で
「
精
神
」
の
區
分

で
對
象
と
な
つ
て
ゐ
る
タ
イ
プ
の
障
害
者
で
あ
る
。「
行
か
う
」
な

ん
て
タ
イ
ト
ル
で
は
あ
る
が
、
Ａ
型
作
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
（
さ
う
、

作
業
所
と
い
ふ
の
は
サ
ー
ビ
ス
な
の
だ
）
を
受
け
ら
れ
る
の
は
障
害

者
だ
け
な
の
だ
。

　

な
に
ゆ
ゑ
作
業
所
な
ん
ぞ
に
行
つ
て
る
の
か
、
と
云
は
れ
れ
ば
單

に
「
精
神
以
外
の
持
病
だ
ら
け
で
金
が
無
い
」
の
で
あ
る
。
年
金
受

給
で
實
家
暮
ら
し
の
ア
リ
エ
ッ
テ
ィ
、
で
は
な
く
、
こ
ど
も
部
屋
を

ば
さ
ん
と
し
て
は
、
無
駄
遣
ひ
せ
ず
に
體
が
健
康
で
あ
れ
ば
そ
れ
な

り
に
愼
ま
し
く
暮
ら
せ
る
の
で
あ
る
が
、
な
に
せ
糖
尿
病
に
大
腸
の

潰
瘍
、
過
敏
性
大
腸
炎
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
囊
胞
と
病
氣
の
デ
パ
ー
ト

で
あ
る
か
ら
し
て
、
本
當
に
病
院
代
だ
け
で
死
ん
だ
方
が
安
い
！　

今
す
ぐ
死
ね
！　

と
い
つ
た
狀
況
で
あ
り
、
死
ぬ
か
金
を
稼
ぐ
か
し

か
選
擇
肢
が
な
く
、
勞
働
は
惡
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

な
る
べ
く
年
金
を
貰
へ
る
範
圍
內
で
や
つ
て
い
き
た
く
、
そ
し
て
病

氣
に
理
解
が
あ
る
と
い
へ
ば
作
業
所
で
就
勞
す
る
の
が
最
適
解
で
あ

る
と
考
へ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

實
は
作
業
所
に
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
行
く
の
が
王
道
と
い
ふ
か
、

ま
あ
普
通
な
の
だ
が
、
私
の
場
合
は
「
求
人
情
報
誌
で
見
た
」
で
あ

り
、
か
な
り
特
殊
で
あ
る
。
無
料
で
貰
へ
る
や
つ
を
ス
ー
パ
ー
で
た

ま
た
ま
見
つ
け
て
、
そ
の
號
が
た
ま
た
ま
「
障
が
い
者
雇
用
支
援
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
」
と
い
ふ
特
輯
を
し
て
を
り
、
そ
こ
で
一
番
近
所
の
作

業
所
に
求
人
情
報
誌
の
メ
ル
フ
ォ
を
使
つ
て
、
お
問
ひ
合
は
せ
メ
ー

ル
を
送
つ
た
次
第
で
あ
る
。「
ま
ず
は
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い

（
原
文
マ
マ
）」
の
一
文
を
全
く
無
視
し
て
。
さ
う
し
た
ら
次
の
日
、
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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
二
年
九
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
二
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
。

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


