
1 

はなごよみ

内容見本



2

目　
　
　

次

特
輯
「
よ
う
こ
そ
正
字
正
か
な
へ
」……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

３

仮
名
遣
へ
の
手
引
き　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

名
賀
月
晃
嗣
……
…
…
…
…
…
…
…

３

正
字
正
か
な
布
敎
心
得　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

押

井

德

馬
……
…
…
…
…
…
…
…

８

正
か
な
の
救
ひ　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

blueday

……
…
…
…
…
…
…
…
…

31

正
字
君
で
の
變
換
結
果
を
基
に
Ｉ
Ｐ
Ａｍ
ｊ
朙
朝
フ
ォ
ン
ト
で
原
稿
を
作
成
し
た
際
に
惱
ん
だ
字
形
に
つ
い
て　

…に　
　
　

ふ
……
…
…
…
…
…
…
…

33

國
語
問
題
協
議
會
の
講
演
會
に
行
き
ま
せ
う　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

押

井

德

馬
……
…
…
…
…
…
…
…

38

小　

生　

考　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

押

井

德

馬
……
…
…
…
…
…
…
…

41

特
輯
「
け
も
の
・
と
り
」……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

47

追
悼
グ
レ
ー
プ
君　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

押

井

德

馬
……
…
…
…
…
…
…
…

47

イ
ハ
ト
ビ
ペ
ン
ギ
ン　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

明

日

槇

悠
……
…
…
…
…
…
…
…

50

狼
娘
の
櫻
歌
ミ
コ　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

空　
　
　

拇
……
…
…
…
…
…
…
…

55

書　

評　

欄
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

押

井

德

馬
……
…
…
…
…
…
…
…

60

う
た
か
た
の
夢　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

blueday

……
…
…
…
…
…
…
…
…

65

歩
み
の
念　

第
二
章　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

明

日

槇

悠
……
…
…
…
…
…
…
…

66

原
稿
を
書
い
て
み
ま
せ
ん
か　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

76

表　
　
　
紙　
　

コ
シ
ヌ
ケ
１
０
４
０
、
敷
居
高
子



3 仮名遣への手引き

仮
名
遣
へ
の
手
引
き

名
賀
月
晃
嗣

特
輯　
よ
う
こ
そ
正
字
正
か
な
へ

は
じ
め
に

　

す
つ
か
り
「
現
代
仮
名
遣
」
が
蔓
延
し
て
し
ま
つ
て
久
し
い
現
状

に
於
い
て
、
歴
史
的
仮
名
遣
を
身
に
着
け
実
践
す
る
に
は
多
少
の
面

倒
が
伴
ふ
。
と
は
い
へ
、「
現
代
仮
名
遣
」
な
る
贋
物
が
出
来
す
る
ま

で
は
、
誰
も
が
歴
史
的
仮
名
遣
で
読
み
書
き
を
し
て
ゐ
た
わ
け
で
、

決
し
て
難
解
な
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
を
身

に
着
け
る
た
め
に
は
ど
う
い
ふ
こ
と
を
し
た
ら
良
い
か
、
如
何
な
る

点
に
注
意
を
払
へ
ば
良
い
か
、
筆
者
な
り
の
考
へ
を
述
べ
た
い
と
思

ふ
。

ま
づ
は
読
む
こ
と
か
ら
？

　

文
章
を
書
か
う
と
思
へ
ば
、
ま
づ
は
読
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

仮
名
遣
で
も
同
じ
こ
と
で
、
読
む
こ
と
に
苦
労
す
る
や
う
で
は
、
書

く
こ
と
も
な
か
な
か
困
難
で
あ
ら
う
。

　

さ
う
は
思
ふ
の
だ
が
、
で
は
、
ど
う
い
ふ
も
の
を
読
め
ば
良
い
の

か
、
そ
れ
ら
し
い
こ
と
が
言
へ
な
い
己
に
気
付
い
た
。
何
し
ろ
蔵
書

に
歴
史
的
仮
名
遣
で
書
か
れ
た
も
の
が
殆
ど
な
い
。
身
に
覚
え
が
な

い
の
に
、
必
ず
読
ん
で
慣
れ
る
段
階
が
必
要
で
あ
る
、
と
は
口
が
裂

け
て
も
言
へ
な
い
。
歴
史
的
仮
名
遣
で
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
こ
と

に
抵
抗
が
あ
る
や
う
な
ら
、
ま
づ
は
読
み
慣
れ
た
方
が
宜
し
い
の
で

は
、
と
言
ふ
に
留
め
て
お
か
う
。
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正
字
正
か
な
布
教
心
得

押
井
德
馬

特
輯　
よ
う
こ
そ
正
字
正
か
な
へ

ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
や
音
樂
フ
ァ
ン
等
が
自
分
の
好
き
な
作
品
を
他

人
に
勸
め
る
事
を
、（
宗
敎
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
へ
て
）
俗
に

「
布
敎
活
動
」
と
言
ひ
ま
す
。
正
漢
字
や
正
か
な
づ
か
ひ
の
「
信
條
」

を
宣
傳
す
る
事
も
、
こ
の
意
味
で
の
「
布
敎
」
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、「
布
敎
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
は
、
元
々
の
意
味
で
の

「
布
敎
」
の
方
が
大
先
輩
で
、
さ
す
が
に
か
な
ひ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

こ
の
記
事
は
そ
ろ
そ
ろ
お
終
ひ
に
し
て
、
新
約
聖
書
を
讀
ん
で
キ
リ

ス
ト
の
偉
大
な
る
布
敎
技
術
か
ら
學
び（
一
）、
私
逹
の
方
の
「
布
敎
」
に

も
取
入
れ
て
み
ま
せ
う
。
を
は
り
。
…
…
で
は
さ
す
が
に
藝
が
な
い

の
で
、
本
物
の
「
布
敎
」
を
少
し
參
考
に
し
な
が
ら
私
逹
の
方
に
も

良
い
部
分
を
取
入
れ
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

　

最
初
に
お
斷
り
し
ま
す
が
、
こ
こ
に
書
い
た
內
容
は
、
飽
く
ま
で

も
私
の
個
人
的
見
解
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。「
指
示
」
や
「
命
令
」
で
は
な

く
「
こ
ん
な
方
法
も
あ
る
の
で
ご
參
考
に
」
と
云
ふ
「
提
案
」
で
す
。

■■
ど
う
し
て
他
人
に
說
朙
す
る
の
か

　

自
分
の
書
く
文
章
を
現
代
仮
名
遣
い
だ
け
で
通
し
て
ゐ
る
人
は
、

「
ど
う
し
て
現
代
仮
名
遣
い
で
書
い
て
ゐ
る
の
？
」
と
聞
か
れ
る
事

は
ま
づ
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
逹
が
正
か
な
づ
か
ひ
つ
ま
り
歷

史
的
假
名
遣
で
現
代
の
言
葉
を
書
く
と
、「
ど
う
し
て
そ
ん
な
書
き

方
を
す
る
の
？
」
と
し
ば
し
ば
尋
ね
ら
れ
ま
す
。
時
に
は
誠
實
な
質

問
だ
け
で
な
く
、「
古
臭
い
書
き
方
に
固
執
し
て
い
る
」「
知
識
の
ひ

け
ら
か
し
」「
相
手
に
讀
ま
せ
る
氣
が
な
い
」
と
馬
鹿
に
し
た
り
、

「
例
外
な
く
頭
が
ア
レ
だ
」
と
除
け
者
に
す
る
人
す
ら
ゐ
ま
す
。
正

漢
字
や
正
か
な
づ
か
ひ
を
使
ひ
始
め
た
も
の
の
、
そ
れ
に
心
が
折
れ

て
か
、
殘
念
な
が
ら
止
め
て
し
ま
ふ
人
を
私
も
時
々
見
て
き
ま
し
た
。
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「
私
は
た
だ
正
か
な
づ
か
ひ
で
書
き
た
い
だ
け
な
ん
だ
、
正
か
な

の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
で
も
な
け
れ
ば
宣
敎
師
で
も
な
い
の
に
、
ど
う
し

て
い
ち
い
ち
み
ん
な
に
說
朙
し
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
だ
」
と
思
ふ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
殘
念
な
が
ら
「
少
數
派
の
宿
命
」
で

す
。「
多
數
派
は
少
數
派
の
事
情
を
知
ら
な
く
て
當
り
歬
」
な
の
で

す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
周
圍
の
人
に
自
分
逹
の
事
を
說
朙
す
る
し
な
い
は
當

人
の
自
由
で
す
し
、
說
朙
す
る
の
に
相
應
し
い
タ
イ
ミ
ン
グ
も
あ
る

で
せ
う
。
し
か
し
、
少
數
派
の
側
が
誰
も
情
報
發
信
し
な
い
と
な
る

と
、
勿
體
な
い
事
で
す
。
多
數
派
に
誤
解
さ
れ
た
ま
ま
か
も
し
れ
ま

せ
ん
し
、「
少
數
派
を
け
な
し
た
く
て
仕
方
な
い
」
人
が
私
逹
の
代
り

に
說
朙
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ど
う
す
れ
ば
良
い
で
せ
う
か
。「
正
か
な
づ
か
ひ
で
書
く
一
人
一

人
が
、
周
圍
の
人
に
自
ら
の
『
信
條
』
を
適
切
に
說
朙
す
る
テ
ク
ニ

ッ
ク
を
或
る
程
度
身
に
著
け
て
ゐ
る
」
事
が
望
ま
し
い
で
せ
う
。

■■
目　
　
　
標

　
「
布
敎
」
と
云
ふ
言
葉
に
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
印
象
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
印
象
も
あ
り
ま
す
。「
熾
烈
な
廹
害
を
受
け
て
ま
で
も
敎
へ
を
弘

め
た
い
と
云
ふ
情
熱
は
ど
こ
か
ら
來
る
の
だ
ら
う
」
と
熱
烈
な
信
仰

心
を
譽
め
る
人
も
ゐ
れ
ば
、「
怪
し
い
宗
敎
の
布
敎
活
動
、
あ
れ
は
し

つ
こ
く
て
迷
惑
な
ん
だ
よ
な
」
と
思
ふ
人
も
ゐ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

同
じ
「
活
動
熱
心
」
が
、
ま
る
で
正
反
對
の
印
象
を
與
へ
ま
す
。

　

こ
の
記
事
で
說
朙
す
る
「
布
敎
」
は
、
當
然
の
事
で
す
が
「
押
附

け
」「
無
理
矢
理
『
改
宗
』
さ
せ
る
」
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
福
田
恆

存
や
丸
谷
才
一
な
ど
の
本
を
讀
ん
だ
り
、
ネ
ッ
ト
で
正
か
な
づ
か
ひ

を
使
ふ
人
か
ら
聞
い
て
、「
正
か
な
づ
か
ひ
に
理
が
あ
る
」
と
氣
附
い

た
時
、
そ
の
事
を
周
り
の
人
に
も
說
朙
し
た
い
と
云
ふ
情
熱
を
感
じ

る
事
自
體
は
大
切
な
の
で
す
が
、
く
れ
ぐ
れ
も
「
熱
の
入
り
過
ぎ
」

に
は
ご
註
意
下
さ
い
。
事
歬
知
識
も
無
し
に
「
新
字
新
か
な
は
缺
陷

だ
ら
け
の
國
語
表
記
だ
、正
字
正
か
な
こ
そ
が
由
緖
正
し
き
國
語
だ
」

と
言
は
れ
て
も
「
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
で
世
界
の
終
り
が
來
る
と
必
死
に

布
敎
し
て
ゐ
る
新
興
宗
敎
み
た
い
で
何
だ
か
氣
持
惡
い
」
と
思
は
れ

る
く
ら
ゐ
が
關
の
山
で
す
。
傳
へ
る
に
も
順
序
と
云
ふ
も
の
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
し
て
、「
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
」
つ
ま
り
「
す
べ
て
正

字
正
か
な
で
書
く
か
、す
べ
て
新
字
新
か
な
で
書
く
か
の
ど
ち
ら
か
」

で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
し
、「
正
字
正
か
な
を
『
信
條
』
と
す
る
人

が
新
字
新
か
な
で
書
く
の
は
裏
切
り
」
な
ん
て
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。

時
に
は
狀
況
に
應
じ
て
新
字
新
か
な
で
書
く
事
も
あ
り
ま
せ
う
。
理

想
を
捨
て
ず
、
無
理
な
い
範
圍
で
正
字
正
か
な
を
使
へ
ば
い
い
の
で

す
。
い
き
な
り
無
理
な
目
標
を
立
て
る
と
心
が
折
れ
ま
す
。

　

本
誌
の
題
名
も
「
み
ん
な
の
か
な
づ
か
ひ
」
で
す
が
、
こ
れ
は
「
歷

史
的
假
名
遣
は
專
門
家
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
み
ん
な
に
選
擇
肢
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が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
」「
書
き
た
い
と
思
ふ
な
ら
誰
で
も
書
い
て
い

い
、
み
ん
な
の
爲
の
か
な
づ
か
ひ
だ
」
と
云
ふ
意
味
で
、「
み
ん
な
が

歷
史
的
假
名
遣
に
宗
旨
替
へ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
云
ふ
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
づ
は
「
正
字
正
か
な
は
使
は
な
い
が
理
解
者
で
あ
る
人
を
增
や

す
」「
正
字
正
か
な
を
使
ふ
と
云
ふ
『
信
條
』
に
は
同
意
出
來
な
く
て

も
い
い
の
で
、『
正
字
正
か
な
で
書
き
た
い
と
云
ふ
信
念
を
持
つ
人
』

の
存
在
だ
け
で
も
知
つ
て
も
ら
ふ
」
事
を
目
標
と
し
ま
せ
う
。
そ
の

中
か
ら
實
際
に
正
字
正
か
な
で
書
く
や
う
に
な
る
人
も
出
て
來
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
あ
ま
り
期
待
出
來
な
い
け
ど
、
そ
ん
な
人
が
ゐ

れ
ば
い
い
な
」
程
度
で
ゐ
ま
せ
う
。
理
解
者
が
增
え
る
だ
け
で
も
、

多
く
の
人
が
正
し
く
知
る
や
う
に
な
つ
て
、
說
朙
の
手
間
が
輕
減
出

來
る
、
こ
れ
は
大
き
な
事
で
す
。

　

も
し
「
實
際
に
正
字
正
か
な
で
書
く
や
う
に
な
る
人
」
が
出
て
來

る
と
し
て
も
、
私
は
そ
の
人
を
「
押
井
德
馬
の
弟
子
で
も
野
嵜
健
秀（
二
）

の
弟
子
で
も
な
い
、
藤
原
定
家
や
契
冲（
三
）の

弟
子
な
の
だ
」
と
思
ふ
や

う
に
し
て
ゐ
ま
す
。「
自
分
を
ボ
ス
に
し
た
仲
良
し
グ
ル
ー
プ
を
作

る
」
事
が
目
標
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

■■
人
に
說
朙
す
る

　

正
字
正
か
な
で
書
い
て
ゐ
る
と
、「
ど
う
し
て
昔
の
書
き
方
を
し

て
ゐ
る
の
」
と
屢し
ば

々し
ば

質
問
さ
れ
る
も
の
で
す
。
結
論
か
ら
先
に
言
ふ

と
、
答
へ
方
は
一
種
類
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
に
應
じ
て
答
へ
方

を
變
へ
て
み
る
と
良
い
で
せ
う
。
興
味
や
關
心
の
あ
る
分
野
は
人
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
す
。

•

戰
歬
敎
育
世
代
（
國
語
改
革
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
知
つ
て
ゐ
て
苦

勞
も
し
て
ゐ
る
世
代
）
に
は
「
昔
な
が
ら
の
書
き
方
の
方
が
よ
り

優
れ
て
ゐ
る
部
分
も
あ
る
と
私
は
思
ふ
の
で
、
現
代
の
國
語
と
し

て
實
踐
し
た
い
ん
で
す
」

•

戰
後
敎
育
世
代（
國
語
改
革
に
つ
い
て
知
ら
な
い
人
も
多
い
世
代
）

に
は
「
舊
漢
字
や
歷
史
的
假
名
遣
で
、
よ
り
豐
か
な
國
語
表
現
の

可
能
性
を
探
り
た
い
ん
で
す
」（
新
字
新
か
な
の
非
難
を
最
初
に

持
つ
て
く
る
と
自
尊
心
を
傷
附
け
る
場
合
も
あ
る
の
で
註
意
）

•

傳
統
文
化
を
殘
す
事
に
關
心
の
あ
る
人
に
は
「
私
逹
の
御
先
祖
樣

が
一
生
懸
命
硏
究
し
て
大
事
に
育
て
上
げ
て
き
た
こ
の
文
化
を
、

實
踐
し
な
が
ら
學
び
、
後
の
世
代
に
繼
承
し
た
い
ん
で
す
」

•

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
關
心
の
あ
る
人
に
は
「
今
は
舊
字
舊
か
な
で
文

章
を
書
い
て
印
刷
す
る
ソ
フ
ト
が
き
ち
ん
と
揃
つ
て
ゐ
る
し
、
私

な
ん
て
そ
れ
を
見
た
ら
む
ず
む
ず
し
て
實
際
に
使
ひ
た
く
な
る
も

の
で
す
よ
」

•
地
學
に
關
心
の
あ
る
人
に
は
「
今
は
古
文
書
を
飜
刻
す
る
事
で
、

昔
ど
こ
で
ど
う
地
震
や
津
波
が
起
き
た
か
知
つ
て
將
來
に
役
立
て

る
事
が
出
來
る
さ
う
で
す
が
、
傳
統
的
な
國
語
表
記
を
知
つ
て
お
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く
事
は
意
外
な
分
野
で
役
に
立
つ
も
の
で
す
」

•
懷
古
趣
味
に
興
味
の
あ
る
人
に
は
「
私
も
戰
歬
文
化
が
好
き
な
の

で
、
リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
こ
ん
な
表
記
で
書
い
て
ゐ
る
ん
で
す
よ
」

•

不
公
正
を
憎
む
人
に
は
「
新
字
新
か
な
し
か
知
ら
な
い
の
に
舊
字

舊
か
な
は
駄
目
だ
と
極
附
け
る
の
は
嫌
な
の
で
、
兩
方
を
實
際
に

使
つ
て
判
斷
し
よ
う
と
思
つ
た
ん
で
す
」

•

人
權
に
關
心
の
あ
る
人
に
は
「『
表
現
の
自
由
』
が
大
事
で
あ
る
と

云
ふ
ア
ピ
ー
ル
を
こ
ん
な
方
法
で
實
踐
し
て
ゐ
る
ん
で
す
」「
政

府
が
決
め
た
國
語
表
記
も
い
い
ん
で
す
が
、
今
は
人
民
が
長
年
掛

け
て
育
て
て
き
た
も
う
一
つ
の
國
語
表
記
の
方
で
書
き
た
い
ん
で

す
」

•

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る
人
に
は
「
見
て
す
ぐ
わ
か
る

表
現
も
大
切
な
の
で
す
が
、
一
見
わ
か
り
づ
ら
い
が
人
に
よ
く
考

へ
さ
せ
る
表
現
も
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
」「
現
代
の
ご
近
所
さ
ん

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
衟
具
と
し
て
の
言
葉
も
も
ち
ろ
ん

大
事
な
の
で
す
が
、
過
去
や
未
來
と
の
、
そ
し
て
漢
字
を
使
ふ
他

の
國
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
私
に
は
大
切
な
ん
で
す
。
そ

れ
に
、
思
考
の
衟
具
、
表
現
の
衟
具
、
記
錄
保
存
の
衟
具
と
し
て

の
言
葉
も
大
事
に
し
た
い
ん
で
す
」

•

鐵
衟
に
興
味
の
あ
る
人
に
は
「
Ｓ
Ｌ
を
公
園
で
野
晒
し
に
す
る
だ

け
で
は
勿
體
な
い
と
、
莫
大
な
金
を
掛
け
て
動
態
保
存
（
動
く
狀

態
で
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
）
し
て
ゐ
る
人
が
ゐ
ま
す
が
、
私
も
昔
か
ら

の
書
き
方
を
『
專
門
家
が
硏
究
す
る
だ
け
の
死
ん

だ
言
葉
』
で
は
な
く
『
現
代
の
生
き
た
言
葉
と
し

て
動
態
保
存
』
し
た
い
ん
で
す
」

•

電
氣
回
路
に
興
味
の
あ
る
人
に
は
「
回
路
圖
の
抵

抗
器
を
新
Ｊ
Ｉ
Ｓ
の
長
方
形
で
は
な
く
、
舊
Ｊ
Ｉ

Ｓ
の
ギ
ザ
ギ
ザ
で
描
く
人
は
今
で
も
多
い
も
の
で

す
が
、
私
も
國
語
表
記
の
分
野
で
は
な
る
べ
く
舊

規
格
の
方
で
書
き
た
い
と
思
ふ
ん
で
す
」

　

註
意
を
一
言
。「
舊
字
舊
か
な
」
や
「
古
文
」
に
つ

い
て
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
人
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
必
ず

し
も
「
舊
字
舊
か
な
を
現
代
の
文
書
に
も
喜
ん
で
使

ふ
」
と
は
限
り
ま
せ
ん
。「
私
は
舊
字
舊
か
な
を
尊

重
す
る
」
と
主
張
す
る
も
の
の
、
そ
の
「
尊
重
す
る
」

抵抗器の舊JIS記號（左）と新JIS記號（右）

舊
字
舊
か
な
と
は
「
國
語
改
革
以
歬
の
も
の
限
定
」
で
あ
り
、「
そ
れ

で
現
代
の
言
葉
を
書
く
の
を
嫌
が
る
人
」
も
少
な
か
ら
ず
ゐ
ま
す
。

「
飽
く
ま
で
も
國
語
改
革
以
歬
の
文
獻
の
た
め
の
表
記
で
あ
り
、
現

代
の
言
葉
を
そ
れ
で
書
く
の
は
相
應
し
く
な
い
」
と
云
ふ
「
信
條
」

な
の
で
す
。「
舊
字
舊
か
な
に
詳
し
い
」
か
ら
と
い
つ
て
、
卽
、
正
字

正
か
な
を
現
代
の
文
書
に
使
ふ
事
に
好
意
的
な
「
仲
間
」
だ
と
見
做

す
の
は
、
早
と
ち
り
で
す
の
で
氣
を
附
け
ま
せ
う
。

　

正
字
正
か
な
に
つ
い
て
は
、
內
輪
向
け
の
難
し
い
言
葉
で
一
方
的
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に
言
つ
て
も
相
手
に
屆
き
ま
せ
ん
。
論
理
的
な
說
朙
が
良
い
相
手
も

ゐ
れ
ば
、
共
感
を
呼
ぶ
說
朙
が
良
い
相
手
も
ゐ
ま
す
。「
こ
の
說
朙

は
、『
祖
父
母
も
戰
後
の
新
字
新
か
な
世
代
な
の
で
正
字
正
か
な
が

他
人
事
の
や
う
な
世
代
』
の
心
に
屆
く
だ
ら
う
か
。
小
中
學
生
が
聞

い
て
理
解
出
來
る
だ
ら
う
か
。
主
婦
層
が
聞
い
て
わ
か
る
言
葉
だ
ら

う
か
」
と
自
問
自
答
し
て
み
ま
せ
う
。

　

言
葉
に
加
へ
て
、
イ
ラ
ス
ト
や
圖
を
多
用
し
て
み
る
の
も
良
い
方

法
で
す
。
時
間
の
あ
る
時
に
作
つ
て
お
く
と
、
い
ざ
と
云
ふ
時
に
役

に
立
ち
ま
す
。

　

假
名
遣
の
詳
し
い
規
範
を
載
せ
た
參
考
資
料
が
な
い
か
と
聞
か
れ

る
事
も
あ
り
ま
す
。
正
漢
字
に
或
程
度
慣
れ
て
ゐ
る
な
ら
、
福
田
恆

存
著
「
私
の
國
語
敎
室
」
が
定
番
で
す
が
、
他
の
書
籍
や
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
、
豫
め
探
し
て
備
へ
て
お
き
ま
せ
う
。

　

新
し
い
槪
念
を
傳
へ
る
の
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
知
識
を
詰
め
込
み

過
ぎ
ず
、
程
々
に
。
少
々
物
足
り
な
い
程
度
、「
續
き
は
別
の
機
會

に
」
く
ら
ゐ
が
丁
度
よ
い
で
せ
う
。

■■
新
字
新
か
な
表
記
自
體
は
「
言
行
不
一
致
」
で
は
な
い

　

正
字
正
か
な
を
使
ふ
人
の
中
に
は
、「
自
分
は
正
字
正
か
な
で
書

き
た
い
が
、
そ
れ
に
慣
れ
て
ゐ
な
い
人
の
便
宜
を
圖
つ
て
、
新
字
新

か
な
で
書
き
た
い
事
も
あ
る
。
そ
れ
は
『
言
行
不
一
致
』
だ
と
み
な

さ
れ
な
い
だ
ら
う
か
」
と
心
配
す
る
人
も
ゐ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
自
身
も
正
字
正
か
な
表
記
を
通
し
て
き
た
福
田
恆
存
先
生

は
、
か
つ
て
こ
の
や
う
に
書
い
た
事
が
あ
り
ま
す
。

　

附
記　

蛇
足
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
桑
原
さ
ん
の
揚
げ
足
と
り

に
お
答
へ
し
ま
す
。
私
が
こ
の
ま
へ
の
「
知
性
」
の
論
文
の
附
記

に
「
新
聞
、
雜
誌
に
原
文
の
ま
ま
の
か
な
づ
か
ひ
表
記
を
、
か
な

ら
ず
し
も
期
待
し
な
い
」
と
書
い
た
の
に
た
い
し
、「
歷
史
的
か
な

づ
か
ひ
」
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
言
行
不
一
致
だ
と
い
つ
て

を
り
ま
す
。
ど
う
し
て
で
せ
う
か
。「
か
な
ら
ず
し
も
期
待
し
な

い
」
と
い
ふ
の
は
、
期
待
ま
で
は
し
な
い
が
、
相
手
が
い
や
だ
と

い
へ
ば
、
諦
め
る
と
い
ふ
の
で
す
。

　

ま
た
、
う
ま
く
い
ひ
か
へ
す
と
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
と
や
ら
れ
さ
う

で
す
が
、
桑
原
さ
ん
、
自
分
の
氣
に
入
ら
ぬ
こ
と
が
世
間
で
通
用

し
て
ゐ
る
ば
あ
ひ
、
そ
れ
に
一
〻
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」
を
し
ま
す

か
。
い
や
、
現
場
で
一
〻
さ
う
し
ま
す
か
。「
現
代
か
な
づ
か
い
」

は
法
律
的
强
制
力
は
も
ち
ま
せ
ん
が
、
學
校
敎
育
で
採
用
し
て
ゐ

る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
楯
に
い
ひ
は
ら
れ
れ
ば
、
こ
ち
ら
は
い
ち

わ
う
引
つ
こ
み
ま
す
。
私
に
と
つ
て
不
都
合
な
交
通
規
則
で
も
、

そ
れ
が
決
れ
ば
、
私
は
い
ち
わ
う
守
る
や
う
に
し
ま
す
。
お
ま
は

り
さ
ん
と
け
ん
く
わ
し
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
辛
け

れ
ば
、
ま
づ
そ
の
規
則
を
決
め
た
當
事
者
に
か
け
あ
ひ
ま
す
。
民

主
主
義
下
に
お
け
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
程
度
の
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こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

そ
れ
と
も
二
・
二
六
の
兵
士
の
や
う
に
印
刷
工
場
へ
と
び
こ
ん

で
、
活
字
の
棚
を
ひ
つ
く
り
か
へ
せ
と
お
つ
し
や
る
の
で
す
か
。

も
ち
ろ
ん
、
文
末
に
「
か
な
づ
か
ひ
原
文
の
ま
ま
」
と
書
い
て
も

ら
ふ
手
も
あ
り
ま
す
が
、
私
の
現
在
の
立
場
か
ら
い
つ
て
、
そ
れ

は
常
識
的
で
は
な
い
と
お
も
ふ
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
や
ら

ず
に
、
か
う
し
て
直
接
、
當
事
者
諸
氏
に
か
け
あ
つ
て
ゐ
る
の
で

す
。

（
福
田
恆
存
『
再
び
「
國
語
改
良
論
」
に
猛
省
を
う
な
が
す
』。

「
知
性
」
昭
和
三
十
一
年
二
⺼
號
、
福
田
恆
存
全
集　

第
３
卷
、
文

藝
春
秋
）

「崩れゆく日本語」（国語問題協
議会監修、福田恆存・宇野精一・

土屋道雄編、英潮社）

　

實
際
、
國
語
問
題
協
議
會
監
修
の
本
、
國
語
問
題
協
議
會
會
員
の

執
筆
し
た
本
で
も
新
字
新
か
な
で
書
か
れ
た
も
の
が
一
部
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
や
う
な
考
へ
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
丸
谷
才
一
は
歷
史
的
假
名
遣
で
書
い
た
も
の
の
、
漢
字
は

新
漢
字
で
印
刷
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。「
新
し
い
槪
念
に
基
き
創
作
さ
れ

た
現
代
か
な
づ
か
い
と
異
な
り
、
略
式
の
字
と
し
て
で
あ
れ
ば
昔
か

ら
中
國
や
日
本
で
使
は
れ
て
き
た
漢
字
が
大
半
を
占
め
る
新
漢
字
で

あ
れ
ば
ま
だ
妥
協
出
來
る
」
と
云
ふ
の
も
一
つ
の
考
へ
で
す
。

　

現
實
問
題
と
し
て
は
新
漢
字
や
現
代
仮
名
遣
い
を
使
つ
た
方
が
良

い
場
合
も
あ
る
で
せ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
「
讓
步
」

で
あ
り
、「
理
想
を
棄
て
た
」
の
で
も
「
言
行
不
一
致
」
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。「
理
想
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
無
理
な
く
可
能
な
範
圍
で
正

漢
字
や
正
假
名
遣
を
使
ふ
」。
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。

■■
安
心
し
て
も
ら
ふ

　
「
正
字
正
か
な
で
書
い
て
ゐ
る
と
、
反
對
意
見
に
遭
遇
し
た
り
、
時

に
は
き
つ
い
言
葉
で
非
難
さ
れ
る
事
も
あ
る
」
事
は
日
常
茶
飯
事
で

す
。
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
お
き
、
心
の
準
備
と
、
ど
う
對
應
す
る

か
の
備
へ
を
し
て
お
き
ま
せ
う
。

　

と
は
云
へ
、「
そ
の
す
べ
て
の
動
機
が
惡
意
に
よ
る
も
の
」
と
極
附

け
な
い
事
で
す
。「
良
か
れ
と
思
つ
て
助
言
す
る
人
」「
心
配
し
て
ゐ

る
人
」「
事
情
を
知
ら
ず
に
輕
い
氣
持
ち
で
暴
言
を
吐
く
（
が
、
後
に
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事
情
を
知
る
と
そ
れ
を
後
悔
す
る
か
も
し
れ
な
い
）
人
」
も
ゐ
ま
す
。

そ
ん
な
人
の
中
に
は
、
こ
ち
ら
の
事
情
が
わ
か
る
と
少
し
理
解
し
て

く
れ
る
事
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
人
に
も
感
情
ま
か
せ
に
暴
言
を
吐

く
な
ら
、「
理
解
者
豫
備
軍
」
を
み
す
み
す
失
ふ
事
に
な
る
で
せ
う
。

　

世
間
に
は
正
字
正
か
な
に
關
す
る
誤
解
が
廣
ま
つ
て
ゐ
る
以
上
、

ま
づ
は
安
心
し
て
も
ら
ふ
の
が
先
決
、
詳
し
い
說
朙
は
そ
の
次
に
し

た
方
が
良
い
事
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
以
下
の
例
は
全
部
を
一

度
に
話
す
と
云
ふ
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

•

政
府
に
訴
へ
て
新
字
新
か
な
を
無
理
矢
理
使
へ
な
く
す
る
運
動
で

は
な
い

•

問
題
は
新
字
新
か
な
を
決
め
た
經
緯
や
方
針
や
決
め
た
人
で
あ
り
、

新
字
新
か
な
を
使
ふ
人
の
事
を
非
難
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
（
そ

も
そ
も
私
逹
も
學
校
や
會
社
で
は
新
字
新
か
な
を
使
ふ
）

•

責
任
者
が
「
新
字
新
か
な
で
書
く
事
」
と
朙
言
し
て
ゐ
る
場
所
で

無
理
矢
理
使
ひ
た
い
と
云
ふ
話
で
は
な
く
、
そ
の
制
約
が
な
い
場

所
で
は
場
合
に
應
じ
て
「
正
漢
字
」
や
「
歷
史
的
假
名
遣
（
正
か

な
）」
に
よ
る
表
現
活
動
を
し
た
い
し
、
や
め
さ
せ
る
權
限
の
な
い

人
が
割
り
込
ん
で
邪
魔
を
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な

當
り
歬
の
主
張
を
し
て
ゐ
る
だ
け

•

「
博
學
を
ひ
け
ら
か
し
て
周
圍
の
人
を
見
下
げ
る
」
の
で
も
、
正

字
正
か
な
の
敎
養
を
專
門
家
だ
け
が
獨
り
占
め
す
る
の
で
も
な
く
、

「
現
代
の
み
ん
な
の
生
き
た
文
化
」
と
し
て
守
り
、
そ
れ
に
觸
れ
る

機
會
や
、
讀
ん
だ
り
書
い
た
り
出
來
る
人
を
も
つ
と
增
や
し
た
い

•

正
字
正
か
な
の
「
正
」
は
「
誤
」
の
逆
で
は
な
く
、「
略
式
」
に
對

す
る
「
正
式
」
に
近
い

•

そ
の
「
正
」
は
私
逹
が
勝
手
に
決
め
た
の
で
は
な
く
、
昔
の
中
國

人
や
日
本
人
が
決
め
た
も
の
で
、
現
代
の
國
語
辭
典
や
漢
和
字
典

に
も
載
つ
て
ゐ
る
立
派
な
「
も
う
一
つ
の
國
語
表
記
の
標
準
」

•

そ
も
そ
も
正
字
正
か
な
の
背
後
に
あ
る
考
へ
は
「
完
璧
主
義
」
で

は
な
く
「
許
容
範
圍
の
あ
る
正
し
さ
」

•

古
代
語
の
發
音
を
覺
え
る
と
云
ふ
意
味
で
は
な
く
、
發
音
は
同
じ

で
表
記
が
變
る
だ
け

•

正
か
な
で
書
く
と
古
代
語
の
發
音
し
か
書
き
表
せ
な
く
な
る
と
云

ふ
意
味
で
は
な
く
、
あ
へ
て
現
代
語
の
發
音
そ
の
も
の
が
何
で
あ

る
か
を
表
は
す
場
合
は
表
音
式
の
書
き
方
を
併
用
し
て
も
良
い

•

新
字
新
か
な
が
普
及
し
て
ゐ
る
現
實
は
認
め
る
し
、
そ
れ
で
書
く

現
實
的
な
對
應
を
す
る
事
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
理
想
を

諦
め
な
い

•

特
定
の
政
治
思
想
が
背
後
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
樣
々
な
思
想
的

立
場
を
持
つ
た
人
々
が
正
字
正
か
な
を
實
踐
し
て
ゐ
る
（
た
と
へ

ば
福
田
恆
存
と
丸
谷
才
一
と
で
は
全
く
逆
の
思
想
的
立
場
）

　

特
に
「
新
字
新
か
な
を
使
ふ
人
自
體
を
非
難
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
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手
が
誠
實
な
對
話
相
手
で
あ
る
場
合
は
特
に
さ
う
言
へ
ま
す
。
こ
こ

で
の
「
誠
實
」
と
は
、「
正
字
正
か
な
の
考
へ
を
受
容
れ
る
」
と
云
ふ

意
味
で
は
な
く
、「
受
容
れ
な
い
と
し
て
も
、
事
情
を
一
旦
理
解
し
た

な
ら
、
相
手
の
『
信
條
』
を
尊
重
し
な
が
ら
建
設
的
な
話
が
出
來
る
」

と
云
ふ
意
味
で
す
。

　
「
正
字
正
か
な
で
書
く
の
を
快
く
思
は
な
い
」
事
を
公
言
す
る
人

で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
に
深
い
理
由
の
な
い
事
が
多
い
も
の
で
す
が
、

「
ど
の
や
う
な
經
緯
が
あ
つ
て
私
逹
が
正
字
正
か
な
を
使
ふ
に
至
つ

た
の
か
、
事
情
を
よ
く
知
ら
な
い
」
場
合
も
多
く
、「
そ
の
事
情
が
わ

か
れ
ば
、
正
字
正
か
な
で
書
く
と
云
ふ
『
信
條
』
に
同
意
は
し
な
い

ま
で
も
、
理
由
だ
け
は
理
解
し
て
く
れ
る
」
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

　

ま
づ
は
相
手
の
意
見
を
分
析
し
ま
せ
う
。
正
字
正
か
な
を
生
活
に

密
著
し
た
も
の
と
し
て
よ
く
知
る
世
代
と
知
ら
な
い
世
代
が
ゐ
ま
す

し
、
育
つ
て
き
た
環
境
か
ら
し
て
そ
れ
ぞ
れ
違
ふ
も
の
で
す
。
相
手

の
背
景
に
よ
り
、
當
然
な
が
ら
對
應
は
異
な
り
ま
す
が
、
相
手
の
主

張
を
聞
い
て
知
る
事
が
必
要
で
す
。
た
と
ひ
自
分
と
は
反
對
の
意
見

で
あ
つ
て
も
、
ど
ん
な
知
識
と
ど
ん
な
考
へ
か
ら
そ
の
や
う
な
意
見

が
生
れ
た
の
か
硏
究
す
る
な
ら
、
ど
ん
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
れ
ば
最

適
な
の
か
の
參
考
に
き
つ
と
な
る
は
ず
で
す
。

　

誤
解
を
一
氣
に
解
決
し
て
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
」
す
る
魔
法
の

方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
逹
は
自
分
の
意
見
で
さ
へ
變
へ
る
の
は
難

し
い
の
で
す
か
ら
、
他
人
の
意
見
は
な
ほ
の
事
簡
單
に
變
へ
る
事
な

ど
出
來
な
い
も
の
で
す
。
私
逹
が
出
來
る
の
は
、
物
事
の
新
し
い
視

點
か
ら
の
見
方
が
あ
る
事
を
「
紹
介
」
し
、
そ
の
視
點
か
ら
見
ら
れ

る
や
う
「
助
け
る
」
事
だ
け
で
す
。
考
へ
を
實
際
に
變
へ
る
の
は
本

人
に
し
か
出
來
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
や
釋
迦
ほ
ど
の
偉
人

で
さ
へ
、
總
て
の
人
を
納
得
さ
せ
る
事
な
ど
無
理
で
、
理
解
し
な
か

つ
た
り
反
對
す
る
人
さ
へ
ゐ
ま
し
た
か
ら
、
私
逹
は
尙
更
の
事
で
す
。

そ
れ
で
も
、
適
切
に
行
動
を
起
こ
せ
ば
、
理
解
す
る
人
も
增
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
意
見
の
異
な
る
相
手
で
あ
つ
て
も
、「
共
通
點
を
探
す
」
事

は
出
來
ま
す
。
文
字
通
り
の
布
敎
で
も
、
キ
リ
ス
ト
敎
の
宣
敎
師
が
、

熱
心
な
佛
敎
徒
に
ま
さ
か
「
每
日
佛
樣
に
御
供
へ
物
を
し
て
佛
像
を

拜
ん
で
ゐ
る
の
は
良
い
事
で
す
ね
」
と
は
、
立
場
上
言
へ
な
い
で
せ

う
が
、「
信
仰
心
の
失
は
れ
つ
つ
あ
る
こ
の
時
代
、
熱
心
な
信
仰
心
を

抱
い
て
い
ら
つ
し
や
る
ん
で
す
ね
」
と
譽
め
る
事
は
出
來
る
で
せ
う

（
新
約
聖
書
中
で
も
、
宣
敎
師
の
大
先
輩
で
あ
る
使
徒
パ
ウ
ロ
が
、
偶

像
を
崇
拜
す
る
異
敎
徒
に
對
し
似
た
や
う
な
事
を
言
つ
た
事
が
書
か

れ
て
ゐ
ま
す
）。

　

正
字
正
か
な
の
「
布
敎
」
に
も
同
じ
事
が
言
へ
ま
す
。「
漢
字
を
な

る
べ
く
か
な
に
開
い
た
方
が
い
い
」「
現
代
文
に
は
現
代
仮
名
遣
い

が
最
適
」
等
に
は
同
意
出
來
な
い
と
し
て
も
、「
よ
り
良
い
國
語
に
し

た
い
」「
相
手
に
傳
は
る
、
わ
か
り
や
す
い
文
章
を
書
き
た
い
」
と
云

ふ
部
分
に
は
同
意
し
て
襃
め
る
事
が
出
來
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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「
そ
の
部
分
は
私
も
同
じ
考
へ
な
の
で
す
が
、
私
は
か
う
も
思
つ
て

ゐ
る
の
で
、
違
ふ
方
法
で
實
現
さ
せ
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
」

と
說
朙
出
來
る
で
せ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
私
逹
は
「
相
手
へ
の
押
附
け
」
や
「
命
令
」
を
す
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
最
初
の
最
初
か
ら
「
相
手
の
『
信
條
』

は
間
違
つ
て
ゐ
る
」
と
頭
ご
な
し
に
否
定
す
る
の
は
、
相
手
に
失
禮

な
事
で
す
。
た
と
ひ
自
分
に
と
つ
て
相
手
の
「
信
條
」
が
「
誤
つ
た

事
」
の
や
う
に
思
へ
る
部
分
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
十
分
な
說
朙
を

し
て
下
準
備
し
た
上
で
な
い
と
、
誤
解
を
產
む
だ
け
で
す
し
、
相
手

も
心
の
準
備
が
全
く
出
來
て
ゐ
な
い
で
せ
う
。「
話
す
べ
き
適
切
な

時
」
を
見
極
め
る
や
う
に
し
ま
せ
う
。

　

た
だ
、「
自
分
の
意
見
と
相
手
の
意
見
が
異
な
る
」
事
を
い
き
な
り

說
朙
す
る
の
も
、
言
ひ
方
の
工
夫
次
第
で
出
來
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
な
る
ほ
ど
、
あ
な
た
は
そ
の
や
う
に
考
へ
て
ら
つ
し
や
る
の
で
す

ね
。
で
も
私
と
し
て
は
、
こ
れ
こ
れ
の
理
由
か
ら
、
こ
の
や
う
に
考

へ
て
ゐ
ま
す
。
そ
こ
が
意
見
の
違
ふ
部
分
で
す
ね
」
と
言
ふ
な
ら
、

い
き
な
り
「
間
違
ひ
だ
」
と
言
ふ
よ
り
も
角
が
立
ち
に
く
い
で
せ
う
。

　

繰
﨤
し
ま
す
が
、「
相
手
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
附
け
な
い
配
慮
」
は
忘

れ
が
ち
で
す
が
本
當
に
大
切
で
す
。
と
も
す
る
と
私
逹
は
急
進
的
過

ぎ
た
國
語
改
革
へ
の
怒
り
か
ら
「
常
用
漢
字
表
も
現
代
仮
名
遣
い
も
、

出
來
損
な
ひ
の
ポ
ン
コ
ツ
を
押
附
け
て
嫌
に
な
る
」
と
言
ひ
た
く
な

る
と
こ
ろ
で
す
が
、
國
語
改
革
の
經
緯
と
云
ふ
歬
提
知
識
を
知
ら
な

い
人
が
い
き
な
り
そ
ん
な
言
葉
を
聞
い
た
ら
、「
學
校
で
習
つ
て
ゐ

な
い
し
獨
學
も
し
て
ゐ
な
い
か
ら
舊
字
舊
か
な
で
書
け
な
い
私
を
馬

鹿
に
し
て
ゐ
る
の
か
」
と
思
ふ
で
せ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
意
圖
で

言
つ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
話
題
は
適
切
な
時
を
見

計
ら
ひ
な
が
ら
段
階
を
追
つ
て
說
朙
し
た
方
が
良
い
で
す
し
、「
新

字
新
か
な
で
書
く
事
そ
の
も
の
を
非
難
し
て
ゐ
る
」
と
誤
解
さ
れ
な

い
や
う
に
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
せ
う
。

　

ま
た
、「
相
手
の
立
場
や
知
識
の
範
圍
を
想
像
す
る
」
事
で
す
。
知

ら
な
い
か
ら
誤
解
し
た
り
惡
く
言
ふ
事
も
多
い
も
の
で
す
。
特
に

「
言
葉
の
定
義
を
は
つ
き
り
さ
せ
る
」
事
は
重
要
で
す
。
現
代
の
國

語
敎
育
で
は
、「
現
代
文
・
口
語
文
・
現
代
仮
名
遣
い
」「
古
文
・
文

語
文
・
歷
史
的
假
名
遣
」
が
セ
ッ
ト
で
敎
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
歷

史
的
假
名
遣
の
事
を
「
文
語
體
」
と
か
「
古
文
」
と
呼
ん
だ
り
、「
口

語
體
の
現
代
文
を
歷
史
的
假
名
遣
で
書
く
の
は
を
か
し
い
」
と
言
ふ

人
も
ゐ
ま
す
。
も
し
相
手
が
誤
解
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
れ
ば
、「
假

名
遣
」
と
「
文
體
」「
字
體
」
は
別
の
も
の
で
あ
る
事
を
說
朙
出
來
る

で
せ
う
。「
相
手
が
間
違
つ
て
ゐ
る
の
が
惡
い
」
で
は
な
く
「
一
般
の

本
で
も
一
緖
に
し
て
ゐ
る
事
が
あ
る
け
ど
」
等
と
、
相
手
が
氣
ま
づ

い
思
ひ
を
し
に
く
い
や
う
に
表
現
を
和
ら
げ
る
の
も
テ
ク
ニ
ッ
ク
で

す
。
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
說
朙
用
の
簡
單
な
資
料
を
用
意
し
て
お
く

と
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
質
問
﨤
し
（
質
問
に
質
問
で
﨤
す
事
）
は
良
く
な
い
」
と
云
ふ
の
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■■
聲
を
上
げ
る
の
は
當
然
の
權
利

　
「
默
る
の
が
最
善
の
時
」
も
あ
れ
ば
、「
聲
を
上
げ
て
、
惡
い
も
の

は
惡
い
と
は
つ
き
り
指
摘
す
る
の
が
最
善
の
時
」
も
あ
り
ま
す
。

「
些
細
な
問
題
だ
か
ら
放
置
し
ろ
」「
嫌
が
ら
せ
は
無
視
す
れ
ば
そ
の

う
ち
飽
き
る
し
、相
手
に
す
る
と
面
白
が
つ
て
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
」

は
必
ず
し
も
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
毅
然
と
對
處
し
な
い
と

エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
事
も
多
い
も
の
で
す
。
そ
れ
に
、「
放
置
し
て

消
え
る
デ
マ
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
本
意
で
も
、
誰
か
が
割
に
合
は

な
い
多
大
な
コ
ス
ト
を
拂
つ
て
懸
命
に
「
火
消
し
」
し
て
、
や
つ
と

「
下
火
」
に
な
る
も
の
で
す
。

　

繰
﨤
し
に
な
り
ま
す
が
、
責
任
者
が
「
新
字
新
か
な
で
書
く
事
」

と
朙
言
し
て
ゐ
る
場
所
で
も
正
字
正
か
な
を
無
理
矢
理
使
ひ
た
い
と

云
ふ
話
で
は
な
く
、
そ
の
制
約
が
な
い
場
所
で
使
ひ
た
い
と
言
つ
て

ゐ
る
だ
け
で
す
。
た
か
が
正
字
正
か
な
で
書
く
く
ら
ゐ
の
事
で
除
け

者
に
し
よ
う
と
煽
動
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
、
や
め
さ
せ
る
權

限
の
な
い
人
が
割
り
込
ん
で
邪
魔
を
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
か
、

そ
ん
な
當
り
歬
の
主
張
を
し
て
ゐ
る
だ
け
で
す
。

　
「
服
裝
は
自
由
で
す
」
と
言
は
れ
た
場
所
に
和
服
を
著
て
き
た
ら
、

會
場
の
正
式
ス
タ
ッ
フ
で
は
な
い
人
に
「
こ
こ
は
和
服
で
來
る
所
で

は
な
い
」
と
非
難
さ
れ
た
り
、
外
國
人
の
民
俗
衣
裳
や
高
齡
者
の
和

服
は
非
難
し
な
い
の
に
自
分
だ
け
「
ミ
ス
マ
ッ
チ
だ
か
ら
」
と
非
難

さ
れ
た
と
し
た
ら
、
怒
る
の
が
普
通
で
せ
う
。
そ
れ
と
同
じ
で
す
。

　

私
逹
は
「
正
字
正
か
な
で
書
く
と
馬
鹿
に
さ
れ
た
り
、
迷
惑
が
ら

れ
た
り
す
る
事
が
あ
る
の
で
、
ど
う
し
て
も
使
ひ
た
い
時
以
外
は
控

へ
よ
う
」
と
思
ふ
の
が
當
り
歬
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
こ
の
や
う
な

「
自
由
な
文
化
活
動
の
萎
縮
」
は
、
本
當
は
異
常
事
態
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
自
分
逹
へ
の
非
難
は
許
さ
な
い
」
と
云
ふ
意
味
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
反
對
意
見
を
表
朙
し
た
り
非
難
す
る
事
は
も
と
よ
り

自
由
で
す
。
こ
ち
ら
は
た
だ
「
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
」
を
求
め
て
ゐ
る
だ

け
で
す
。
こ
ち
ら
の
言
ひ
分
を
聞
か
う
と
も
せ
ず
、「
い
ち
い
ち
言

ひ
﨤
す
か
ら
頭
の
を
か
し
い
人
だ
と
言
は
れ
る
ん
だ
」
と
頭
ご
な
し

に
暴
言
を
吐
く
の
は
、
あ
ま
り
に
も
一
方
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

さ
て
、
正
字
正
か
な
の
問
題
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
似
た
例

が
見
ら
れ
ま
す
が
、「
穩
便
に
濟
ま
せ
よ
」
と
、
あ
た
か
も
正
論
の
や

う
に
見
え
る
事
を
云
ひ
な
が
ら
、
實
質
的
に
は
氣
附
か
ず
に
加
害
者

側
に
加
擔
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
人
も
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。

•

私
は
舊
字
舊
か
な
は
愛
す
る
が
、
舊
字
舊
か
な
信
者
は
駄
目
だ
。

舊
字
舊
か
な
信
者
自
身
が
舊
字
舊
か
な
の
評
判
を
損
ね
て
ゐ
て
、

あ
な
た
方
の
界
隈
か
ら
人
が
離
れ
て
い
く
原
因
を
作
つ
て
ゐ
る
。

そ
れ
が
嫌
な
ら
、
そ
ん
な
人
を
排
除
す
る
自
淨
作
用
を
働
か
せ
ろ
。

•

舊
字
舊
か
な
信
者
は
ど
う
し
て
い
ち
い
ち
言
ひ
﨤
す
の
？　

そ
ん
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正
字
君
で
の
變
換
結
果
を
基
に
Ｉ
Ｐ
Ａ
ｍ
ｊ
朙
朝
フ
ォ

ン
ト
で
原
稿
を
作
成
し
た
際
に
惱
ん
だ
字
形
に
つ
い
て

に
ふ 特

輯　
よ
う
こ
そ
正
字
正
か
な
へ

以
歬
、
自
分
が
參
加
す
る
同
人
誌
サ
ー
ク
ル
に
て
自
由
記
事
を

作
成
し
た
際
、
文
章
を
正
字
正
假
名
で
書
き
、
組
版
も
自
歬

で
行
つ
た
の
で
す
が
、
使
用
し
て
ゐ
た
フ
ォ
ン
ト
と
の
兼
ね
合
ひ
で
、

字
形
に
關
し
て
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
文
字
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
記
事
で
は
そ
れ
ら
の
文
字
を
擧
げ
つ
つ
、
當
時
直
面
し
惱
ん
だ

點
を
話
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

記
事
作
成
に
用
ゐ
た
も
の

■■
Ｉ
Ｐ
Ａ
ｍ
ｊ
朙
朝
フ
ォ
ン
ト

　

異
な
る
Ｏ
Ｓ
間
で
デ
ー
タ
を
遣
り
取
り
し
て
共
同
で
編
輯
作
業
を

す
る
際
の
便
宜
を
圖
り
、
そ
の
サ
ー
ク
ル
で
は
記
事
に
使
用
す
る
フ

ォ
ン
ト
を
、
基
本
的
に
は
Ｉ
Ｐ
Ａ
ｅ
ｘ
フ
ォ
ン
ト
に
統
一
し
て
を
り

ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
そ
の
統
一
フ
ォ
ン
ト
と
の
調
和
を
考
慮
し
な

が
ら
も
、
字
形
の
收
錄
數
が
格
段
に
多
い
Ｉ
Ｐ
Ａ
ｍ
ｊ
朙
朝
フ
ォ
ン

ト
を
、
自
分
個
人
の
記
事
に
は
選
び
ま
し
た
。（
ど
ち
ら
も
文
字
情

報
基
盤
整
備
事
業
の
サ
イ
ト（
一
）で

配
布
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。）

■■
正
字
君■ver.0.3 （
二
）

　

記
事
中
の
正
字
に
置
換
し
う
る
文
字
の
洗
ひ
出
し
に
は
、
押
井
氏

の
正
字
君
を
使
ひ
ま
し
た
。
第
0.3
版
で
は
Ｉ
Ｖ
Ｓ（
三
）で

の
出
力
に
對
應

し
て
ゐ
る
上
に
、
變
換
結
果
の
表
示
フ
ォ
ン
ト
と
し
て
Ｉ
Ｐ
Ａ
ｍ
ｊ

朙
朝
フ
ォ
ン
ト
が
選
擇
で
き
る
た
め
、
初
見
で
は
Ｉ
Ｐ
Ａ
ｍ
ｊ
朙
朝

フ
ォ
ン
ト
で
の
正
字
原
稿
作
成
が
隨
分
捗
る
か
と
思
は
れ
ま
し
た
。

IPAm
j

明
朝
フ
ォ
ン
ト



34

し
か
し
な
が
ら
正
字
君
の
Ｉ
Ｖ
Ｓ
は
ア
ド
ビ
系
の
規
格
の
も
の
で
あ

り
、
Ｉ
Ｐ
Ａ
ｍ
ｊ
朙
朝
フ
ォ
ン
ト
が
對
應
す
る
文
字
情
報
基
盤
系
の

規
格
（
以
下
、
略
し
て
Ｍ
Ｊ
と
も
）
と
は
異
な
る
た
め
、
出
力
結
果

を
更
に
自
歬
で
變
換
し
て
や
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

■■
文
字
コ
ー
ド
Ｄ
Ｂ（
四
）

　

Ｏ
Ｅ 

Ｗ
ａ
ｋ
ｕ
氏
の
電
子
書
籍
關
聯
の
サ
イ
ト（
五
）
に
て
、
ユ
ニ

コ
ー
ド
や
Ｃ
Ｉ
Ｄ
（
ア
ド
ビ
系
規
格
）
の
文
字
コ
ー
ド
か
ら
別
規
格

の
Ｉ
Ｖ
Ｓ
異
體
字
を
探
す
際
に
有
用
な
ツ
ー
ル「
文
字
コ
ー
ド
Ｄ
Ｂ
」

が
、
ウ
ェ
ブ
ブ
ラ
ウ
ザ
で
動
作
す
る
形
で
利
用
で
き
た
の
で
、
正
字

君
で
の
出
力
を
Ｉ
Ｐ
Ａ
ｍ
ｊ
朙
朝
フ
ォ
ン
ト
向
け
に
再
變
換
す
る
た

め
の
變
換
表
を
自
作
す
る
際
に
缺
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。（
サ
イ

ト
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
か
ら
辿
れ
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
ま
だ
正
式

に
公
開
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
さ
さ
う
で
す
が
…
）

正
字
君
で
變
換
さ
れ
た
文
字
の
內
Ｉ
Ｐ
Ａ
ｍ
ｊ

朙
朝
フォン
トへの
對
應
づ
け
に
難
が
有
つ
た
も
の

■■「
逹
」

　

ア
ド
ビ
系
の
Ｉ
Ｖ
Ｓ
で
は「
逹
」（U+9039

）と「
達
」（U+9054

）

の
い
づ
れ
に
字
形
指
定
用
の
符
號E0101

を
後
續
さ
せ
て
も
「
逹
」

（CID
+13912

）
の
字
形
を
指
定
す
る
事
が
で
き
ま
す
が
、
文
字
情

報
基
盤
系
の
Ｉ
Ｖ
Ｓ
で
は
「
達
」（U+9054

）
の
方
に
の
み
字
形
指

定
用
の
符
號E0103

を
後
續
さ
せ
て
「
�
」（M

J026061

）
の
字

形
を
指
定
で
き
ま
す
。

　

文
字
コ
ー
ド
Ｄ
Ｂ
に
お
い
て
は
、
現
狀
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の13912

番
で

探
す
と
「
逹
」（U+9039

）
の
方
だ
け
が
ヒ
ッ
ト
す
る
の
で
、
同
じ

Ｃ
Ｉ
Ｄ
字
形
が
複
數
の
Ｉ
Ｖ
Ｓ
に
割
り
當
て
ら
れ
て
ゐ
る
可
能
性
を

念
頭
に
使
用
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
恐
ら
く
は
ツ
ー
ル
製
作
者
の

意
圖
に
反
す
る
擧
動
で
せ
う
。）

　

こ
の
場
合
は
結
果
的
に
Ｃ
Ｉ
Ｄ
字
形
と
同
等
の
字
形
を
得
ら
れ
た

逹
U+9039

達
U+9054

アドビ MJ アドビ MJ

逹
+E0100

(CID+6908)

逹󠄂
+E0102

(MJ025999)

達
+E0100

(CID+2913)

達󠄂
+E0102

(MJ026060)

逹󠄁
+E0101

(CID+13912)

逹󠄃
+E0103

(MJ025998)

逹󠄁
+E0101

(CID+13912)

達󠄃
+E0103

(MJ026061)

逹󠄄
+E0104

(MJ026000)

逹󠄆
+E0106

(MJ026001)

圖１　「逹」と「達」のＩＶＳ異體字の
アドビ系とＭＪ系の比較
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國
語
問
題
協
議
會
の
講
演
會
に
行
き
ま
せ
う

押
井
德
馬

特
輯　
よ
う
こ
そ
正
字
正
か
な
へ

歷
史
的
假
名
遣
で
何
か
を
書
く
人
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

短
文
投
稿
サ
イ
ト
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
」
だ
け
に
限
定
し
て
も
、

私
の
把
握
し
て
ゐ
る
範
圍
で
百
何
十
人
も
ゐ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

全
體
の
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
外
ま
で
含

め
る
と
、
實
は
結
構
な
數
に
な
る
。

　
「
國
語
問
題
協
議
會
」
は
、
昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
か
ら
活

動
し
て
ゐ
る
、
歷
史
的
假
名
遣
を
守
る
運
動
と
し
て
は
吾
々
の
大
先

輩
の
グ
ル
ー
プ
。
年
二
回
、
講
演
會
や
懇
親
會
を
開
催
し
た
り
、
機

關
誌
「
國
語
國
字
」
を
發
行
し
て
ゐ
る
。

　

講
演
會
と
懇
親
會
の
場
所
は
有
樂
町
の
帝
國
劇
場
と
同
じ
建
物
に

あ
る
「
日
本
俱
樂
部
」。
普
段
は
會
員
制
の
紳
士
の
社
交
場
で
、
非
會

員
が
入
れ
る
貴
重
な
機
會
だ
。
會
場
に
着
く
と
、「
國
語
國
字
」
最
新

號
と
講
演
の
レ
ジ
ュ
メ
が
手
渡
さ
れ
る
。
ま
た
、
物
販
コ
ー
ナ
ー
で

は
「
國
語
國
字
」
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
や
、
講
演
者
の
著
書
、
會
員
の

主
宰
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
チ
ラ
シ
や
出
版
物
（
本
誌
を
含
め
、
國
語

問
題
協
議
會
と
は
關
係
な
く
私
の
サ
ー
ク
ル
と
し
て
發
行
し
た
正
假

名
同
人
誌
も
一
緒
に
置
か
せ
て
い
た
だ
い
て
ゐ
る
）
が
竝
ん
で
ゐ
る
。

　

來
場
者
は
若
い
人
も
ち
ら
ほ
ら
ゐ
る
も
の
の
、
大
半
が
高
齡
者
で

あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
ゐ
な
い
人

も
少
く
な
い
や
う
で
、「
今
で
も
若
い
世
代
の
人
々
が
ネ
ッ
ト
で
正

字
正
假
名
で
書
い
て
ゐ
る
」
と
言
ふ
と
驚
か
れ
る
。

　

講
演
は
國
語
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
、
多
く
の
場
合
、
外
部
の

大
學
敎
授
等
を
招
い
て
行
は
れ
る
。
そ
の
爲
、
普
段
か
ら
正
字
正
假

名
を
使
つ
て
ゐ
た
り
、
そ
れ
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
の
講
演
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
や
う
な
內
容
を
求
め
る
人
に
は
物
足
り
な
い

事
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
正
字
正
假
名
に
は
そ
れ
ほ
ど
關
心
な
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く
て
も
國
語
全
般
に
興
味
あ
る
人
に
は
む
し
ろ
良
い
だ
ら
う
。

　

正
字
正
假
名
に
興
味
あ
る
人
に
は
、
そ
の
後
の
懇
親
會
に
出
て
み

る
の
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
立
⻝
パ
ー
テ
ィ
ー
形
式
で
講
演
者
や

參
加
者
と
歡
談
し
た
り
、
會
員
か
ら
の
近
況
報
吿
を
聞
い
た
り
。
特

に
、
ど
ん
な
背
景
の
人
が
正
字
正
假
名
に
關
心
を
持
つ
た
り
、
實
際

に
そ
れ
で
書
く
や
う
に
な
つ
た
り
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
か
が
わ
か

る
と
興
味
深
い
。

　

懇
親
會
の
後
は
、
會
場
を
出
て
別
の
場
所
で
二
次
會
が
開
か
れ
る

の
で
、
お
金
と
時
間
が
許
す
な
ら
參
加
す
る
と
良
い
だ
ら
う
。
正
字

正
假
名
の
更
に
深
い
話
題
で
き
つ
と
話
が
彈
む
事
間
違
ひ
な
し
だ
。

質　

問　

箱

■■
非
會
員
で
も
講
演
會
や
懇
親
會
や
二
次
會
に
參
加
出
來
ま
す
か
。

　

も
ち
ろ
ん
可
能
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
參
加
費
が
掛
か
り
ま
す
の
で
あ

ら
か
じ
め
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
當
日
突
然
氣
が
變
つ
て
ア
ポ
無
し
で

講
演
會
に
行
つ
て
も
追
ひ
出
さ
れ
る
事
は
多
分
な
い
と
思
ひ
ま
す
が
、

出
來
る
だ
け
事
歬
に
參
加
希
望
の
メ
ー
ル
を
出
す
の
が
良
い
で
せ
う
。

■■
國
語
問
題
協
議
會
は
保
守
・
右
派
系
の
政
治
運
動
と
關
は
り
が

あ
り
ま
す
か
。

　

個
々
の
會
員
に
保
守
・
右
派
系
の
政
治
運
動
を
行
ふ
人
が
一
部
ゐ

國語問題協議會の講演會會場
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「
契
冲
」
の
市
川
浩
氏
は
ま
さ
に
そ
の
代
表
格
か
も
し
れ
な
い
）
で
す

し
、
文
語
文
に
精
通
し
て
ゐ
て
コ
ン
ク
ー
ル
を
主
宰
し
て
ゐ
る
人
も

ゐ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
分
野
に
も
興
味
あ
る
方
は
國
語
問
題
協
議
會
の

方
が
お
仲
間
を
見
附
け
易
い
と
思
ひ
ま
す
。

■■「
み
ん
な
の
か
な
づ
か
ひ
」
は
國
語
問
題
協
議
會
と
關
係
あ
り

ま
す
か
。

　

私
個
人
が
會
員
な
の
は
事
實
で
す
が
、
本
誌
「
み
ん
な
の
か
な
づ

か
ひ
」
は
會
と
は
關
係
な
く
個
人
的
に
發
行
し
て
ゐ
る
も
の
で
す
。

■■
次
回
の
講
演
會
は
い
つ
開
催
さ
れ
ま
す
か
。

　

國
語
問
題
協
議
會
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覽
下
さ
い
。

　

http://kokugom
ondaikyo.sakura.ne.jp/

■■
私
は
正
字
正
假
名
を
書
く
の
が
苦
手
で
す
が
、
會
へ
の
問
ひ
合

せ
に
新
字
新
假
名
で
書
い
て
怒
ら
れ
ま
せ
ん
か
。

　

そ
の
心
配
は
無
用
で
す
。
戰
後
敎
育
世
代
が
大
抵
正
字
正
假
名
に

慣
れ
て
ゐ
な
い
事
は
み
ん
な
承
知
濟
で
す
。
正
字
正
假
名
に
慣
れ
て

ゐ
な
く
て
新
字
新
假
名
で
レ
ジ
ュ
メ
を
書
く
講
演
者
も
ゐ
る
ほ
ど
で

す
し
、
興
味
を
持
つ
て
問
合
せ
し
て
き
た
新
し
い
人
と
な
る
と
暖
か

く
歡
迎
し
て
く
れ
る
で
せ
う
。

る
（
た
と
へ
ば
東
京
大
學
敎
授
で
日
本
會
議
の
副
會
長
で
も
あ
る
小

堀
桂
一
郞
が
國
語
問
題
協
議
會
の
副
會
長
）
の
は
事
實
で
す
が
、
私

の
觀
察
す
る
限
り
、
國
語
問
題
協
議
會
と
い
ふ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は

「
超
黨
派
的
」（
黨
派
の
垣
根
な
く
）
に
活
動
し
て
ゐ
る
や
う
で
す
。

　

講
演
會
參
加
者
は
右
派
ば
か
り
か
と
思
ひ
き
や
、「
私
個
人
は
佛

敎
は
好
き
だ
が
神
衟
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
、
廢
佛
毀
釋
を
や
つ

た
り
」
な
ん
て
人
も
ゐ
た
り
、「
神
武
天
皇
が
二
六
〇
〇
年
位
歬
に
存

在
し
た
事
實
は
な
い
」
と
口
を
滑
ら
せ
た
講
演
者
に
抗
議
も
せ
ず
、

質
疑
應
答
の
時
間
に
も
そ
の
話
題
に
突
つ
込
み
を
入
れ
ず
、
穩
や
か

に
聞
い
て
ゐ
た
り
す
る
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。「
舊
字
舊
か
な
＝
右

翼
」
の
は
ず
で
は
な
か
つ
た
の
で
せ
う
か
（
反
語
表
現
）。

　
「
政
治
思
想
的
に
は
意
見
が
異
な
る
と
し
て
も
、
正
字
正
假
名
の

復
興
を
理
想
と
考
へ
る
點
で
は
思
ひ
を
同
じ
く
す
る
人
々
の
集
ま

り
」
と
言
へ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■■
ネ
ッ
ト
で
正
字
正
假
名
を
使
ふ
人
々
と
の
雰
圍
氣
の
違
ひ
は
。

　

國
語
改
革
や
福
田
恆
存
先
生
な
ど
の
事
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
知
つ

て
ゐ
る
人
が
多
い
事
で
す
。
そ
ん
な
人
生
の
先
輩
逹
か
ら
學
ぶ
機
會

は
今
の
う
ち
で
す
。

　

ま
た
、
人
生
の
先
輩
で
敎
養
も
よ
り
豐
か
な
の
で
、
國
語
分
野
の

守
備
範
圍
も
廣
め
で
す
。
字
音
假
名
遣
を
國
語
假
名
遣
と
同
じ
く
ら

ゐ
重
視
す
る
人
も
若
干
多
め
の
樣
子
（
正
字
正
假
名
入
力
ソ
フ
ト
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「
小
生
」
考

押
井
德
馬

論
攷

食
べ
ロ
グ
の
「
小
生
さ
ん
」
位
い
い
だ
ろ
！

　

私
は
こ
れ
ま
で
自
分
の
事
を
「
小
生
」
と
呼
ぶ
事
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ネ
ッ
ト
で
「
食
べ
ロ
グ
で
自
分
を
『
小
生
』

と
書
い
て
る
奴
は
キ
モ
い
」
と
馬
鹿
に
す
る
人
が
最
近
多
い
の
で（
一
）、

そ
ん
な
風
潮
へ
の
抗
議
を
込
め
て
、
私
も
時
に
は
「
小
生
」
と
書
く

様
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
わ
け
で
興
味
を
持
っ
た
、
絶
滅
危
惧
種
の
第
一
人
称
「
小

生
」
で
す
が
、
調
べ
て
み
る
と
、「『
小
生
』
は
目
上
に
使
用
し
な
い
」

説
が
存
在
す
る
事
も
最
近
に
な
っ
て
知
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
最
近
の

本
の
一
例
で
す
。



　

ま
た
、
比
較
的
若
い
方
が
「
小
生
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い

る
の
も
見
か
け
ま
す
が
、
小
生
は
目
上
の
人
が
目
下
の
人
に
対
し

て
へ
り
く
だ
っ
て
言
う
言
葉
で
す
。

こ
う
し
た
意
味
を
理
解
せ
ず
に
、
若
い
人
が
む
や
み
や
た
ら
に
使

用
す
る
と
、「
な
ん
て
生
意
気
な
ん
だ
」
と
、
思
わ
ぬ
悪
印
象
を
与

え
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

（
安
田　

正
『
何
で
も
わ
か
り
や
す
く
す
る
技
術
、
伝
え
る
技
術
』

ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
（
イ
ン
プ
レ
ス
）、二
〇
一一
年
）

　

私
は
子
供
の
頃
か
ら
、
昔
の
本
か
ら
今
の
本
に
至
る
ま
で
色
々
な

本
を
読
み
漁
る
本
の
虫
で
し
た
が
、「『
小
生
』
は
目
上
に
使
用
し
な

い
」
説
な
ど
こ
れ
ま
で
見
た
事
も
聞
い
た
事
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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そ
れ
に
、
肝
腎
な
「
ど
う
し
て
」
目
上
に
使
用
し
な
い
の
か
に
つ
い

て
説
明
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
こ
れ
は
き
っ
と
、『「
ご
苦
労
様
」
や
「
了
解
」
を
目
上
の
人
に
使

っ
て
は
い
け
な
い
』
と
同
じ
く
、
根
拠
が
怪
し
い
か
賛
否
両
論
あ
る

説
で
は
な
い
か
、
き
ち
ん
と
裏
を
と
ら
な
い
と
」。

調
査
方
法

　

昔
は
図
書
館
で
一
冊
一
冊
本
の
ペ
ー
ジ
に
目
を
通
し
て
調
べ
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
で
は
も
っ
と
便
利
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。

G
oogle

ブ
ッ
ク
ス
（https://books.google.co.jp

）
で
す
。
キ
ー

ワ
ー
ド
を
入
力
す
る
と
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
含
ま
れ
る
本
の
一
覧

が
表
示
さ
れ
ま
す
し
、
本
に
よ
っ
て
はG
oogle

が
電
子
化
し
た

ペ
ー
ジ
を
読
む
事
が
出
来
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（http://dl.ndl.

go.jp

）
も
便
利
で
す
。
戦
前
の
文
献
を
中
心
に
、
電
子
化
し
た
ペ
ー

ジ
を
自
宅
か
ら
読
む
事
が
出
来
る
の
は
本
当
に
便
利
で
す
。

（
蛇
足
な
が
ら
、
明
治
後
期
〜
昭
和
初
期
は
手
紙
文
が
候
文
と
口
語

文
の
両
方
で
書
か
れ
た
時
代
で
、
当
時
発
行
さ
れ
た
、
手
紙
文
の
書

き
方
の
本
を
読
む
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
方
が
わ
か
っ
て
興
味
深
い

で
す
。
本
に
よ
っ
て
は
同
じ
内
容
が
候
文
と
口
語
文
の
両
方
で
書
か

れ
て
る
の
で
、
候
文
の
書
き
方
を
学
ぶ
の
に
役
立
ち
ま
す
。）

　

G
oogle

ブ
ッ
ク
ス
に
あ
る
が
電
子
化
し
た
ペ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ

な
い
本
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
（http://iss.ndl.

go.jp

）
を
活
用
す
る
と
、
国
会
図
書
館
に
あ
る
か
ど
う
か
確
認
出
来

ま
す
。
今
回
は
実
際
に
国
会
図
書
館
に
行
っ
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。

手
始
め
に
国
語
辞
典
か
ら

　

最
初
に
、
地
元
の
図
書
館
で
色
々
な
国
語
辞
典
を
調
べ
て
み
ま
し

た
（
後
に
手
持
ち
の
国
語
辞
典
や
国
会
図
書
館
に
あ
る
国
語
辞
典
等

も
調
査
し
た
の
で
そ
れ
も
追
加
。
版
が
わ
か
る
も
の
は
記
載
）。

•

「『
小
生
』
は
目
上
に
使
用
し
な
い
」
説
を
支
持
す
る
辞
書
→
新
明

解
国
語
辞
典
（
一
九
七
二
年
初
版
、
三
省
堂
）、
言
泉
（
一
九
八
六

年
第
一
版
、
小
学
館
発
行
）、
明
鏡
国
語
辞
典
（
二
〇
一
〇
年
第
二

版
）、
旺
文
社
国
語
辞
典
（
二
〇
一
三
年
第
十
一
版
）、
集
英
社
国

語
辞
典
（
二
〇
一
三
年
第
三
版
）、
新
選
国
語
辞
典
、
ベ
ネ
ッ
セ
新

修
国
語
辞
典

•

同
説
に
つ
い
て
ノ
ー
コ
メ
ン
ト
の
辞
書
→
三
省
堂
国
語
辞
典
、
岩

波
国
語
辞
典
（
一
九
六
三
年
第
一
版
）、
福
武
国
語
辞
典
、
大
辞
林
、

講
談
社
日
本
語
大
辞
典
、
大
辞
泉
、
広
辞
苑
（
一
九
九
一
年
第
四

版
）、
大
言
海
、
辞
苑
（
一
九
三
五
年
六
〇
版
）、
言
泉
（
一
九
二

七
年
）、
日
本
国
語
大
辞
典
（
一
九
七
二
年
第
一
版
）、
大
辞
典
（
一

九
三
五
年
初
版
）、
角
川
国
語
大
辞
典
蔵
書
版
（
一
九
八
三
年
初
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追
悼
グ
レ
ー
プ
君

押
井
德
馬

特
輯　
け
も
の
・
と
り

お
腹
に
胡
蔴
鹽
を
振
掛
け
た
や
う
な
模
樣
の
フ
ン
ボ
ル
ト
ペ
ン

ギ
ン
。
世
界
的
に
は
絶
滅
が
危
惧
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
ゝ
日

本
で
は
暮
ら
し
易
い
環
境
な
の
か
、
逆
に
增
え
過
ぎ
て
困
る
ほ
ど
ら

し
く
、
日
本
の
動
物
園
で
は
極
く
あ
り
ふ
れ
た
動
物
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　

擬
人
化
さ
れ
た
動
物
逹
の
登
場
す
る
ア
ニ
メ「
け
も
の
フ
レ
ン
ズ
」

の
大
ヒ
ッ
ト
を
受
け
て
、
あ
ち
こ
ち
の
動
物
園
で
コ
ラ
ボ
イ
ベ
ン
ト

が
開
か
れ
た
の
だ
が
、
私
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
に
行
く
氣
は

な
か
つ
た
。
そ
ん
な
私
が
重
い
腰
を
上
げ
て
東
武
動
物
公
園
に
行
か

う
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
た
切
つ
掛
け
は
、
イ
ベ
ン
ト
が
始
ま
つ
て
暫

く
し
た
後
に
聞
い
た
話
で
あ
る
。
一
羽
の
フ
ン
ボ
ル
ト
ペ
ン
ギ
ン
が
、

作
品
に
登
場
す
る
フ
ン
ボ
ル
ト
ペ
ン
ギ
ン
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
フ
ル

ル
」
の
描
か
れ
た
パ
ネ
ル
の
歬
か
ら
な
か
な
か
離
れ
な
い
と
云
ふ
。

　

そ
の
ペ
ン
ギ
ン
の
名
歬
は
「
グ
レ
ー
プ
」
君
。「
以
歬
一
緖
だ
つ
た

グレープ君。2017年６月４日撮影。
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イ
ハ
ト
ビ
ペ
ン
ギ
ン

明
日
槇
悠

特
輯　
け
も
の
・
と
り

い
つ
か
ら
そ
い
つ
が
そ
こ
に
ゐ
た
も
の
か
、
私
は
よ
く
覺
え
て

ゐ
な
い
の
だ
。
こ
の
部
屋
の
外
、
私
の
家
に
は
、
一
匹
の
イ

ハ
ト
ビ
ペ
ン
ギ
ン
が
生
息
し
て
ゐ
る
。
は
じ
め
、
私
は
そ
い
つ
を
意

識
し
な
か
つ
た
。
そ
い
つ
は
ま
る
で
透
明
み
た
い
に
ふ
る
ま
つ
て
ゐ

た
の
だ
が
、
い
つ
も
目
に
し
て
ゐ
る
壁
の
色
に
改
め
て
氣
が
つ
く
や

う
に
、
だ
ん
だ
ん
と
存
在
感
を
浮
か
ば
せ
て
き
て
、
リ
ビ
ン
グ
で
ぴ

よ
こ
ぴ
よ
こ
と
動
い
て
ゐ
る
姿
を
再
發
見
す
る
に
至
つ
て
初
め
て
、

こ
の
家
に
は
ペ
ン
ギ
ン
が
ゐ
る
ん
だ
、
と
輕
い
衝
擊
を
覺
え
た
。

　

イ
ハ
ト
ビ
ペ
ン
ギ
ン
は
、
眞
つ
赤
な
眼
の
上
に
長
い
眉
毛
の
や
う

な
黃
色
い
餝
り
羽
が
特
徵
的
な
、
見
る
か
ら
に
い
か
つ
い
顏
を
し
た

ペ
ン
ギ
ン
で
あ
る
。
眉
に
み
え
る
と
こ
ろ
の
吊
り
上
が
つ
た
感
じ
か

ら
し
て
、
常
に
怒
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
の
で
、
な
ん
だ
か
近
寄

り
が
た
い
。

　

よ
り
に
よ
つ
て
私
の
家
に
ゐ
て
ほ
し
く
な
い
と
思
つ
た
が
、
ゐ
た

も
の
は
し
や
う
が
な
い
し
、
今
ま
で
も
無
意
識
の
う
ち
に
共
生
し
て

ゐ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
と
も
せ
ず
放
つ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

幸
ひ
、
そ
の
イ
ハ
ト
ビ
ペ
ン
ギ
ン
は
ち
や
ん
と
自
活
を
す
る
や
う
で
、

こ
ち
ら
が
世
話
を
し
な
く
て
も
じ
ぶ
ん
で
冷
藏
庫
か
ら
魚
を
出
し
て

き
て
⻝
事
し
た
り
、
外
に
出
て
運
動
し
た
り
、
ト
イ
レ
で
用
を
濟
ま

せ
た
り
す
る
の
で
、
イ
ハ
ト
ビ
ペ
ン
ギ
ン
の
こ
と
は
イ
ハ
ト
ビ
ペ
ン

ギ
ン
の
こ
と
ゝ
し
て
、
當
ら
ず
障
ら
ず
の
態
度
で
過
ご
し
て
い
け
ば

い
ゝ
と
踏
ん
だ
わ
け
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
イ
ハ
ト
ビ
ペ
ン
ギ
ン
の
氣
に
召
さ
な
か
つ
た

ら
し
い
。
と
い
ふ
の
も
、
イ
ハ
ト
ビ
ペ
ン
ギ
ン
が
存
在
感
を
あ
ら
は

し
て
き
た
の
に
は
、
ど
う
も
、
私
が
そ
い
つ
の
こ
と
を
あ
ま
り
に
も

意
識
し
な
さ
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
不
滿
に
理
由
が
あ
つ
た
ら
し
い
の
だ
。



55 狼娘の櫻歌ミコ

狼
娘
の
櫻
歌
ミ
コ

空く
う
拇ぼ

特
輯　
け
も
の
・
と
り

櫻
歌
ミ
コ
と
は
、一
言
で
表
す
な
ら「
歌
声
合
成
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
一
人
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
飴
屋
／
菖
蒲
さ
ん
作
の

「U
TAU

」
（
一
）
な
ど
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
ふ
と
、
櫻
歌
ミ
コ
と
し
て
配

布
さ
れ
て
ゐ
る
音
声
素
材
か
ら
歌
声
を
合
成
し
て
、
指
定
し
た
通
り

に
ミ
コ
を
歌
は
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ミ
コ
に
は
音
声
だ
け
で
な

く
、
容
姿
や
年
齢
な
ど
の
設
定
が
用
意
さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
ら
が
合

さ
っ
て
「
櫻
歌
ミ
コ
」
と
い
ふ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
形
成
さ
れ
て
ゐ
ま

す
。
歌
声
合
成
と
し
て
はVO

CALO
ID

が
有
名
で
す
が
、そ
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
と
し
て
「
初
音
ミ
ク
」
な
ど
が
存
在
す
る
の
と
同
様
で
す
。

　

こ
こ
で
今
回
重
要
な
の
は
、
ミ
コ
の
種
族
が
狼
だ
と
い
ふ
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
「
け
も
の
」
で
あ
り
、
本
誌
の
テ
ー
マ
に
合
致
し
ま
す
。

私
は
ミ
コ
に
色
ん
な
曲
を
歌
っ
て
も
ら
っ
た
動
画
を
、
ミ
コ
の
誕
生

日
（
音
源
公
開
日
、
十
二
月
二
十
四
日
）
に
毎
年
投
稿
し
て
き
た
く

ら
ゐ
に
は
ミ
コ
の
こ
と
が
好
き
な
の
で
、
こ
れ
を
機
に
、
如
何
に
ミ

コ
が
魅
力
的
か
を
好
き
勝
手
に
書
き
連
ね
ま
す
。

音
源
と
し
て

　

U
TAU

で
は
色
ん
な
音
声
素
材
を
音
源
と
し
て
歌
は
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
ミ
コ
が
音
源
と
し
て
魅
力
的
な
の
は
、

第
一
に
声
の
可
愛
ら
し
さ
で
せ
う
。
後
に
紹
介
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
外
見
と
ぴ
っ
た
り
な
、
元
気
一
杯
で
力
強
い
の
を
基
本
と
す
る
、

幼
さ
を
感
じ
さ
せ
つ
つ
も
芯
の
通
っ
た
声
で
す
。VO

CALO
ID

に
は

子
供
女
声
音
源
と
し
て
「
歌
愛
ユ
キ
」
が
居
ま
す
が
、
ユ
キ
が
大
人

し
く
て
ど
こ
か
哀
愁
を
感
じ
さ
せ
る
の
と
は
対
照
的
で
、
独
特
の
存

在
感
が
有
り
ま
す
。
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書
評

楷
行
書
筆
順
・
字
体
字
典

•

江
守
賢
治
編

•

三
省
堂　

•

二
〇
一
六
年
一
二
月
二
〇
日
発
行



活
字
体
で
は
な
く
、
手
書
き
で
旧
漢
字

を
ど
う
書
く
か
は
悩
む
も
の
。
こ
の

字
典
は
、
そ
ん
な
疑
問
を
解
決
し
て
く
れ
る
。

　

戦
前
・
戦
後
の
国
語
教
科
書
の
教
科
書
体

で
は
な
く
、
書
道
的
な
楷
書
体
の
伝
統
を
基

準
と
し
て
、
楷
書
・
行
書
・
草
書
で
の
筆
順

を
解
説
す
る
。「
木
」
の
縦
棒
を
撥
ね
る
撥

ね
な
い
等
、
教
科
書
体
と
伝
統
的
な
楷
書
と

で
書
き
方
の
異
な
る
も
の
は
そ
の
旨
記
載
が

あ
る
の
が
有
難
い
。
ま
た
、「
特
殊
編
」
と
し

て
旧
漢
字
の
筆
順
、「
楷
書
の
字
体
一
覧
」
と

し
て
「
楷
書
と
し
て
望
ま
し
い
形
や
許
容
さ

れ
る
形
」「
旧
字
体
の
活
字
に
寄
せ
た
書
き

方
と
楷
書
の
伝
統
的
な
書
写
体
」
の
相
違
が

わ
か
る
資
料
も
あ
る
。（
押
井
徳
馬
）

欄

書
評
欄
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歩
み
の
念

文
：
明
日
槇
悠

小
　
　
説

二
　

午ひ
る

時ど
き

の
陽ひ

の
下し
た

で
、
桜さ
く
らは

一い
つ

杯ぱ
い

に
咲さ

き
誇ほ
こ

っ
て
を
り
ま
し
た
。

　

大お
ほ

き
な
桜さ
く
らの
樹き

が
枝え
だ

を
ひ
ろ
げ
た
、
な
だ
ら
か
な
丘を
か

の
上う
へ

で
、
お

の
お
の
草く
さ

を
茵し
と
ねに

、
若わ
か

彦ひ
こ

は
ご
ろ
ん
と
寝ね

転こ
ろ

が
り
、
千ち

禰ね

は
横よ
こ

坐ず
わ

り

に
な
っ
て
休や
す

ん
で
ゐ
ま
し
た
。
御み

輿こ
し

は
二ふ
た

人り

の
間あ
ひ
だに

置お

か
れ
て
ゐ
ま

す
。

　

周ま
は

り
で
は
、
き
れ
い
な
お
べ
べ
を
着つ

け
た
子こ

供ど
も

た
ち
が
楽た
の

し
さ
う

に
か
け
ま
は
っ
て
を
り
ま
し
た
。
樹き

の
根ね

方か
た

に
腰こ
し

を
下お

ろ
し
て
、
遠と
ほ

く
か
ら
子こ

供ど
も

た
ち
の
あ
そ
ぶ
様さ
ま

を
見み

つ
め
る
御ご

婦ふ

人じ
ん

が
ゐ
ま
す
。
女ぢ
よ

中ち
ゆ
うさ
ん
が
ひ
と
り
傍そ
ば

に
侍は
べ

っ
て
、
ぽ
う
っ
と
花は
な

の
雪ゆ
き

が
舞ま

ふ
の
を
眺な
が

め
て
を
り
ま
し
た
。
小こ

桜ざ
く
ら

山や
ま

は
今い
ま

が
盛さ
か
り、

げ
に
爛ら
ん

漫ま
ん

の
春は
る

で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

う
ら
ら
か
な
日ひ

を
浴あ

び
な
が
ら
、
若わ
か

彦ひ
こ

は
の
ん
び
り
と
ひ
と
り
ご

ち
ま
し
た
。

「
旨う
ま

さ
う
な
雲く
も

だ
な
あ
。
あ
あ
、
お
な
か
が
減へ

っ
た
」

　

大お
ほ

き
な
声こ
ゑ

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
が
耳み
み

に
入は
ひ

っ
た
の

で
せ
う
か
、
桜さ
く
らの
幹み
き

の
あ
る
丘を
か

の
天て
つ

辺ぺ
ん

か
ら
、
ふ
と
御ご

婦ふ

人じ
ん

が
か
う

呼よ

び
か
け
て
下く
だ

さ
い
ま
し
た
。

「
も
し
、
御お

二ふ
た

方か
た

。
こ
れ
か
ら
お
花は
な

見み

の
御ご

馳ち

走そ
う

を
い
た
だ
く
の
だ

け
ど
、
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
あ
な
た
た
ち
も
ご
一い
つ

緒し
よ

に
い
か
が
」

「
か
た
じ
け
な
い
な
あ
。
ぢ
ゃ
あ
、
お
言こ
と

葉ば

に
甘あ
ま

え
て
」

　

あ
っ
さ
り
と
若わ
か

彦ひ
こ

が
立た

っ
て
行い

か
う
と
す
る
の
を
、
横よ
こ

か
ら
千ち

禰ね

が
引ひ

き
留と

め
ま
し
た
。
ち
ゃ
っ
か
り
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
た
し
な
め

る
の
か
と
思お
も

ひ
き
や
、
千ち

禰ね

は
、
若わ
か

彦ひ
こ

が
御み

輿こ
し

を
置お

き
っ
ぱ
な
し
に

し
か
け
た
こ
と
を
見み

咎と
が

め
た
の
で
し
た
。

「
忘わ
す

れ
て
も
ら
っ
ち
ゃ
困こ
ま

り
ま
す
。
私わ
た
した
ち
は
御お

倉く
ら

を
元も
と

の
所と
こ
ろに
戻も
ど
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す
た
め
に
旅た
び

を
し
て
る
ん
で
す
か
ら
」

　

御み

輿こ
し

の
担か
つ

ぎ
棒ば
う

へ
そ
っ
と
手て

を
遣や

る
千ち

禰ね

の
言こ
と

葉ば

に
、
何な
に

も
若わ
か

彦ひ
こ

は
言い

ひ
返か
へ

せ
ま
せ
ん
。
た
だ
「
さ
う
で
し
た
」
と
だ
け
応こ
た

へ
て
、

大お
と
な人

し
く
輿こ
し

の
後う
し
ろに

就つ

く
の
で
し
た
。
か
う
な
っ
て
は
若わ
か

彦ひ
こ

も
形か
た

無な

し
で
す
。
千ち

禰ね

は
御み

輿こ
し

の
先さ
き

棒ば
う

を
担か
つ

い
で
、
得と
く

々と
く

と
花は
な

ざ
か
り
の
丘を
か

を
の
ぼ
っ
て
行い

き
ま
し
た
。

　

桜さ
く
らの
樹き

の
根ね

元も
と

に
た
ど
り
着つ

く
と
、
御ご

婦ふ

人じ
ん

は
こ
こ
ろ
よ
く
一い
つ

行か
う

を
迎む
か

へ
て
く
れ
ま
し
た
。

「
あ
ら
、
可か

愛は
い

ら
し
い
御み

輿こ
し

で
す
こ
と
。
こ
の
先さ
き

に
も
、
こ
れ
と
似に

た
や
う
な
お
堂だ
う

が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
」

　

さ
う
言い

っ
て
、
御ご

婦ふ

人じ
ん

は
う
し
ろ
を
振ふ

り
返か
へ

り
、
ま
ば
ら
に
木き

の

生は

え
た
、
桜さ
く
らの

森も
り

が
続つ
づ

い
て
ゐ
る
の
を
指さ

し
示し
め

し
ま
し
た
。

「
そ
れ
で
は
、
の
ち
ほ
ど
お
参ま
ゐ

り
し
ま
せ
う
か
」

　

千ち

禰ね

は
、
花は
な

の
降ふ

り
し
き
る
森も
り

の
風ふ

情ぜ
い

に
心こ
こ
ろを

と
き
め
か
せ
て
、

若わ
か

彦ひ
こ

に
尋た
づ

ね
ま
し
た
が
、
彼か
れ

は
ま
る
で
聞き

き
わ
け
の
な
い
子こ

供ど
も

の
や

う
に
、
い
や
い
や
を
す
る
だ
け
で
し
た
。

「
ぼ
く
は
遠ゑ
ん

慮り
よ

す
る
。
腹は
ら

ご
し
ら
へ
を
し
て
、
も
う
暫し
ば
らく
休や
す

み
た

い
」

　

そ
の
へ
な
へ
な
し
た
声こ
わ

色い
ろ

に
、
御ご

婦ふ

人じ
ん

は
思お
も

は
ず
笑ゑ

み
を
こ
ぼ
さ

れ
ま
し
た
。

「
さ
う
で
す
ね
。
で
は
、
お
昼ひ
る

ご
は
ん
に
い
た
し
ま
せ
う
」

　

御ご

婦ふ

人じ
ん

の
言こ
と

葉ば

を
合あ
ひ

図づ

に
、
傍そ
ば

に
侍は
べ

っ
て
ゐ
た
女ぢ
よ

中ち
ゆ
うさ

ん
が
、
花は
な

毛も
う

氈せ
ん

の
敷し
き

物も
の

を
さ
っ
と
ひ
ろ
げ
ま
し
た
。
花は
な

毛も
う

氈せ
ん

が
、
本ほ
ん

物も
の

の
花は
な

を

つ
け
た
枝え
だ

の
下し
た

に
敷し

か
れ
ま
す
。
そ
こ
へ
御ご

婦ふ

人じ
ん

が
淑し
と

や
か
に
掛か

け

て
、「
ど
う
ぞ
」
と
促う
な
がし
ま
す
の
で
、
若わ
か

彦ひ
こ

も
千ち

禰ね

も
、
め
い
め
い

履は
き

物も
の

を
脱ぬ

い
で
、
花は
な

毛も
う

氈せ
ん

の
上う
へ

に
あ
が
り
ま
し
た
。

　

桜さ
く
らの
森も
り

も
然さ

る
こ
と
な
が
ら
、
子こ

供ど
も

た
ち
の
遊あ
そ

ぶ
丘を
か

を
か
へ
り
み

ま
す
と
、
な
だ
ら
か
な
野の

原は
ら

と
は
る
か
な
山や
ま

々や
ま

が
見み

渡わ
た

せ
て
、
花は
な

毛も
う

氈せ
ん

の
上う
へ

か
ら
の
眺な
が

め
は
と
て
も
よ
い
も
の
で
す
。

　

眺な
が

め
に
見み

入い

っ
て
ゐ
る
間あ
ひ
だに

、
女ぢ
よ

中ち
ゆ
うさ

ん
が
漆
う
る
し

塗ぬ

り
の
重
ぢ
ゆ
う

箱ば
こ

を
目め

の
前ま
へ

に
積つ

み
上あ

げ
て
を
り
ま
し
た
。
愈い
よ

々い
よ

御ご

馳ち

走そ
う

の
お
目め

見み

え
で
す
。

女ぢ
よ

中ち
ゆ
うさ

ん
の
白し
ろ

い
手て

が
、
丁て
い

寧ね
い

に
重
ぢ
ゆ
う

箱ば
こ

を
ひ
ろ
げ
て
い
き
ま
す
。

　

一い
ち

の
重ぢ
ゆ
うに
は
、
黒く
ろ

ご
ま
を
ふ
り
か
け
た
小ち
ひ

さ
な
お
に
ぎ
り
が
詰つ

め

ら
れ
て
を
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
お
香か
う

々か
う

、
甘あ
ま

く
煮に

ら
れ
た
人に
ん

参じ
ん

、

椎し
ひ

茸た
け

、
花は
な

れ
ん
こ
ん
、
ふ
ん
は
り
と
仕し

上あ

が
っ
た
卵
た
ま
ご

焼や

き
、
赤あ
か

い
蝦え
び

、

甘あ
ま

鯛だ
ひ

、
そ
し
て
、
つ
や
つ
や
し
た
金き
ん

時と
き

豆ま
め

が
、
色い
ろ

あ
ざ
や
か
に
添そ

へ

て
あ
り
ま
し
た
。
二に

の
重ぢ
ゆ
うに
は
、
里さ
と

芋い
も

や
大だ
い

根こ
ん

や
、
南か
ぼ
ち
や瓜
や
牛ご

蒡ば
う

の

含ふ
く

め
煮に

が
、
所
と
こ
ろ

狭せ
ま

し
と
詰つ

め
ら
れ
て
を
り
ま
し
た
。
隅す
み

っ
こ
に
は
、

鰤ぶ
り

や
鰹か
つ
をの
照て

り
焼や

き
や
、
鶏と
り

を
捏つ
く

ね
た
肉に
く

だ
ん
ご
も
加く
は

は
っ
て
を
り

ま
し
た
。
三さ
ん

の
重ぢ
ゆ
うに

は
、
か
ら
り
と
揚あ

が
っ
た
天て
ん

麩ぷ

羅ら

が
詰つ

め
ら
れ

て
を
り
ま
し
た
。
車
く
る
ま

蝦え
び

、
穴あ
な

子ご

、
お
芋い
も

、
げ
そ
、
蕗ふ
き

の
薹た
う

、
大お
ほ

葉ば

、

舞ま
ひ

茸た
け

と
い
っ
た
ご
ち
そ
う
が
、
金き
ん

の
衣こ
ろ
もを

纏ま
と

っ
て
晴は

れ
や
か
に
こ
の

日ひ

の
宴う
た
げを
祝い
は

っ
て
を
り
ま
す
。
そ
の
中な
か

に
あ
っ
て
た
だ
ひ
と
つ
衣こ
ろ
もを

着つ

け
て
ゐ
な
い
も
の
は
、
端は
し

っ
こ
に
添そ

へ
ら
れ
た
菜な

の
花は
な

の
お
浸ひ
た

し
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だ
け
で
し
た
。
四よ
ん

の
重ぢ
ゆ
うに
は
、
箱は
こ

の
な
か
一い
ち

め
ん
に
花は
な

を
咲さ

か
せ
た

や
う
な
、
五ご

目も
く

の
ち
ら
し
寿ず

司し

が
詰つ

め
ら
れ
て
を
り
ま
し
た
。
五ご

の

重ぢ
ゆ
うに

は
、
葉は

っ
ぱ
で
包く
る

ん
だ
柏
か
し
は

餅も
ち

が
、
ど
っ
さ
り
と
詰つ

め
ら
れ
て
を

り
ま
し
た
。

「
う
わ
あ
、
お
い
し
さ
う
」

　

お
腹な
か

を
空す

か
せ
て
ゐ
た
皆み
ん
なは

、
涎よ
だ
れを

垂た

ら
し
さ
う
に
し
て
喜よ
ろ
こび

ま

し
た
。
散ち

り
散ぢ

り
に
遊あ
そ

ん
で
ゐ
た
子こ

供ど
も

た
ち
も
、
い
つ
の
間ま

に
か
、

周ま
は

り
に
集あ
つ

ま
っ
て
来き

て
ゐ
ま
す
。

「
さ
あ
、
皆み
ん
なで
、
い
た
だ
き
ま
せ
う
」

　

手て

を
合あ

は
せ
て
、
ご
挨あ
い

拶さ
つ

を
済す

ま
せ
ま
す
と
、
誰だ
れ

も
か
れ
も
が
、

御ご

婦ふ

人じ
ん

が
箸は
し

を
つ
け
る
の
も
待ま

た
ず
に
、
ご
ち
そ
う
へ
箸は
し

を
伸の

ば
し

ま
し
た
。

　

黄き

い
ろ
く
ふ
く
れ
た
厚あ
つ

焼や

き
玉た
ま

子ご

を
つ
ま
み
上あ

げ
、
口く
ち

い
っ
ぱ
い

に
頬ほ
ほ

張ば

り
ま
す
と
、
こ
ん
が
り
し
た
焼や

き
目め

の
香か
う

ば
し
さ
が
ひ
ろ
が

り
、
と
ろ
け
る
や
う
な
甘あ
ま

み
が
な
か
か
ら
溢あ
ふ

れ
て
き
ま
す
。

　

黒く
ろ

ご
ま
の
か
か
っ
た
お
に
ぎ
り
は
、
小ち
ひ

さ
く
て
一ひ
と

口く
ち

で
食た

べ
ら
れ

さ
う
で
す
。
附つ

け
合あ

は
せ
の
香か
う

の
物も
の

と
い
っ
し
ょ
に
い
た
だ
き
ま
す

と
、
お
米こ
め

の
味あ
ぢ

に
加く
は

へ
て
、
お
香か
う

々か
う

の
甘あ
ま

じ
ょ
っ
ぱ
さ
が
頬ほ
ほ

に
雅み
や
びを

伝つ
た

へ
ま
す
。
口く
ち

を
酸す

っ
ぱ
さ
う
に
す
ぼ
め
て
ゐ
る
子こ

は
、
ど
う
や
ら

梅う
め

干ぼ

し
を
噛か

ん
だ
の
で
し
た
。

　

赤あ
か

い
お
豆ま
め

さ
ん
は
ふ
っ
く
ら
と
煮に

立た

て
て
あ
っ
て
、
舌し
た

の
上う
へ

に
の

せ
た
ら
と
け
て
し
ま
ひ
さ
う
で
す
。
い
く
つ
食た

べ
て
も
飽あ

き
ま
せ
ん
。

つ
る
ん
と
し
た
口く

ち

当あ
た

り
に
、
染し

み
る
甘あ
ま

み
が
ま
ろ
や
か
で
す
。

　

花は
な

を
か
た
ど
っ
た
れ
ん
こ
ん
の
傍そ
ば

で
は
、
に
ん
じ
ん
も
縁ふ
ち

を
き
り

取と

ら
れ
丸ま
る

く
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
こ
に
昼ひ
る

の
光ひ
か
りが

差さ

す
と
、
に
ん

じ
ん
は
も
う
ひ
と
つ
の
お
日ひ

さ
ま
に
な
っ
て
、
ふ
は
り
と
柔や
は

ら
か
い

色い
ろ

を
ま
と
ひ
ま
し
た
。
蝦え
び

も
鯛た
ひ

も
椎し
ひ

茸た
け

も
、
春は
る

の
目め

出で

度た

さ
に
躍を
ど

り

た
い
の
か
、
ぴ
か
ぴ
か
し
て
ゐ
ま
す
。

　

女を
ん
なの
子こ

た
ち
は
、
い
ろ
ん
な
食た

べ
物も
の

を
ゆ
っ
く
り
味あ
ぢ

は
っ
て
楽た
の

し

み
ま
す
が
、
男を
と
この

子こ

は
競き
そ

っ
て
柏
か
し
は

餅も
ち

ば
か
り
を
食た

べ
て
ゐ
ま
す
。
呆あ
き

れ
た
こ
と
に
そ
の
中な
か

に
は
、
柏か
し
はの
葉は

っ
ぱ
ま
で
舐な

め
尽つ

く
さ
う
と
す

る
若わ
か

彦ひ
こ

の
姿す
が
たも

混ま

じ
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

「
こ
れ
、
若わ
か

彦ひ
こ

さ
ん
、
お
行
ぎ
や
う

儀ぎ

が
悪
い
ぢ
ゃ
な
い
」

　

お
豆ま
め

さ
ん
を
箸は
し

で
摘つ
ま

み
な
が
ら
千ち

禰ね

が
た
し
な
め
ま
す
と
、
若わ
か

彦ひ
こ

は
う
つ
む
い
て
、
は
に
か
ん
だ
や
う
に
頬ほ
ほ

の
な
か
の
お
餅も
ち

を
も
ぐ
も

ぐ
と
食は

み
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
き
れ
い
に
咲さ

く
お
花は
な

を
眺な
が

め
な
が
ら
皆み
ん
なで
戴い
た
だく

御ご

飯は
ん

と
い
ふ
の
は
良よ

い
も
の
で
す
。
お
喋し
や
べり

も
弾は
づ

み
ま
す
。
何な
ん

で
も
、

御ご

婦ふ

人じ
ん

は
名な

前ま
へ

を
お
り
ん
さ
ん
、
女ぢ
よ

中ち
ゆ
うさ
ん
は
さ
よ
さ
ん
と
い
ふ
の

だ
さ
う
で
し
た
。

「
千ち

禰ね

さ
ん
に
、
若わ
か

彦ひ
こ

さ
ん
。
お
二ふ
た

人り

で
、
面お
も

白し
ろ

い
旅た
び

を
し
て
ら
っ

し
ゃ
る
の
ね
」

「
い
い
え
。
こ
の
御み

輿こ
し

も
い
っ
し
ょ
で
す
よ
」

　

い
ま
、
木こ

蔭か
げ

に
下お

ろ
し
た
御み

輿こ
し

の
ま
は
り
に
は
、
遊あ
そ

び
に
来き

た
子こ
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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
。
い
は
ゆ
る
「
旧
字
」
と
「
新
字
」、「
旧
仮
名

遣
」
と
「
新
仮
名
遣
」
で
す
。

　

い
は
ゆ
る
「
旧
字
」
や
「
旧
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
、
い
は
ゆ
る
「
旧
漢
字
」「
旧
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
旧
字
旧
か
な
で
書
き
た
い

•

短
歌
や
俳
句
に
限
り
旧
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
、
私
的
表
記
は
旧
字
旧
か
な
で
書
き
た
い

•

今
の
と
こ
ろ
書
く
事
は
し
な
い
が
、
旧
字
旧
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
）
の
同
人
誌
」
と
し
て
毎
年
発
行

す
る
予
定
で
す
。

原
稿
募
集
の
お
知
ら
せ

　

い
は
ゆ
る
「
旧
漢
字
」「
旧
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
。

　
「『
旧
字
』『
旧
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

編
輯
部
よ
り
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前
の
現
在
、
本
誌
は
「『
旧
字
』
や
『
旧
か
な
』
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
考
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
旧
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
一
八
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

（
旧
字
旧
か
な
・
新
字
旧
か
な
・
広（
一
）辞

苑
前
文
方
式
・
新
字
新
か

な
）

　

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

　

新
字
旧
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
旧
か
な
で
は
な
く
旧
字
旧
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
旧
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
。「
旧
字
旧
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
。




