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3 漢字ミュージアム探訪記

漢
字
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
探
訪
記

押
井
德
馬

特
輯
　
現
代
社
会
と
歴
史
的
仮
名
遣

漢字ミュージアム。京都の祇園四條驛から步いてすぐ。

「漢字5萬字タワー」がお出迎へ。大半は知らない漢字。

漢
字
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
探
訪
記

＼おし
ーとク

マ／
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あ
な
た
の
二
〇
一
九
年
は
何
の
元
年
？

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

　

二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
四
日
～
十
二
月
十
日
ま
で
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
「
正
字
正
か
な
（
旧
字
旧
か
な
）
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー

ト
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
、
そ
れ
も
私
を
知
る

人
が
多
め
で
あ
る
の
で
「
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
。

あ
な
た
は
正
漢
字
（
旧
漢
字
）
で
文
章
を
書
き
ま
す
か
。

二
十
七
件
の
回
答

毎
日

六
人
二
二
・
二
％

時
々

五
人
一
八
・
五
％

た
ま
に

四
人
一
四
・
八
％

ほ
と
ん
ど
書
か
な
い

十
二
人
四
四
・
四
％

あ
な
た
は
歴
史
的
仮
名
遣
で
文
章
を
書
き
ま
す
か
。二

十
七
件
の
回
答

毎
日

十
一
人
四
〇
・
七
％

時
々

六
人
二
二
・
二
％

た
ま
に

四
人
一
四
・
八
％

ほ
と
ん
ど
書
か
な
い

六
人
二
二
・
二
％

正
漢
字
（
旧
漢
字
）
や
歴
史
的
仮
名
遣
で
文
章
を
お
書
き
の
方
に
質

問
で
す
。
正
漢
字
（
旧
漢
字
）
や
歴
史
的
仮
名
遣
で
書
く
の
は
、
ど

ん
な
内
容
で
す
か
。（
複
数
回
答
可
）

二
十
二
件
の
回
答

昔
の
文
章
の
引
用

九
人
四
〇
・
九
％
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仮
名
遣
の
使
ひ
方

名
賀
月
晃
嗣

國
語
問
題
特
輯

■■
は
じ
め
に

　

筆
者
が
ど
の
や
う
な
経
緯
で
歴
史
的
仮
名
遣
で
書
く
や
う
に
な
つ

た
か
に
つ
い
て
は
、『
正
か
な
づ
か
ひ　

理
論
と
実
践
』
第
六
号
に

『
歴
史
的
仮
名
遣
に
纏
は
る
思
ひ
出
』
と
い
ふ
文
章
を
書
い
た
。
同

じ
こ
と
を
繰
り
返
す
の
は
気
が
進
ま
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
主
と
し

て
現
状
に
つ
い
て
記
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
ふ
。

■■
歴
史
的
仮
名
遣
で
書
く
理
由

　

な
ぜ
歴
史
的
仮
名
遣
で
書
く
の
か
。
正
直
を
言
へ
ば
、
そ
ん
な
こ

と
を
訊
か
れ
て
も
、
困
つ
て
し
ま
ふ
。
日
本
語
は
歴
史
的
仮
名
遣
で

書
く
の
が
本
来
で
は
な
い
か
。
何
が
悲
し
く
て
「
現
代
仮
名
遣
」
の

如
き
紛
ひ
物
を
使
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

と
吐
き
捨
て
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
で
は
乱
暴
な
の
で
、
も
う

少
し
叮
嚀
に
述
べ
る
と
し
よ
う
。

　

筆
者
に
は
懐
古
趣
味
も
な
け
れ
ば
美
文
へ
の
志
向
と
い
ふ
も
の
も

な
い
。
古
く
て
も
良
い
も
の
は
な
る
べ
く
遺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
く
ら

ゐ
の
こ
と
は
思
つ
て
ゐ
る
が
、
新
規
の
物
が
好
き
な
こ
と
は
否
定
で

き
ず
、
新
し
い
計
算
機
や
電
子
機
器
の
類
を
手
に
入
れ
れ
ば
、
そ
れ

を
弄
り
回
す
の
が
愉
し
く
て
仕
方
な
い
と
い
ふ
性
分
で
あ
る
。
文
章

の
美
醜
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
良
く
分
か
ら
な
い
。

　

筆
者
が
最
初
に
歴
史
的
仮
名
遣
の
方
が
「
現
代
仮
名
遣
」
よ
り
も

優
れ
て
ゐ
る
と
感
じ
た
の
は
、
文
法
と
の
整
合
性
で
あ
る
。
五
段
活

用
と
四
段
活
用
の
活
用
表
を
見
比
べ
て
み
れ
ば
良
い
。
五
段
活
用
の

活
用
表
だ
け
を
見
れ
ば
、
打
ち
消
し
の
形
と
推
量
の
形
を
ど
う
し
て

同
じ
未
然
形
に
括
る
の
か
、
さ
つ
ぱ
り
訣
が
分
か
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。

四
段
活
用
の
表
を
見
た
と
き
、
な
る
ほ
ど
実
は
か
う
だ
つ
た
の
か
、
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用
言
活
用
表

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

動　
　
　

詞

文
　
　
語

口
　
　
　
語

活
用

行

語
幹

未
然

連
用

終
止

連
体

已
然

命
令

活
用

行（歴
）

行（現
）

語
幹

未
然

連
用

終
止

連
体

仮
定

命
令

四
段

カ

書

か

き

く

く

け

け

四
段

カ

カ

書

か 

＊

き

く

く

け

け

四
段

ガ

泳

が

ぎ

ぐ

ぐ

げ

げ

四
段

ガ

ガ

泳

が 

＊

ぎ

ぐ

ぐ

げ

げ

四
段

サ

探

さ

し

す

す

せ

せ

四
段

サ

サ

探

さ 

＊

し

す

す

せ

せ

四
段

タ

打

た

ち

つ

つ

て

て

四
段

タ

タ

打

た 

＊

ち

つ

つ

て

て

四
段

ハ

言

は

ひ

ふ

ふ

へ

へ

四
段

ハ

ア
・
ワ 

＃

言

は
〈
わ
〉

〈
お
〉

ひ
〈
い
〉

ふ
〈
う
〉

ふ
〈
う
〉

へ
〈
え
〉

へ
〈
え
〉

四
段

バ

忍

ば

び

ぶ

ぶ

べ

べ

四
段

バ

バ

忍

ば 

＊

び

ぶ

ぶ

べ

べ

四
段

マ

読

ま

み

む

む

め

め

四
段

マ

マ

読

ま 

＊

み

む

む

め

め

四
段

ラ

切

ら

り

る

る

れ

れ

四
段

ラ

ラ

切

ら 

＊

り

る

る

れ

れ
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口
語
に
混
ぜ
た
い
文
語
表
現

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

文
語
体
と
口
語
体
を
混
ぜ
て
は
い
け
な
い
、
と
は
よ
く
聞
く
言

葉
で
す
。
特
に
短
歌
や
俳
句
の
世
界
と
な
る
と
、
文
語
体
な

ら
文
語
体
で
、
口
語
体
な
ら
口
語
体
で
統
一
す
る
の
が
良
い
と
さ
れ

ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
私
達
が
日
常
的
に
綴
る
口
語
文
の
中
に
も
、
未
だ

に
文
語
的
な
表
現
が
多
用
さ
れ
て
ゐ
る
事
に
お
気
付
き
で
せ
う
か
。

「
あ
り
・
な
し
・
同
じ
」
も
文
語
？

　

昭
和
三
十
五
年
に
文
部
省
か
ら
発
行
さ
れ
た
「
公
用
文
の
書
き
方　

―
資
料
集
―
」
の
十
四
ペ
ー
ジ
に
は
、
公
用
文
の
文
体
に
つ
い
て

「
文
語
脈
の
表
現
は
な
る
べ
く
や
め
て
、
平
易
な
も
の
と
す
る
。」
と

あ
り
ま
す
。
気
に
な
る
の
は
口
語
化
の
例
外
と
し
て
「
あ
り
・
な

し
・
同
じ
」
が
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
事
で
す
。
確
か
に
、
口
語
で
は
「
あ

る
・
な
い
・
同お
な

じ
い
」
で
す
。

　

え
？　
「
同
じ
い
」
な
ん
て
見
た
事
も
聞
い
た
事
も
な
い
つ
て
？

　

広
辞
苑
に
よ
る
と
、「
同
じ
」
は
、
名
詞
と
し
て
は
『
形
容
詞
「
お

な
じ
」
が
体
言
化
し
た
も
の
』（
筆
者
註
・
終
止
形
が
～
じ
に
な
る
の

は
文
語
の
シ
ク
活
用
）、
形
容
詞
と
し
て
は
『
口
語
で
は
「
同
じ
い
」

と
い
う
形
で
あ
る
が
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
ず
、
連
用
形
「
お

な
じ
く
」
が
残
る
。』
と
あ
り
ま
す
。
驚
き
で
す
ね
！

特
徴
的
な
語
尾

　

文
語
な
の
か
口
語
な
の
か
は
、
語
尾
で
見
分
け
る
事
が
出
来
る
事

も
あ
り
ま
す
。「
や
や
文
語
的
」
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
口
語
に
は
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な
い
、
明
確
な
文
語
の
活
用
で
あ
れ
ば
「
文
語
」
と
断
定
出
来
ま
す
。

～
か
ら
ず
、
～
し
か
ら
ず　
少
な
か
ら
ず　

悪
し
か
ら
ず
（
や
や
文

語
的
）

～
か
れ
、
～
し
か
れ　
良
か
れ
と
思
つ
て　

事
な
か
れ
主
義
（
形
容

詞
の
命
令
形
）

～
き
、
～
し
き　
高
き　

今
は
亡
き　

良
き　

悪
し
き　

ゆ
ゆ
し
き　

美
し
き　

麗
し
き

～
ざ
る　
招
か
れ
ざ
る　

言
はワ

ざ
る
べ
き
か

～
し　
多
し　

危
ふウ

し　

良
し
悪
し　

時
既
に
遅
し　

恨
め
し
や　

命
短
し
恋
せ
よ
乙
女　

恋
は
や
さ
し
野
辺
の
花
よ
（
歌
詞
の
引
用
）

～
じ　
忘
れ
じ
の

～
す　
君
を
愛
す　

ガ
ル
マ
出
撃
す（
一
）

～
ず　
開
か
ず
の
扉　

な
き
に
し
も
あ
ら
ず
（
や
や
文
語
的
）

～
ぞ　
こ
れ
ぞ　

神
の
み
ぞ
知
る

～
た
し　
来
ら
れ
た
し

～
た
ら
ん　
紳
士
た
ら
ん

～
た
れ　
堂
々
た
れ
（
形
容
動
詞
の
命
令
形
）

～
つ
、
～
つ
つ　
持
ち
つ
持
た
れ
つ　

抜
き
つ
抜
か
れ
つ　

組
ん
づズ

解
れ
つ　

 

行
き
つ
戻
り
つ　

行
き
つ
つ
（
や
や
文
語
的
）

～
ど
も
（
ど
）　
言
へエ

ど
も　

行
け
ど
も　

押
せ
ど
も
引
け
ど
も

～
な
か
れ　
驚
く
な
か
れ　

事
な
か
れ
主
義

～
な
る　
主
な
る　

い
か
な
る　

必
要
な
る

～
な
れ　
永
遠
な
れ
（
形
容
動
詞
の
命
令
形
）

～
ぬ　
良
か
ら
ぬ　

少
な
か
ら
ぬ　

え
も
言
はワ

れ
ぬ

未
然
形
＋
ば　
す
き
あ
ら
ば　

言
はワ

ば　

さ
ら
ば　

通
ら
ば
リ
ー
チ

～
べ
か
ら
ず　
入
る
べ
か
ら
ず

～
べ
き　
す
べ
き　

論
ず
べ
き

～
べ
く　
な
る
べ
く　

す
べ
く

～
べ
し　
見
る
べ
し　

す
べ
し　

推
し
て
知
る
べ
し

～
ま
じ
き　
あ
る
ま
じ
き　

言
ふウ

ま
じ
き

～
や　
言
はワ

ん
や

～
ゆ
、～
ゆ
る
（
下
二
段
活
用
）　
敵
艦
見
ゆ　

オ
ホ
ー
ツ
ク
に
消
ゆ

　

燃
ゆ
る
本
能
寺

～
れ
り　
時
は
来
た
れ
り　

こ
こ
に
極
ま
れ
り

　

な
ほ
、
次
の
言
葉
は
公
用
文
や
学
校
教
育
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
の

口
語
文
で
は
避
け
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
歴れ
つ
きと

し
た
口
語
表
現
で
す
。

文
語
で
は
「
～
し
む
」「
～
せ
し
む
」「
～
せ
ら
る
」
に
な
り
ま
す
。

～
し
め
る　
死
に
至
ら
し
め
る（

一
）　

艦
隊
攻
撃
を
行
はワ

し
め
る（
一
）

漢
語
＋
せ
し
め
る　
活
動
せ
し
め
る　

想
起
せ
し
め
る

漢
語
＋
せ
ら
れ
る　
観
察
せ
ら
れ
る　

活
用
せ
ら
れ
る
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の
は
止
め
て
専
門
家
だ
け
に
任
せ
よ
う
」
と
な
る
と
、
私
は
反
対
で

す
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
や
う
に
、
日
常
の
文
章
を
新
字
新
か
な
口

語
文
で
書
く
私
達
現
代
人
で
さ
へ
、
文
語
体
か
ら
完
全
に
逃
げ
る
事

は
事
実
上
出
来
ま
せ
ん
。
私
達
が
現
代
の
日
常
生
活
で
も
実
は
文
語

体
を
頻
繁
に
使
つ
て
ゐ
る
と
な
る
と
、
専
門
家
ほ
ど
の
知
識
は
必
要

な
い
と
し
て
も
、
基
礎
知
識
が
あ
る
に
越
し
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
記
事
で
例
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
こ
れ
で
も
現
代
語
で
馴
染

み
深
い
文
語
表
現
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
他
に
も
な
い

か
、
皆
さ
ん
も
是
非
お
探
し
下
さ
い
。
中
学
高
校
時
代
に
古
文
の
授

業
で
一
生
懸
命
学
ん
だ
「
文
語
の
用
言
の
活
用
」
な
ど
の
知
識
が
、

実
は
身
近
な
日
常
の
言
葉
に
も
生
き
て
ゐ
る
事
に
き
つ
と
驚
く
事
で

せ
う
。

　

最
後
に
、
こ
の
記
事
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
短
文
投
稿
サ
イ
ト

「
ツ
イ
ッ
タ
ー
」
で
「
こ
れ
は
口
語
文
で
も
よ
く
使
ふ
文
語
表
現
で

は
」
と
思
は
れ
る
言
葉
を
、
い
ろ
い
ろ
な
方
に
教
へ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
（
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
「
＃
口
語
に
混
ぜ
た
い
文
語
表
現
」
で
検
索

可
能
）。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

一
）
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
「
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
」
よ
り
引
用
。

𛀄　
阿　

あ

𛀆　
以　

い

𛀙　
可　

か

𛀬　
久　

く

𛀸　
古　

こ

𛀿　
左　

さ

𛁈　
志　

し

𛁛　
楚　

そ

■■
あ
な
た
も
変
体
仮
名
が
読
め
る

　

古
文
書
の
変
体
仮
名
を
覚
え
る
の
は
大
変
で
す
が
、
街
中
の

看
板
や
の
れ
ん
に
限
定
す
る
な
ら
、
こ
れ
だ
け
覚
え
れ
ば
大
半

が
読
め
ま
す
。
皆
さ
ん
も
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。（
押
）

※IPAmj明朝フォント（無料）に変体仮名が入つてゐます。
（文字コードはU+1B002 ～ U+1B11Eです）
ご興味のある方はお試し下さい。
https://mojikiban.ipa.go.jp

𛁟　
多　

た

𛁻　
登　

と

𛂁　
奈　

な

𛂦　
者　

は

𛂱　
婦　

ふ

𛂶　
遍　

へ

𛃅　
満　

ま



31 現代かなづかい前史

現
代
か
な
づ
か
い
前
史

押
井
德
馬

国
語
問
題
特
輯

①
「
ど
う
し
て
歴
史
的
仮
名
遣
は
同
じ
イ

の
音
が
『
い
』『
ひ
』『
ゐ
』
と
、三
つ
の
書

き
方
に
分
か
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
一

つ
に
ま
と
め
た
現
代
仮
名
遣
い
の
方
が
わ

か
り
や
す
い
の
に
」

②
「
現
代
仮
名
遣
い
の
『
じ
・
ぢ
』『
ず
・
づ
』『
お
・

を
』
な
ど
の
書
き
分
け
と
、
発
想
は
同
じ
で
す
。『
無

駄
な
骨
折
り
』
で
は
な
く
『
言
葉
の
組
合
せ
が
わ
か
り

や
す
い
』『
言
葉
を
見
分
け
や
す
い
』
な
ど
、
き
ち
ん

と
意
味
が
あ
る
ん
で
す
」

③
「
そ
れ
な
ら
、『
ゐ
』『
ゑ
』
が
現
代
仮
名
遣
い
に
な
く
て
、

『
ぢ
』『
づ
』『
を
』
が
現
代
仮
名
遣
い
に
あ
る
の
は
ど
う
し
て
？
」

④
「
不
思
議
で
す
ね
。

実
は
『
ゐ
』『
ゑ
』
だ
け
で
な
く
、

『
ぢ
』『
づ
』『
を
』
も
無
く
な
る
危
機
に
あ
っ
た
の
で
す
よ
。

現
代
か
な
づ
か
い
は
、
実
は
明
治
時
代
か
ら
の
試
作
を
重
ね
て

出
来
た
も
の
な
の
で
す
」

～
ゐ
・
ゑ 
が
捨
て
ら
れ

ぢ
・
づ
・
を 
が
残
っ
た
～

現
代
か
な
づ
か
い
前
史
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■■
前
島
密
と
漢
字
廃
止
論

　

江
戸
時
代
末
期
、
前
島
密
（
近
代
郵
便

制
度
の
父
と
呼
ば
れ
、
一
円
切
手
の
肖
像

に
も
な
っ
た
）
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
清

の
衰
退
は
難
解
な
漢
字
の
た
め
と
し
、
日
本
は
漢
字
を
廃
止
す
べ
き

だ
と
す
る
「
漢
字
御
廃
止
之
議
」
を
将
軍
・
徳
川
慶
喜
に
提
出
し
ま

し
た
。

■■
明
治
政
府
に
よ
る
普
通
教
育
開
始

　

政
府
が
国
語
表
記
の
標
準
を
決
め
て
学
校
教
育
で
の
普
及
を
図
る

時
代
が
到
来
し
ま
し
た
。
当
初
は
、
大
筋
は
こ
れ
ま
で
通
り
の
か
な

や
漢
字
や
仮
名
遣
で
し
た
。
大
き
く
変
更
す
る
理
由
が
特
に
な
か
っ

た
か
ら
で
す
。

■■
漢
字
廃
止
と
仮
名
遣
表
音
化
で
「
国
語
の
近
代
化
」
？

　

日
本
人
が
驚
い
た
西
洋
の
文
明
の
一
つ
が
、
手
早
く
綺
麗
に
文
章

を
書
け
る
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
し
た
。
し
か
し
漢
字
は
数
が
多
く
て
、

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
鍵
盤
で
打
つ
事
が
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
覚

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
字
も
西
洋
の
言
葉
よ
り
多
く
て
時
間
が
掛

か
り
ま
し
た
。「
中
国
の
文
字
を
無
く
し
て
、
純
粋
な
日
本
の
言
葉

に
す
る
」
事
が
一
部
の
人
の
悲
願
と
な
り
、
活
発
な
運
動
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　

漢
字
を
無
く
す
と
、
こ
れ
ま
で
漢
字
に
隠
れ
た
仮
名
遣
が
表
に
出

て
来
ま
す
。
こ
れ
も
「
覚
え
る
手
間
が
掛
か
る
」
か
ら
と
、「
か
な
の

書
き
分
け
を
や
め
て
、
現
代
語
の
発
音
を
元
に
し
た
か
な
の
書
き
方

に
す
る
」
事
を
求
め
る
声
が
上
が
る
様
に
な
り
ま
し
た
。

■■
字
音
棒
引
仮
名
遣

　

そ
ん
な
風
潮
の
中
、
明
治
末
期
に
、
学
校
教
科
書
で
は
漢
語
の
仮

名
遣
の
み
表
音
式
（
和
語
は
歴
史
的
仮
名
遣
の
ま
ま
）
の
教
科
書
が

作
ら
れ
、
数
年
間
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
伸
ば
す
音
を
「
ー
」
で
書
く

の
が
不
評
で
、
以
後
の
仮
名
遣
改
定
案
で
は
、
教
訓
か
ら
か
「
ー
」

を
見
な
く
な
り
ま
し
た
。

「尋常小学読本七」明治36(1903)
「てふてふ」でないのに注目！



41 言葉の履歷　――豫言と預言――

言
葉
の
履
歷　

―
―
豫
言
と
預
言
―
―

平
頭
通

國
語
問
題
特
輯

最
初
に
、
持
論
の
展
開
に
先
立
つ
て
『
廣
辭
苑
』（
広
辞
苑
）
第

七
版
に
於
け
る
【
預
言
】
の
意
味
を
見
て
み
ま
せ
う
。

［
宗
］（prophecy

） 

キ
リ
ス
ト
教
や
啓
示
宗
教
で
、
神
か
ら
預
け

ら
れ
た
言
葉
を
人
々
に
伝
え
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
言
葉
。
倫
理

的
勧
告
や
回
心
の
呼
び
か
け
も
含
む
。

　

宗
敎
的
な
意
味
が
色
濃
く
出
て
ゐ
ま
す
が
、
其
處
に
「
あ
ら
か
じ

め
」
に
該
當
す
る
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
か
う
な
つ
た
。

其
の
邊
り
の
事
情
を
少
し
く
詳
し
く
解
說
し
て
み
た
の
が
今
回
の
論

述
と
な
り
ま
す
。
宜
し
く
お
願
ひ
し
ま
す
。

　
　
　
　

―
―

　

で
は
、
取
つ
掛
り
を
得
る
爲
め
に
『
支
那
文
を
讀
む
爲
の
漢
字
典
』

を
紐
解
く
と
し
ま
す
。【
豫
】
の
字
は
豕
部
に
在
り
ま
す
。「
●
安
樂

な
り
。『
逸
豫
』『
暇
豫
』
の
如
し
。 

●
早
な
り
。
事
に
先
ん
じ
て
戒

備
す
る
な
り
。
中
庸
、『
凡
事
豫
則
立
。』
云
々
。 

◎
（
說
三
六
九
）」。

【
預
】
の
字
は
頁
部
に
在
り
ま
す
。「
●
『
豫
』
と
同
じ
。『
豫
備
』
は

亦
た
『
預
備
』
に
も
作
り
、『
遊
豫
』
は
亦
た
『
遊
預
』
に
も
作
る
。 

●
『
與
』
と
通
ず
。『
干
預
』『
參
預
』
の
如
し
。 

◎
（
說
三
二
四
）」。

「
預
」
の
字
は
「
豫
」
や
「
與
」
の
字
の
代
用
で
使
へ
る
や
う
に
讀
め

ま
す
。
で
は
、【
與
】
の
字
も
調
べ
て
み
ま
す
。「
●
參
預
な
り
。『
與

聞
其
事
』
の
如
し
。 

◎
（
說
六
六
）」。
序
で
に
【
言
】
も
調
べ
て
お

き
ま
せ
う
。「
●
口
が
聲
を
發
し
以
て
意
思
を
す
る
所
の
者
な
り
。

自
ら
言
ふ
を
言
と
い
ひ
、
答
述
す
る
を
語
と
い
ふ
。 

◎
（
說
五
六
）」。
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と
云
ふ
事
で
、
全
て
の
文
字
に
就
い
て
調
べ
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

此
處
で
解
る
事
は
、
全
て
の
文
字
が
許
愼
著
の
『
說
文
解
字
』
に

揭
載
さ
れ
て
ゐ
る
文
字
で
あ
る
と
云
ふ
事
と
、「
預
」
は
ど
う
や
ら
代

用
字
ッ
ぽ
い
事
ぐ
ら
ゐ
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
次
の
段
階
と
し
て
、『
說
文
解
字
』（
說
文
）
に
ど
う
揭
載

さ
れ
て
あ
る
か
を
見
て
み
よ
う
か
と
思
ひ
ま
す
。【
豫
】
は
九
下
象

部
に
「
象
之
大
者
賈
侍
中
說
不
害
於
物
从
象
予
聲
羊
茹
切
〓
古
文
」、

【
預
】
は
九
上
頁
部
に
「
安
也
案
經
典
通
用
豫
从
頁
未
詳
羊
洳
切
」、

【
與
】
は
、
三
上
舁
部
に
「
黨
與
也
从
舁
从
與
餘
呂
切
〓
古
文
與
」、
序

で
に
【
言
】
は
三
上
言
部
に
「
直
言
曰
言
論
難
曰
語
从
口
䇂
聲
凡
言

之
屬
皆
从
言
語
軒
切
」と
夫
々
說
明
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。「
豫
」と「
與
」

と
に
つ
い
て
は
、「
古
文
」
の
例
が
揭
載
さ
れ
る
程
の
古
い
文
字
で
あ

る
の
が
解
り
ま
す
。
對
し
て
、「
預
」
に
つ
い
て
は
「
頁
に
從
ふ
の
は

解
ら
な
い
」
み
た
い
な
說
明
を
し
て
ゐ
る
や
う
に
も
讀
め
ま
す
。
此

の
點
は
後
で
も
う
一
度
出
し
ま
す
。「
安
也
」
は
「
豫
」
の
字
の
「
安

樂
」
と
同
じ
意
味
と
見
る
べ
き
で
せ
う
。
又
、「
古
文
」
の
や
う
な
例

も
見
ら
れ
な
い
の
で
然さ

程ほ
ど

古
い
文
字
で
は
な
さ
ゝ
う
で
す
。

　

更
に
遡
つ
て
み
ま
せ
う
。
甲
骨
文
の
用
例
は
無
い
か
と
調
べ
た
の

で
す
が
、「
言
」
以
外
は
皆
無
。
金
文
に
至
つ
て
や
つ
と
「
與
」
の
用

例
が
見
ら
れ
る
や
う
な
有
樣
で
す
。
ま
あ
、
朽
ち
果
て
ず
に
殘
つ
た

記
錄
が
偶
々
今
の
世
に
現
は
れ
た
と
思
へ
ば
、
今
記
錄
が
見
出
せ
な

い
と
し
て
も
其
の
文
字
が
當
時
使
は
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
は
言
へ
ま

せ
ん
。
私
が
思
ふ
に
、「
豫
」
や
「
與
」
の
字
が
先
づ
出
來
て
其
の
後
、

各
々
の
代
用
字
と
し
て
「
預
」
の
字
が
使
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。

さ
う
し
て
、
許
愼
が
說
文
を
書
い
た
後
漢
の
頃
（
二
世
紀
の
邊
り
）

迄
に
は
關
聯
す
る
全
て
の
文
字
が
出
揃
つ
た
の
だ
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　

―
―

　

文
字
の
履
歷
に
つ
い
て
は
此
の
邊
に
し
て
、「
豫
言
」
や
「
預
言
」

の
語
の
出
典
に
就
い
て
調
べ
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
。「
豫
言
」
に

就
い
て
は
比
較
的
簡
單
に
調
べ
る
事
が
で
き
ま
し
た
。
例
へ
ば
『
新

漢
語
林
』
で
は
次
の
や
う
に
說
明
し
ま
す
。「
(1)
未
来
の
こ
と
を
予

測
し
て
い
う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
ば
。
(2)
［
国
］

か
ね
ご
と

約

束
の
こ
と
ば
。
前
言
」。 

で
、
色
々
な
漢
和
辭
典
を
調
べ
て
、
幾
つ

か
用
例
を
見
出
す
事
が
で
き
ま
し
た
。『
漢
書
』
の
谷
永
傳
に
「
臣
永

所
以
破
膽
寒
心
豫
言
之
累
年
」、
訓
讀
し
て
「
臣
永
膽
ヲ
破
リ
心
ヲ
寒

ウ
シ
之
ヲ
豫
言
シ
テ
年
ヲ
累
ヌ
ル
所
以
ナ
リ
」。『
後
漢
書
』
の
申
屠

剛
傳
に
「
夫
未
至
豫
言
、
固
常
爲
虛
、
及
其
已
至
、
又
無
所
及
」、『
魏

志
』
の
陳
思
王
植
傳
に
「
兵
者
不
可
豫
言
」
と
三
例
程
が
見
ら
れ
ま

す
。
中
で
も
『
漢
書
』
と
『
後
漢
書
』
と
の
用
例
が
所
々
に
散
見
さ

れ
ま
す
か
ら
、「
豫
言
」
の
語
の
出
典
は
先
を
取
つ
て
『
漢
書
』
の
谷

永
傳
に
し
て
も
何
ら
問
題
無
い
と
判
斷
で
き
ま
す
。

　

續
い
て
「
預
言
」
の
出
典
に
就
い
て
で
す
が
、
此
方
は
結
构
梃て
こ

摺ず
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事
業
休
止
！　

ど
う
な
る
「
契
冲
」
？

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

「
契
冲
」
の
抱
へ
る
問
題

大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
り
ま
す
。「
最
新
の
Ｐ
Ｃ
で
の
使
用
に

制
約
が
あ
る
」
事
と
「
開
發
元
が
事
業
休
止
し
た
事
」
で
す
。

　

後
者
か
ら
先
に
說
明
す
る
と
、
開
發
元
の
申
申
閣
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
（http://w

w
w

5a.biglobe.ne.jp/~keichu/

）
で
、「
誠
に
申

し
譯
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
事
業
主
の
市
川
浩
は
骨
折
で
入
院
中
で
あ

り
、
高
齡
で
あ
る
こ
と
か
ら
事
業
繼
續
が
困
難
と
な
り
ま
し
た
の
で
、

事
業
を
停
止
い
た
し
ま
す
。
長
年
の
ご
愛
顧
あ
り
が
とマ
マ

う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
２
０
１
８
年
２
月
２４
日
）」
と
突
然
の
發
表
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
だ
け
な
ら
誰
か
が
こ
の
ソ
フ
ト
を
單
に
引
き
繼
げ
ば
良
い
の

で
す
が
、
も
う
一
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。「
契
冲
」
は
、
管
理
工
學

硏
究
所
に
よ
り
作
ら
れ
た
か
な
漢
字
變
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
松
茸
」（
最

終
版
は
一
九
九
九
年
）
に
獨
自
の
「
か
な
漢
字
變
換
辭
書
」「
文
法
辭

書
」
を
載
せ
た
も
の
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
側
の
設
計
が
古
く
、
最
新
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
で
は
使
用
出
來
な
い
事
が
あ
る
（
具
體
的
に

は
、
6４
ビ
ッ
ト
版
ソ
フ
ト
で
日
本
語
入
力
出
來
な
い
）
の
で
す
。

　

餘
談
な
が
ら
、「
マ
ッ
ク
」「iPhone

」「iPad

」「
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
」
等
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
以
外
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
も
對
應
し
て
ゐ

ま
せ
ん
。「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
正
字
正
か
な
入
力
し
た
い
」

と
云
ふ
若
者
の
聲
を
最
近
よ
く

聞
く
の
で
、「
契
冲
」
が
對
應
し

て
く
れ
れ
ば
ど
ん
な
に
良
い
だ

ら
う
、
と
私
も
思
ひ
ま
す
。
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「
契
冲
」
を
最
新
の
Ｐ
Ｃ
で
活
か
し
た
い

　

開
發
元
の
事
業
休
止
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
、「
こ
の
ま
ま
無
く
な

つ
て
し
ま
ふ
に
は
あ
ま
り
に
も
惜
し
い
」
と
思
つ
た
人
も
多
い
で
せ

う
。
私
も
そ
の
一
人
で
す
。「
契
冲
」
は
、
戰
前
の
國
語
教
育
の
現
役

世
代
が
作
成
し
た
變
換
辭
書
で
、
國
語
改
革
前
の
時
代
の
言
葉
選
び

の
細
か
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が
詰
ま
つ
て
ゐ
る
の
が
気
に
入
つ
て
、
私
も
愛

用
し
て
ゐ
ま
す
。
さ
て
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
ソ
フ
ト
の
ま
ま
引
き
繼
ぐ
と
云
ふ
の
も
一
つ

の
方
法
で
す
。
し
か
し
、「
契
冲
」
で
日
本
語
入
力
出
來
な
い
6４
ビ
ッ

ト
版
ソ
フ
ト
が
主
流
に
な
る
時
代
は
遲
か
れ
早
か
れ
來
ま
す
。
出
來

れ
ば
、
そ
の
前
に
新
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
對
應
が
濟
ん
で
ゐ
る

の
が
理
想
的
で
す
。

　

そ
れ
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
現
在
の
「
契
冲
」
の
使
用
す
る

か
な
漢
字
變
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
松
茸
」
の
部
分
が
6４
ビ
ッ
ト
版
ソ
フ

ト
に
對
應
し
た
最
新
版
に
な
つ
て
く
れ
る
事
が
必
要
で
す
。

「
松
茸
」
の
64
ビ
ッ
ト
版
は
出
な
い

　

し
か
し
、
管
理
工
學
硏
究
所
は
か
な
漢
字
變
換
シ
ス
テ
ム
の
開
發

を
約
二
十
年
前
に
終
了
し
て
を
り
、
最
新
版
の
出
る
氣
配
は
全
く
あ

32 ビット版ウィンドウズ PC

64 ビット版ウィンドウズ PC

32 ビット版ソフト
との橋渡しプログラム

32 ビット版「松茸」
（かな漢字變換ソフト）

32 ビット版「ワード」
（ワープロソフト）

64 ビット版の
かな漢字變換ソフト

64 ビット版「ワード」
（ワープロソフト）

32 ビット版「松茸」
（かな漢字變換ソフト）

32 ビット版「ワード」
（ワープロソフト）

×
←今後主流に

←松茸はない

←「契冲」はこのソフトを利用

※コンピュータの中身は、「一の位、二の位、四の位、
八の位……の各桁に一つだけ珠のあるそろばん」の
やうなものです。32 個珠があるのが 32 ビット、64
個なら 64 ビットで、より多くの數を計算出來ます。

キーボード

キーボード
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五
月
三
十
日

絲

詩

暑
い
五
月
の
日

靑
い
若
葉
の
搖
れ
る
下

君
と
語
つ
た
都
市
の
死
と

舌
で
と
か
し
た
ラ
ズ
ベ
リ
ィ

そ
の
甘
い
事
、
そ
の
編あ
ま

い
事

ま
た
春き
み

が
來
る
ま
で　

今
は
冬
籠
り

 『五月三十日』は、著作權及び關聯する權利を抛棄してゐます。
詳しくは以下をご參照下さい。
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
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う
ま
い
韓
国
中
華
――
丑
の
日
の
鶴
橋

明
日
槇
悠

随
　
　
筆

　

平
成
最
後
の
夏
は
、
ま
る
で
災
害
の
メ
ド
レ
ー
の
や
う
で
あ
っ
た
。

大
阪
の
北
部
に
起
こ
っ
た
震
度
六
弱
の
地
震
を
皮
切
り
に
、
連
日
の

豪
雨
が
土
砂
崩
れ
や
浸
水
を
引
き
起
こ
し
、
西
日
本
で
二
百
名
以
上

の
死
者
を
出
し
た
後
、
や
っ
と
日
の
目
が
射
し
た
か
と
思
へ
ば
、
四

十
度
に
達
す
る
酷
暑
が
つ
づ
き
、
熱
中
症
の
罹
患
者
を
膨
大
に
増
加

さ
せ
た
。

　

そ
ん
な
今
年
の
七
月
二
十
日
は
土
用
の
丑
の
日
で
あ
る
。
強
暴
な

日
照
り
に
負
け
ぬ
た
め
に
も
、
精
の
つ
く
も
の
を
食
べ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
懐
の
淋
し
い
国
民
に
向
け
て
も
提
供
で
き
る
や
う
、
様
々

な
店
舗
が
う
な
ぎ
を
格
安
で
販
売
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
始
め
て
ゐ

る
。
し
か
し
う
な
ぎ
は
絶
滅
危
惧
種
で
あ
る
。
立
場
の
弱
い
我
々
と

ど
こ
か
同
族
め
く
。
後
の
世
に
う
な
ぎ
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
に
は
、
う

な
ぎ
を
模
し
た
練
り
物
を
食
す
か
、
ど
う
し
て
も
う
な
ぎ
が
食
べ
た

け
れ
ば
、
格
安
で
叩
き
売
ら
ず
、
仕
入
先
も
怪
し
く
な
い
専
門
店
へ

行
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
。
し
か
し
今
回
の
主
題
は

う
な
ぎ
で
は
な
い
。

　

同
日
、
午
後
六
時
。
梅
田
の
紀
伊
國
屋
書
店
は
岩
波
文
庫
の
棚
の

前
に
、
ひ
と
り
の
青
年
が
立
っ
て
ゐ
た
。
青
レ
ン
ズ
の
丸
い
サ
ン
グ

ラ
ス
を
掛
け
て
ゐ
る
彼
は
、
今
日
の
た
め
に
待
ち
合
は
せ
て
ゐ
た
筆

者
の
友
人
の
白
玉
氏
で
あ
る
。
彼
は
中
国
籍
で
、
堅
気
で
は
な
い
と

い
ふ
話
だ
が
ど
こ
ま
で
本
当
か
知
ら
な
い
。
彼
が
突
然
、「
韓
国
流

の
中
華
料
理
が
食
べ
た
い
」
と
言
ひ
出
し
て
、
鶴
橋
の
店
に
筆
者
も

連
れ
て
行
っ
て
も
ら
へ
る
こ
と
に
な
っ
た
日
が
た
ま
た
ま
土
用
の
丑

の
日
だ
っ
た
。
そ
ん
な
経
緯
で
、
今
宵
は
白
玉
君
が
鶴
橋
の
案
内
人

で
あ
る
。

　

Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
へ
向
か
ふ
道
す
が
ら
、
彼
に
尋
ね
た
。

―
―
な
ぜ
ま
た
、
韓
国
の
中
華
な
ん
で
す
か
？
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「
僕
は
朝
鮮
系
で
ね
。
ソ
ウ
ル
に
ゐ
た
頃
、
食
べ
た
中
華
料
理
が
、

『
こ
れ
こ
れ
』っ
て
い
ふ
味
付
け
だ
っ
た
ん
だ
。
舌
に
馴
染
ん
だ
っ
て

い
ふ
の
か
な
。
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ー
麺
の
黒
さ
が
恋
し
く
な
っ
た
」

―
―
今
日
向
か
ふ
お
店
に
は
、
よ
く
行
く
？

「
い
や
、
初
め
て
。
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
。
鶴
橋
に
行
っ
た
こ
と
は
あ

る
け
ど
」

　

鶴
橋
は
大
き
な
コ
リ
ア
・
タ
ウ
ン
で
有
名
で
あ
る
。
日
本
の
内
で

も
か
な
り
韓
国
文
化
の
色
濃
い
場
所
だ
。
韓
国
に
は
伏ポ
ン

日ナ
ル

と
い
ふ
行

事
が
あ
る
。
土
用
の
丑
と
同
じ
く
、
五
行
思
想
に
基
づ
く
三
伏
（
初

伏
、
中
伏
、
末
伏
）
の
日
を
選
ん
で
、
厳
し
い
暑
さ
を
乗
り
越
え
る

べ
く
、
滋
養
の
あ
る
も
の
を
食
べ
て
英
気
を
養
ふ
た
め
の
日
で
あ
る

と
い
ふ
。
丑
の
日
の
う
な
ぎ
に
相
当
す
る
伏
日
の
定
番
は
参サ
ム

鶏ゲ

湯タ
ン

だ

さ
う
だ
。

　

本
日
は
今
年
の
初
伏
を
三
日
過
ぎ
て
ゐ
る
。
し
か
も
食
べ
る
も
の

は
「
う
」
も
つ
か
な
い
中
華
料
理
と
い
ふ
こ
と
で
、
丑
の
日
に
も
伏

日
に
も
掛
か
ら
な
い
。
し
か
し
滋
養
に
富
む
の
は
確
か
だ
し
、
多
様

な
国
の
文
化
が
絡
み
合
っ
て
ゐ
て
乙
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
筆
者
は

考
へ
た
。
こ
の
厳
し
い
環
境
を
、
鶴
橋
の
人
々
は
ど
の
や
う
に
凌
い

で
ゐ
る
の
か
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
目
の
当
た
り
に
し
た
儘
に
記

さ
う
。

―
―
昼
は
何
を
食
べ
ま
し
た
？　

僕
は
「
う
な
次
郎
」
だ
け
ど
。

「
う
ど
ん
に
し
た
。
昨
日
か
ら
あ
ま
り
食
へ
て
な
く
て
さ
、
楽
し
み

に
し
て
た
け
ど
不
味
か
っ
た
よ
」

―
―
さ
う
。
こ
っ
ち
も
夏
バ
テ
防
止
に
な
る
か
と
思
っ
た
ら
、
こ
こ

へ
来
る
前
に
頭
が
フ
ラ
フ
ラ
し
て
き
ち
ゃ
っ
て
、
し
ば
ら
く
休
ま
な

い
と
い
け
な
か
っ
た
。

「
う
な
ぎ
ぢ
ゃ
な
い
か
ら
ぢ
ゃ
な
い
」

　

そ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
言
葉
を
交
は
す
ほ
ど
、
我
々
は
暑
熱
に
や
ら

れ
て
ゐ
た
。

　

外
回
り
の
環
状
線
に
乗
っ
て
、
午
後
六
時
四
十
分
、
鶴
橋
駅
に
降

り
た
。
気
温
三
十
度
。
や
う
や
く
日
が
翳
り
、
雲
が
出
て
ゐ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
だ
い
ぶ
過
ご
し
や
す
く
な
っ
た
時
間
帯
で
あ
る
。

　

少
し
構
内
や
駅
周
辺
を
見
て
回
る
と
、
暗
く
な
り
か
け
た
高
架
下

や
商
店
街
の
せ
せ
こ
ま
し
く
乱
雑
な
雰
囲
気
が
異
国
的
に
迫
っ
て
き

て
魅
力
を
感
じ
た
。
い
さ
さ
か
陳
腐
な
発
想
だ
が
、
映
画
『
ブ
レ
ー

ド
ラ
ン
ナ
ー
』
の
冒
頭
に
出
て
く
る
う
ど
ん
屋
で
も
あ
り
さ
う
な
場

所
だ
と
思
ひ
起
こ
し
た
。

　

中
央
改
札
口
を
出
た
先
の
千
日
前
通
を
渡
り
、
環
状
線
の
高
架
橋

沿
ひ
に
あ
る
駅
前
商
店
街
を
行
き
、
数
軒
過
ぎ
た
左
手
の
看
板
に
、

目
当
て
の
店
の
名
が
す
ぐ
見
つ
か
っ
た
。
駅
か
ら
徒
歩
五
分
の
「
王ワ
ン

짜チ
ャ

장ジ
ャ
ン」。

店
先
の
簾
に
は
料
理
メ
ニ
ュ
ー
の
一
覧
や
、
食
事
を
し
て

ゐ
る
人
々
の
写
真
が
飾
ら
れ
て
ゐ
る
。（
後
で
知
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

こ
れ
は
店
の
料
理
に
舌
鼓
を
う
っ
て
ゐ
る
人
た
ち
で
は
な
く
、
ど
う
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歩
み
の
念

文
：
明
日
槇
悠

小
　
　
説

　
　
　

三

面つ
ら

向む

け
て
あ
く
び
の
平へ
い

左ざ

百さ
る
す
べ
り

日
紅

「
ふ
わ
ー
あ
、
疲つ
か

れ
た
疲つ
か

れ
た
。
も
う
二に

、
三さ
ん

日に
ち

は
休や
す

ん
で
ゐ
た
い

や
」

「
お
疲つ
か

れ
様さ
ま

」

「
千ち

禰ね

ち
ゃ
ん
も
ご
苦く

労ら
う

さ
ん
。
女を
ん
なの
子こ

に
ゃ
酷こ
く

だ
ね
。
ほ
ら
、
手て

に
豆ま
め

が
で
き
ち
ゃ
っ
た
よ
」

「
私わ
た
しは

で
き
て
ま
せ
ん
よ
。
ほ
ら
」

「
あ
れ
ぁ
、
ほ
ん
と
だ
。
ピ
カ
ー
ッ
と
白し
ろ

い
ま
ん
ま
。
見み

か
け
に
よ

ら
ず
丈
ぢ
や
う

夫ぶ

だ
な
あ
」

「
若わ
か

彦ひ
こ

さ
ん
こ
そ
、
意い

外ぐ
わ
いに

華き
や

奢し
や

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
気き

品ひ
ん

も
お
あ

り
だ
し
、
も
し
や
、
相さ
う

当た
う

に
良い

い
と
こ
の
お
坊ぼ
つ

ち
ゃ
ま
な
の
で
は
」

「
な
、
何な
に

言い

っ
て
や
ん
で
ぇ
。
お
、
俺お
れ

が
お
坊ぼ

ッ
ち
ゃ
ん
だ
っ
て
？　

そ
ん
な
訳わ
け

が
あ
る
も
ん
か
い
。
一い
つ

体た
い

な
ん
の
根こ
ん

拠き
よ

が
あ
っ
て
…
…
」

「
履は
き

物も
の

を
見み

れ
ば
分わ
か

り
ま
す
よ
」

「
ん
？
」

　

思お
も

は
ず
下し
た

を
向む

い
た
、
け
れ
ど
も
靴く
つ

の
あ
る
筈は
ず

が
な
い
。
こ
こ
は

下し
た

町ま
ち

の
宿や
ど

、
そ
れ
ぞ
れ
の
部へ

屋や

か
ら
起お

き
出で

て
き
て
顔か
ほ

を
合あ
は

せ
た
ば

か
り
の
朝あ
さ

の
縁え
ん

側が
は

で
あ
る
。

「
そ
ん
な
に
温ぬ
く

々ぬ
く

と
履は

い
て
た
か
な
」

「
他ほ
か

に
も
あ
り
ま
す
よ
。
元も
と

々も
と

遊い
う

学が
く

を
な
さ
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
の
も

さ
う
だ
し
、
そ
れ
か
ら
こ
の
旅た
び

を
気き

前ま
へ

よ
く
ポ
ン
と
決き

め
ら
れ
た
の

も
」
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「
お
客き
や
くさ
ん
お
客き
や
くさ
ん
」
と
声こ
ゑ

が
掛か

か
っ
た
。

「
い
い
草ざ
う

履り

を
買か

っ
た
ね
。
つ
い
で
に
傘か
さ

も
見み

て
い
き
な
よ
」

　

傘か
さ

屋や

の
店み
せ

先さ
き

に
は
番ば
ん

傘が
さ

、
蛇じ
や

の
目め

傘が
さ

、
唐か
ら

傘か
さ

以い

外ぐ
わ
いに
も
蝙か
う
も
り蝠
傘が
さ

が
、

同ど
う

心し
ん

円ゑ
ん

状じ
や
うの

生き

地ぢ

を
表お
も
ての

通と
ほ

り
に
向む

け
て
華は
な

や
か
に
広ひ
ろ

げ
ら
れ
て
ゐ

る
。

「
こ
ん
な
い
い
天て
ん

気き

に
よ
く
か
う
も
開ひ
ら

く
気き

に
な
れ
た
も
ん
だ
ね
。

傘か
さ

に
用よ
う

は
な
い
よ
」

「
ま
あ
さ
う
言い

は
ず
。
後の
ち

々の
ち

入い

り
用よ
う

に
な
る
か
ら
さ
」

「
そ
の
後の
ち

々の
ち

ま
で
が
邪じ
や

魔ま

だ
」

「
さ
う
手て

間ま

は
取と

ら
せ
ま
せ
ん
。
今い
ま

に
雨あ
め

が
降ふ

る
よ
」

「
降ふ

る
も
ん
か
。
こ
の
快
く
わ
い

晴せ
い

を
見み

ろ
よ
」

「
い
や
。
こ
れ
ぁ
一い
つ

発ぱ
つ

来く

る
ね
」

「
何な

ぜ故
さ
う
言い

ひ
切き

れ
る
」

「
こ
な
ひ
だ
の
大お
ほ

雨あ
め

で
町ま
ち

を
出で

る
た
め
の
橋は
し

が
落お

ち
た
こ
と
、
忘わ
す

れ

た
か
い
？　

お
客き
や
くさ
ん
も
そ
れ
で
足あ
し

止ど

め
を
食く

っ
て
ゐ
る
口く
ち

だ
ら
う
。

笑わ
ら

ふ
や
つ
ほ
ど
よ
く
泣な

く
も
ん
だ
。
人じ
ん

心し
ん

と
天て
ん

気き

は
移う
つ

ろ
ひ
や
す
い

っ
て
、
相さ
う

場ば

が
決き

ま
っ
て
ら
ぁ
。
側そ
ば

に
し
け
た
面つ
ら

し
た
小こ

僧ぞ
う

が
ゐ
た

ん
ぢ
ゃ
、
尚な
ほ

更さ
ら

だ
ね
」

　

と
仕し

舞ま

ひ
に
憎に
く

ま
れ
口ぐ
ち

を
叩た
た

い
た
の
は
、
ど
う
や
ら
少せ
う

年ね
ん

と
顔か
ほ

馴な

染じ
み

で
あ
る
か
ら
ら
し
い
。

「
誰だ
れ

の
こ
と
だ
、
ふ
ざ
け
ん
な
！
」
進し
ん

太た

郎ら
う

が
傘か
さ

屋や

に
食く

っ
て
か
か

る
。

「
ひ
で
え
こ
と
を
言い

ふ
な
ぁ
」

　

若わ
か

彦ひ
こ

が
呆あ
き

れ
て
ゐ
る
と
、
後う
し

ろ
の
通と
ほ

り
を
が
や
が
や
と
町
ち
や
う

人に
ん

が

二ふ
た
り人
、
三さ
ん

人に
ん

、
四よ

人に
ん

と
彼か
れ

が
来き

た
方は
う

角が
く

に
向む

か
っ
て
駈か

け
て
い
く
で

は
な
い
か
。
何な
に

事ご
と

と
お
も
ひ
振ふ

り
向む

く
と
、
絵ゑ

に
描か

い
た
や
う
な
野や

次じ

馬う
ま

が
手て

を
振ふ

っ
た
り
、
指ゆ
び

を
差さ

し
た
り
し
て
左ひ
だ
りか
ら
右み
ぎ

へ
通と
ほ

り
過す

ぎ
て
い
く
中な
か

か
ら
「
事じ

件け
ん

だ
、
事じ

件け
ん

だ
」「
呉ご

服ふ
く

屋や

さ
ん
で
盗ぬ
す

み
が
あ

っ
た
ぞ
」
と
跫
あ
し
お
とに
紛ま
ぎ

れ
て
聞き

こ
え
て
き
た
。

　

思お
も

ふ
よ
り
先さ
き

に
進し
ん

太た

郎ら
う

は
駈か

け
出だ

し
て
ゐ
た
。「
あ
、
お
い
待ま

て
」

と
若わ
か

彦ひ
こ

も
足あ
し

先さ
き

に
引ひ

っ
掛か

け
た
ば
か
り
の
草ざ
う

履り

で
つ
ん
の
め
り
つ
つ
、

脱だ
つ

兎と

の
如ご
と

く
遠と
ほ

の
く
背せ

中な
か

を
追お

っ
か
け
る
。

呉ご

服ふ
く

屋や

か
ん
ざ
し
事じ

件け
ん

　

来き

た
道み
ち

を
戻も
ど

っ
て
行い

っ
た
、
呉ご

服ふ
く

屋や

の
門も
ん

前ぜ
ん

。
既す
で

に
黒く
ろ

山や
ま

の
人ひ
と

だ

か
り
の
出で

来き

て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
入は
ひ

っ
て
い
く
と
、
犇ひ
し

め
く
影か
げ

と
影か
げ

の

向む
か

う
に
呉ご

服ふ
く

屋や

主し
ゆ

人じ
ん

、
総そ
う

之の

丞じ
よ
う

氏し

の
貫
く
わ
ん

禄ろ
く

あ
る
姿す
が
たが
窺う
か
がへ
た
。
そ

の
背は
い

後ご

に
控ひ
か

へ
て
、
押お

し
寄よ

せ
る
憂う
れ

ひ
に
眼め

を
伏ふ

せ
た
可か

憐れ
ん

な
る
令れ
い

嬢ぢ
や
う、
縫ぬ
ひ

の
姿す
が
たも
垣か
い

間ま

見み

え
る
。

　

そ
の
門も
ん

構が
ま

へ
に
も
負ま

け
ぬ
ほ
ど
厳お
ご
そか

な
出い
で

立た

ち
の
総そ
う

之の

丞じ
よ
う

氏し

の

濃こ

い
口く
ち

髭ひ
げ

か
ら
沈ち
ん

着ち
や
くな
言こ
と

葉ば

が
紡つ
む

が
れ
は
じ
め
た
。

「
う
ち
の
店み
せ

に
在ざ
い

す
る
粗そ

忽こ
つ

者も
の

が
軽け
い

率そ
つ

に
も
世せ

間け
ん

の
皆み
な

様さ
ま

に
我わ

が
家や
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の
椿ち
ん

事じ

を
言い

ひ
広ひ
ろ

め
て
し
ま
っ
た
や
う
な
の
で
、
こ
れ
以い

上じ
や
う

出で

鱈た
ら

目め

な
噂う
は
さに
発は
つ
て
ん展
せ
ぬ
や
う
、
私わ
た
しの
方は
う

か
ら
事こ
と

の
次し

第だ
い

を
細さ
い

大だ
い

漏も

ら
さ

ず
正せ
い

確か
く

に
お
伝つ
た

へ
す
る
こ
と
に
致い
た

し
ま
す
。
ま
づ
は
何な
に

が
起お
こ

っ
た
か

を
明あ
き

ら
か
に
し
て
お
き
ま
せ
う
。
婚こ
ん

礼れ
い

を
控ひ
か

へ
た
我わ

が
娘む
す
めの
縫ぬ
ひ

が
、

結ゆ
ひ

納な
う

品ひ
ん

で
あ
る
珊さ
ん

瑚ご

玉だ
ま

の
簪
か
ん
ざ
しを

自じ

宅た
く

で
紛ふ
ん

失し
つ

し
た
の
で
す
。
盗た
う

難な
ん

だ

と
い
ふ
や
う
に
噂う
は
さで

は
出で

回ま
は

っ
て
ゐ
る
か
と
存ぞ
ん

じ
ま
す
が
、
状
じ
や
う

況き
や
うか

ら
い
っ
て
娘む
す
めが
自じ

分ぶ
ん

の
不ふ

注ち
ゆ
う

意い

に
よ
り
失な

く
し
た
と
い
ふ
線せ
ん

も
弱よ
わ

く
、
他ほ
か

の
何な
に

者も
の

か
が
取と

っ
て
行い

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考か
ん
がへ

る
の
が

ま
だ
自し

然ぜ
ん

だ
と
い
ふ
程て
い

度ど

の
事こ
と

だ
と
思お
も

っ
て
頂い
た
だき
た
い
。
続つ
づ

い
て
、

そ
の
状
じ
や
う

況き
や
うと

は
如い

か何
な
る
も
の
だ
っ
た
か
を
ご
説せ
つ

明め
い

致い
た

し
ま
せ
う
」

　

役や
く

者し
や

が
か
っ
て
ゐ
る
ほ
ど
淀よ
ど

み
な
く
、
総そ
う

之の

丞じ
よ
う

氏し

は
仔し
さ
い細
を

縷る

る々

と
述の

べ
た
て
た
。

「
結ゆ
ひ

納な
う

品ひ
ん

の
か
ん
ざ
し
が
紛ふ
ん

失し
つ

し
た
の
が
い
つ
頃ご
ろ

か
は
割わ
り

に
判は
つ
き
り然
し

て
を
り
ま
す
。
う
ち
の
者も
の

は
皆み
な

、
明あ

け
方が
た

に
寺て
ら

町ま
ち

か
ら
聴き

こ
え
て
く

る
鐘か
ね

の
音お
と

を
合あ
ひ

図づ

に
起お

き
出だ

す
の
で
す
。
縫ぬ
ひ

も
そ
の
頃こ
ろ

に
自じ

室し
つ

で
目め

覚ざ

め
、
わ
が
家や

を
去さ

る
日ひ

が
差さ

し
迫せ
ま

り
お
も
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

せ
う
、
起お

き
て
ま
づ
結ゆ
ひ

納な
う

の
包つ
つ
みを
解と

い
て
、
つ
く
づ
く
と
箱は
こ

の
中な
か

の

か
ん
ざ
し
を
眺な
が

め
て
ゐ
た
の
だ
と
い
ひ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
縫ぬ
ひ

は
台だ
い

所ど
こ
ろに
立た

ち
、
然し
か

る
後の
ち

一い
つ

家か

で
朝て
う

食し
よ
くの
席せ
き

に
着つ

き
ま
し
た
。
私わ
た
しも
そ
の

現げ
ん

場ば

は
確た
し

か
に
見み

て
を
り
ま
す
。
そ
し
て
自じ

室し
つ

に
戻も
ど

り
、
も
う
一い
ち

度ど

と
結ゆ
ひ

納な
う

の
包つ
つ
みを
解と

い
て
箱は
こ

を
開あ

け
た
と
こ
ろ
、
珊さ
ん

瑚ご

玉だ
ま

の
か
ん
ざ
し

が
も
う
無な

く
な
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
の
で
す
。
時じ

間か
ん

は
ま
だ
一い
つ

刻こ
く

も
経た

っ
て
ゐ
な
か
っ
た
で
せ
う
。
縫ぬ
ひ

よ
、
こ
れ
で
間ま

違ち
が

ひ
な
い
ね
」

　

確か
く

認に
ん

を
取と

る
総そ
う

之の

丞じ
よ
う

氏し

に
、
縫ぬ
ひ

は
哀か
な

し
み
の
余あ
ま

り
言こ
と

葉ば

を
失
う
し
な

っ

た
も
の
か
、
微か
す

か
に
慄ふ
る

へ
な
が
ら
、
こ
く
り
と
頷う
な
づい

た
の
み
だ
っ
た
。

「
世せ

間け
ん

で
は
盗た
う

難な
ん

事じ

件け
ん

と
喧け
ん

伝で
ん

さ
れ
て
を
る
や
う
で
す
が
、
仮か
り

に
盗ぬ
す

み
で
あ
っ
た
に
も
せ
よ
、
娘む
す
めの

結ゆ
ひ

納な
う

品ひ
ん

を
持も

ち
去さ

っ
た
の
は
よ
そ
の

泥ど
ろ

棒ば
う

で
は
な
く
こ
の
家い
へ

の
内う
ち

に
ゐ
る
者も
の

だ
ら
う
と
私わ
た
しは

考か
ん
がへ

て
ゐ
る

の
で
、
本ほ
ん

件け
ん

に
対た
い

し
て
は
内な
い

々な
い

に
処し
よ

理り

を
済す

ま
す
所し
よ

存ぞ
ん

で
を
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
お
気き

遣づ
か

ひ
は
無む

用よ
う

。
く
れ
ぐ
れ
も
無む

暗や
み

に
騒さ
わ

ぎ
立た

て
な
さ

ら
ぬ
や
う
、
謹つ
つ
しん
で
お
願ね
が

ひ
申ま
う

し
上あ

げ
ま
す
。

　

と
は
言い

ひ
条で
う

、
娘む
す
めの

か
ん
ざ
し
が
外そ
と

に
持も

ち
出だ

さ
れ
て
ゐ
る
虞お
そ
れも

無な

き
に
し
も
非あ
ら

ず
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
紛ふ
ん

失し
つ

し
た
品し
な

が
ど
の
や
う
な

も
の
か
、
改あ
ら
ため

て
口こ
う

頭と
う

で
お
伝つ
た

へ
さ
せ
て
頂い
た
だき

ま
す
。

　

無な

く
な
っ
た
の
は
、
桜あ
う

桃た
う

を
象
か
た
ど

っ
た
珊さ
ん

瑚ご

玉だ
ま

の
銀ぎ
ん

簪か
ん
ざ
しで
あ
り
ま

し
て
、
夜よ

目め

に
も
紅あ
か

い
巨お
ほ

き
な
珊さ
ん

瑚ご

玉だ
ま

を
双ふ
た

つ
連つ
ら

ね
た
装さ
う

飾し
よ
くを

大だ
い

胆た
ん

に
あ
し
ら
っ
て
を
り
ま
す
。
珊さ
ん

瑚ご

の
玉た
ま

簪か
ん
ざ
しは
世よ

に
数か
ず

あ
れ
ど
も
、

こ
れ
ほ
ど
に
趣し
ゆ

向か
う

を
凝こ

ら
し
た
一い
つ

品ぴ
ん

は
中な
か

々な
か

な
い
の
で
、
も
し
余よ

所そ

で
見み

つ
か
る
な
ら
ば
相さ
う

当た
う

に
目め

立だ

つ
も
の
と
考か
ん
がへ
て
頂い
た
だき
た
い
。
巨お
ほ

き
な
珊さ
ん

瑚ご

玉だ
ま

の
双ふ
た

つ
附つ

い
た
銀ぎ
ん

簪か
ん
ざ
しで
あ
り
ま
す
。
私
わ
た
く
しか
ら
お
伝つ
た

へ

す
る
事こ
と

は
以い

上じ
や
うで
ご
ざ
い
ま
す
が
、
何な
に

か
ご
不ふ

明め
い

の
点て
ん

が
あ
れ
ば
皆み
な

さ
ん
ど
う
ぞ
挙き
よ

手し
ゆ

を
な
さ
っ
て
下く
だ

さ
い
」

　

聴
ち
や
う

衆し
ゆ
うは
そ
れ
ま
で
呉ご

服ふ
く

屋や

親お
や

娘こ

の
一い
つ

挙き
よ

一い
ち

動ど
う

に
注
ち
ゆ
う

目も
く

し
な
が
ら
わ

い
わ
い
と
ざ
わ
め
い
て
ゐ
た
が
、
い
ざ
主し
ゆ

人じ
ん

が
質し
つ

問も
ん

を
募つ
の

る
と
、
心
こ
こ
ろ
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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
九
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
。




