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本
誌
の
方
針

　
　
　

歷
史
的
か
な
づ
か
ひ
は
二
十
一
世
紀
の
現
代
に
も
生
き
て
ゐ
る

　

一　

全
頁
が
歷
史
的
か
な
づ
か
ひ
（
固
有
名
詞
や
引
用
文
な
ど
は
除
く
）

　
　
　

・
正
字
・
正
か
な
（
舊
字
・
舊
か
な
）、
ま
た
は
新
字
・
正
か
な
（
新
字
・
舊
か
な
）

　
　
　

・
漢
字
圈
に
長
ら
く
略
字
の
傳
統
が
あ
る
事
は
認
め
、
時
に
は
そ
れ
も
使
つ
て
書
く
場
合
も
あ
る
も
の
の
、

　
　
　
　

略
字
は
略
字
で
あ
り
、
正
字
を
お
藏
入
り
に
し
て
略
字
を
正
字
に
格
上
げ
す
る
事
に
は
反
對
す
る

　

二　
「
似
非
舊
假
名
遣
」
で
は
な
く
、
本
物
の
歷
史
的
か
な
づ
か
ひ

　

三　
「
歷
史
的
か
な
づ
か
ひ
＝
懷
古
趣
味
」
と
い
ふ
先
入
觀
の
打
破

　

四　
「
歷
史
的
か
な
づ
か
ひ
に
よ
る
原
稿
が
表
記
を
改
竄
さ
れ
る
こ
と
な
く
當
然
揭
載
さ
れ
る
時
代
」
を
作
り
上
げ
て
い
く

　
　
　

歷
史
的
か
な
づ
か
ひ
は
一
部
の
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
讀
み
た
い
・
書
き
た
い
「
み
ん
な
の
も
の
」
で
あ
る
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略
字
の
傳
統
を
正
し
く
理
解
し
ま
せ
う

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

一
年
振
り
の
こ
ん
に
ち
は
。
ま
た
は
、
は
じ
め
ま
し
て
。『
み

ん
な
の
か
な
づ
か
ひ
』
編
輯
兼
發
行
人
の
押
井
德
馬
と
申
し

ま
す
。

　

令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
六
月
、
本
誌
は
國
語
問
題
協
議
會
の
理

事
會
で
「
推
薦
圖
書
」
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
（
推
薦
者
は
私
で
は
あ

り
ま
せ
ん
）。
昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
設
立
さ
れ
た
、
國
語
國

字
問
題
で
は
大
先
輩
の
グ
ル
ー
プ
で
す
が
、
本
誌
の
活
動
に
注
目
し

て
い
た
だ
き
、
感
謝
い
た
し
ま
す
。
今
後
も
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

　

私
の
幼
い
頃
は
、
ま
だ
戰
後
三
十
數
年
、
祖
父
母
は
戰
前
教
育
世

代
で
、
家
に
來
る
手
紙
は
正
字
・
正
か
な
で
し
た
。
正
字
・
正
か
な

の
出
版
物
に
觸
れ
る
機
會
も
あ
り
、「
二
種
類
の
國
語
の
標
準
が
あ

る
」
事
に
子
供
の
頃
か
ら
氣
附
い
て
ゐ
ま
し
た
。
大
人
に
な
る
と
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
正
字
・
正
か
な
の
文
書
を
書
く
方
法
が
あ
る
事
を

知
っ
た
り
、
福
田
恆
存
『
私
の
國
語
教
室
』
を
讀
み
、「
讀
む
だ
け
の

表
記
で
は
な
く
、
書
い
て
も
い
い
の
だ
」
と
氣
附
き
ま
し
た
。
失
は

れ
つ
つ
あ
る
こ
の
表
記
を
「
生
き
た
文
化
」
と
し
て
殘
す
た
め
に
、

本
誌
の
前
身
で
あ
る
『
正
か
な
づ
か
ひ　

理
論
と
實
踐
』
を
發
行
し

た
の
が
、
今
か
ら
十
二
年
前
の
事
で
す
。
後
に
國
語
問
題
協
議
會
に

も
入
會
し
、
現
在
は
常
任
理
事
の
一
人
と
し
て
活
動
し
て
ゐ
ま
す
。

　

本
誌
に
は
正
字
・
正
か
な
の
記
事
に
加
へ
、
新
字
・
正
か
な
の
記

事
も
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
原
則
と
し
て
正
字
・
正
か
な
の
記
事

し
か
な
い
『
國
語
國
字
』（
國
語
問
題
協
議
會
の
機
關
誌
）
と
異
る
方

針
で
す
が
、
こ
の
機
會
に
、
私
の
「
略
字
」
に
つ
い
て
の
考
へ
を
ま

と
め
て
お
き
ま
す
。



5 略字の傳統を正しく理解しませう

傳
統
的
な
略
字
と
國
語
改
革
の
略
字

　

ひ
ら
が
な
の
「
れ
」
が
「
禮
」
で
は
な
く
「
礼
」
に
由
來
す
る
や

う
に
、
略
字
は
千
年
、
二
千
年
も
の
昔
か
ら
支
那
や
日
本
で
作
ら
れ

書
き
續
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
正
字
が
消
さ
れ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
へ
ば
、
先
に
擧
げ
た
ひ
ら
が
な
の
「
れ
」
に
は

「
礼
」
を
崩
し
た
「
れ
」
だ
け
で
な
く
、「
禮
」
を
崩
し
た
「
𛃾
」
も

あ
り
ま
し
た
。
日
常
生
活
で
は
「
画
」
と
書
く
事
が
多
く
て
も
、
學

校
で
は
「
畫
」
の
字
を
「
正
規
の
字
」
と
し
て
き
ち
ん
と
習
ひ
ま
し

た
。
現
代
の
私
達
が
略
字
の
「
㐧
」
を
書
い
て
も
、
正
字
の
「
第
」

も
知
り
、
決
し
て
捨
て
な
い
の
と
同
じ
事
で
す
。

　

一
方
、
文
部
省
臨
時
國
語
調
査
會
が
昭
和
六
年
に
ま
と
め
た
『
常

用
漢
字
表
』（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
い
き
な
り
で
は
な
く
戰
前
か
ら
日
本
人
の

手
で
試
案
が
作
ら
れ
て
ゐ
た
）
で
は
、
從
來
使
は
れ
て
き
た
略
字
を

選
定
し
て
ゐ
る
の
で
、
一
見
似
た
も
の
に
見
え
ま
す
が
、
背
後
の
考

へ
は
似
て
非
な
る
も
の
で
し
た
。「
本
表
ニ
オ
イ
テ
ハ
（　

）
印
ヲ
附

シ
タ
現
字
ヲ
捨
テ
、
コ
レ
ニ
對
ス
ル
簡
易
字
体マ

マ

ヲ
一
般
ニ
採
用
ス
ル

積
デ
ア
ル
。」
と
し
、
要
は
「
正
字
の
使
用
を
制
限
し
、
略
字
を
正
字

に
格
上
げ
す
る
」
の
が
目
的
で
し
た
。
な
ほ
、「
本
表
ニ
ナ
イ
漢
字
ハ

假
名
デ
書
ク
。」
と
あ
り
、
漢
字
制
限
も
目
論
ん
で
ゐ
ま
し
た
。

　

略
字
と
は
「
使
用
頻
度
の
高
い
字
ほ
ど
作
ら
れ
や
す
い
」
性
質
が

あ
り
ま
す
。
た
と
へ
ば
「
釋
・
澤
・
驛
」
は
「
釈
・
沢
・
駅
」
で
す

が
、「
演
繹
」
の
「
繹
」
は
、
旁
を
「
尺
」
に
し
た
略
字
は
ま
づ
見
ま

せ
ん
。「
擴
張
新
字
體
」
の
や
う
に
旁
が
同
じ
も
の
を
同
じ
文
字
部

品
で
一
律
略
す
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
何
萬
字
も
あ
る
漢
字
に
適
用

す
る
と
な
る
と
際
限
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
他
の
字
と
「
字
形
が
か
ぶ

る
」
事
も
あ
り
ま
す
（「
佛
・
拂
」
を
「
仏
・
払
」
と
書
く
か
ら
と

「
費
」
の
上
部
を
「
ム
」
に
す
る
と
、「
員
」
の
異
體
字
に
な
り
ま
す
）。

「
一
部
の
字
だ
け
略
字
な
の
で
文
字
部
品
が
不
整
合
」
な
の
は
、「
元

の
正
字
」
を
皆
が
知
っ
て
ゐ
れ
ば
混
亂
も
少
な
め
な
の
で
す
が
、「
正

字
を
お
藏
入
り
に
し
て
、
略
字
を
正
字
に
格
上
げ
」
す
る
と
、
容
易

に
秩
序
が
破
壞
さ
れ
ま
す
。

活
字
體
と
書
寫
體

　

略
字
の
話
か
ら
は
少
し
外
れ
ま
す
が
、「『
絆
』
の
右
上
は
『
ハ
』

の
形
で
書
か
な
い
と
誤
り
な
の
に
、『
ソ
』
の
形
で
書
く
誤
り
が
多

い
」
と
い
ふ
意
見
を
聞
く
事
が
た
ま
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は

「
活
字
体
と
書
寫
體
（
手
書
き
の
文
字
）」
を
混
同
し
て
ゐ
ま
す
。
書

寫
體
で
は
ど
ち
ら
で
書
い
て
も
正
し
く
、
む
し
ろ
『
ソ
』
の
形
で
書

く
（
絆
）
方
が
多
い
程
で
す
。「『
辻
』
の
之
繞
は
二
點
之
繞
で
な
い

と
間
違
ひ
」
と
い
ふ
の
も
同
樣
で
、
傳
統
的
な
書
道
で
は
之
繞
を
表

内
字
も
表
外
字
も
一
點
に
く
ね
る
形
（
辻
）
で
書
く
の
が
普
通
で
す
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（
二
點
も
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
）。

　

令
和
の
「
令
」
の
字
を
、
屋
根
の
下
に
點
と
「
マ
」
の
形
（
令
）

で
手
書
き
す
る
と
「
誤
字
」
だ
と
突
き
返
す
人
も
ゐ
る
や
う
で
す
が
、

と
ん
で
も
な
い
事
で
す
。
そ
の
書
き
方
こ
そ
傳
統
的
な
書
道
の
書
き

方
で
す
し
、
ま
た
活
字
體
通
り
書
く
の
も
間
違
ひ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

漢
字
の
正
し
さ
と
は
「
唯
一
の
正
解
が
あ
る
正
し
さ
」
で
は
な
く

「
許
容
範
圍
の
あ
る
正
し
さ
」
で
す
。

　

多
く
が
長
い
傳
統
の
あ
る
略
字
か
ら
選
定
さ
れ
た
新
漢
字
と
、
傳

統
に
反
し
、
前
例
の
な
い
表
記
を
創
作
し
た
新
か
な
づ
か
い
。
ど
ち

ら
の
問
題
を
優
先
さ
せ
る
か
と
問
は
れ
た
ら
、
私
は
迷
ひ
な
く
後
者

を
選
び
ま
す
（
勿
論
前
者
は
、
正
字
を
お
藏
入
り
に
す
る
事
や
漢
字

制
限
に
反
對
す
る
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
）。
略
字
は
「
正
字
を
知

っ
た
上
で
、
略
字
と
割
り
切
っ
て
使
ふ
」
と
い
ふ
條
件
な
ら
、
ま
だ

妥
協
の
餘
地
が
あ
り
ま
す
が
、
か
な
づ
か
ひ
に
つ
い
て
は
讓
れ
ま
せ

ん
。
世
間
は
前
者
に
注
目
し
後
者
を
輕
視
し
が
ち
な
の
が
殘
念
で
す
。

　

略
字
で
書
く
場
合
も
あ
る
と
し
て
も
、
せ
め
て
「
正
字
と
い
ふ

『
建
前
』
の
存
在
」
を
博
く
國
民
が
知
る
事
が
必
要
だ
と
思
ひ
ま
す
し
、

せ
め
て
か
な
づ
か
ひ
は
正
か
な
づ
か
ひ
を
原
則
と
し
た
い
も
の
で
す
。

（
※
本
稿
の
本
文
書
體
は
「
暫
定
正
字
明
朝
」
を
使
用
し
て
ゐ
ま
す
。

こ
の
フ
ォ
ン
ト
は
文
字
文
化
協
會
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
無
償
で
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
出
來
ま
す
。）

も
と
＋
つ
く
＝
も
と
づ
く
　
　「も
と
ず
く
」
で
一
語

つ
め
＋
つ
く
＝
つ
ま
づ
く
　
　「つ
ま
ず
く
」
で
一
語

×
×

現
代
仮
名
遣
い

漢
字
制
限

艹
　小
學
一
年
で
學
ぶ

時
　小
學
二
年
で
學
ぶ

蒔
　書
い
ち
や
駄
目

×

×

常
用
漢
字

× ×
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國
語
問
題
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

く
ま
く
ん

國
語
問
題
特
輯

私
の
國
語
敎
室

福
田
恆
存

文
春
文
庫

　

歷
史
的
か
な
づ
か
ひ
を
擁
護
す
る
意
見
と

し
て
絕
對
外
せ
な
い
本
。
そ
れ
を
現
代
の
日

常
の
言
葉
と
し
て
書
く
人
の
大
半
が
本
書
の

影
響
を
受
け
て
ゐ
る
と
呼
ん
で
過
言
で
は
な

く
、
現
代
の
若
者
で
さ
へ
例
外
で
は
な
い
。

　

本
書
は
歷
史
的
か
な
づ
か
ひ
に
對
す
る
批

判
に
反
論
し
、
歷
史
的
か
な
づ
か
ひ
の
「
表

記
法
は
音
に
で
は
な
く
、
語
に
隨
ふ
べ
し
」

と
說
く
。
飜
譯
家
ら
し
く
西
洋
の
言
語
の
ス

ペ
リ
ン
グ
に
似
た
も
の
と
言
ひ
、「
た
と
へ

表
音
文
字
を
用
ゐ
て
も
、
私
た
ち
の
內
部
に

は
、
語
と
し
て
の
表
意
性
へ
の
志
向
と
い
ふ

べ
き
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
本
能
的
に
働
い
て

ゐ
る
」
と
述
べ
る
。
後
の
章
で
は
歷
史
的
か

な
づ
か
ひ
習
得
法
や
文
法
的
な
解
說
、
最
終

章
で
は
國
語
改
革
の
歷
史
的
背
景
も
解
說
。

國
語
問
題
の
た
め
に

　
　
　
―
―
國
語
問
題
白
書
―
―

時
枝
誠
記

東
京
大
學
出
版
會

　

英
文
學
の
飜
譯
者
と
し
て
の
視
點
か
ら
國

語
國
字
問
題
を
觀
察
し
た
福
田
恆
存
と
違
ひ
、

文
法
を
硏
究
す
る
國
語
學
者
と
し
て
の
視
點

か
ら
そ
れ
を
觀
察
。
假
名
遣
改
革
や
漢
字
簡

略
化
等
が
む
し
ろ
傳
達
の
阻
礙
や
體
系
の
崩

潰
を
引
き
起
こ
し
た
、
と
問
題
點
を
指
摘
し

て
ゐ
る
。
特
に
戰
後
の
國
語
改
革
を
「
交
通

問
題
の
解
決
と
し
て
た
だ
自
動
車
を
減
ら

す
」
事
に
喩
へ
て
ゐ
る
の
は
秀
逸
。
卷
末
の

國
語
問
題
年
表
も
參
考
に
な
る
。
絶
版
だ
が

國
會
圖
書
館
の
サ
イ
ト
で
閲
覧
で
き
る
（
要

登
錄
）。
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國
語
問
題
論
爭
史

土
屋 
道
雄

玉
川
大
学
出
版
部

　

か
な
づ
か
ひ
の
起
こ
り
、
江
戶
時
代
に
始

ま
る
漢
字
廢
止
論
、
明
治
か
ら
平
成
に
か
け

て
の
國
語
國
字
改
革
を
め
ぐ
る
動
き
と
、
國

語
改
革
の
歷
史
的
經
緯
を
時
系
列
順
に
解
說
。

国
語
改
革
を
批
判
す
る

丸
谷
才
一
編
著

中
公
文
庫

　

六
人
に
よ
る
共
著
。
戰
前
戰
後
の
國
語
改

革
の
經
緯
、
漢
字
廢
止
論
へ
の
反
論
と
漢
字

の
擁
護
、
國
語
改
革
の
も
た
ら
し
た
弊
害
等
。

「
五
委
員
の
脱
退
は
目
ざ
ま
し
か
っ
た
が
、

す
で
に
国
語
の
破
壊
は
九
分
通
り
完
了
し
た

あ
と
だ
っ
た
。」「
破
壊
す
る
こ
と
は
簡
単
だ

が
、
復
旧
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。」
と
い

ふ
言
葉
が
印
象
に
殘
る
。

日
本
語
大
博
物
館

紀
田
順
一
郎

ち
く
ま
学
芸
文
庫

　

活
版
印
刷
、
寫
植
、
謄
寫
版
、
和
文
タ
イ

プ
、
ワ
ー
プ
ロ
、
カ
ナ
文
字
運
動
、
ロ
ー
マ

字
國
字
論
、
人
工
文
字
、
漢
字
廢
止
論
、
橫

書
き
と
、
近
・
現
代
の
日
本
語
に
ま
つ
は
る

逸
話
を
、
豐
富
な
圖
版
と
共
に
紹
介
。

旧
字
力
、
旧
仮
名
力

青
木
逸
平

日
本
放
送
出
版
協
会
・
生
活
人
新
書

147

　
「
旧
字
力
」
と
「
旧
仮
名
力
」
の
二
つ
の
章

に
分
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
舊
字
の
讀
み
方
」「
舊

假
名
の
書
き
方
」
を
紹
介
。
ど
の
や
う
な
經

緯
で
「
舊
字
・
舊
假
名
」
と
「
新
字
・
新
假

名
」
が
存
在
す
る
か
の
紹
介
が
あ
っ
た
り
、

練
習
問
題
も
あ
っ
た
り
と
、
入
門
者
に
も
お

勸
め
。

本
字
を
知
る
樂
し
み

　
　
　
あ
る
あ
る
１
０
０
漢
字

文
字
文
化
協
會

　

故
・
石
井
公
一
郞
氏
が
國
語
問
題
協
議
會

機
關
誌
『
國
語
國
字
』
第
二
〇
二
號
（
平
成

二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年
發
行
）
に
揭
載
し

た
嚴
選
百
字
を
基
に
進
め
ら
れ
た
「
正
漢
字

１
０
０
字
運
動
」
の
成
果
で
、
い
は
ゆ
る

「
舊
漢
字
」
を
扱
っ
た
本
と
し
て
恐
ら
く
戰

後
初
の
「
學
習
漫
畫
」。
古
代
の
文
字
の
形

の
橫
に
、
そ
の
元
と
な
っ
た
繪
が
あ
り
、
頭

で
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
。
漢
字
を
取
り
上
げ

る
順
番
も
、「
人
名
や
固
有
名
詞
等
で
馴
染

み
深
い
字
」
か
ら
始
め
て
自
信
を
附
け
て
い

き
な
が
ら
、「
戰
前
の
本
で
頻
出
だ
が
初
見

殺
し
の
字
」
に
だ
ん
だ
ん
進
ん
で
い
く
と
云

ふ
、
ま
る
で
某
學
習
塾
の
敎
材
の
や
う
な
進

め
方
。
百
字
嚴
選
だ
が
、
こ
こ
ま
で
分
れ
ば

大
分
讀
め
る
。
な
ほ
、
こ
の
百
字
の
一
覽
表

は
文
字
文
化
協
會
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
無
償

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。
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に
よ
っ
て
政
策
的
に
つ
く
ら
れ
、
教
育
で
叩

き
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
百
年
ち
ょ
っ
と

の
歴
史
し
か
持
っ
て
い
な
い
。」
と
述
べ
る

循
環
論
法
に
注
意
。
定
家
・
契
沖
・
宣
長
ら

の
成
果
が
ま
る
で
無
視
さ
れ
て
ゐ
る
。「
け

っ
し
て
歴
史
的
仮
名
遣
を
拒
否
す
る
も
の
で

は
な
い
」
と
述
べ
な
が
ら
そ
れ
を
「
悪
魔
の

規
範
」
と
呼
ぶ
。
世
間
に
流
布
す
る
「
歷
史

的
か
な
づ
か
ひ
明
治
起
源
說
」
の
種
本
な
の

で
、
こ
の
種
の
批
判
に
對
す
る
理
論
武
裝
と

し
て
目
を
通
し
て
お
く
事
を
お
勸
め
す
る
。

言
海

大
槻
文
彦

ち
く
ま
学
芸
文
庫

　

明
治
二
十
二
年
に
初
版
が
發
行
さ
れ
、
昭

和
初
期
ま
で
著
名
な
作
家
を
含
め
大
勢
の

人
々
に
愛
用
さ
れ
て
き
た
國
語
辭
典
。
語
源

の
豐
富
な
解
說
も
あ
る
。「
ん
」
が
「
む
」
の

竝
び
に
あ
る
事
、
漢
字
の
音
讀
み
は
字
音
假

名
遣
で
あ
る
事
、
見
出
し
や
本
文
に
一
部
變

體
假
名
や
合
略
假
名
が
使
は
れ
て
ゐ
る
事

（
た
だ
し
種
類
は
少
な
め
で
覆
刻
版
の
後
ろ

に
解
說
あ
り
）
事
の
お
約
束
に
慣
れ
れ
ば
便

利
に
使
へ
る
。

楷
行
草 

筆
順
・
字
体
字
典

江
守
賢
治

三
省
堂

　

活
字
體
で
は
な
く
、
手
書
き
で
舊
漢
字
を

書
く
時
に
役
立
つ
。
戰
前
・
戰
後
の
國
語
敎

科
書
の
敎
科
書
體
で
は
な
く
、
書
道
的
な
楷

書
體
の
傳
統
を
基
準
と
し
て
、
楷
書
・
行

書
・
草
書
で
の
筆
順
を
解
說
。「
木
」
の
縱
棒

を
撥
ね
る
撥
ね
な
い
等
、
敎
科
書
體
と
傳
統

的
な
楷
書
で
書
き
方
の
異
る
も
の
は
そ
の
旨

記
載
あ
り
。
舊
漢
字
の
筆
順
や
、「
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
」「
舊
字
體
の
活
字

に
寄
せ
た
書
き
方
と
楷
書
の
傳
統
的
な
書
寫

體
」
の
相
違
が
わ
か
る
資
料
も
。

全
訳
　
漢
字
海

戸
川
芳
郎
　
監
修

佐
藤
進
・
濱
口
富
士
雄
　
編

三
省
堂

　

字
音
か
な
づ
か
ひ
は
「
キ
・
ク
ヰ
」「
ギ
・

グ
ヰ
」「
ケ
・
ク
ヱ
」「
ゲ
・
グ
ヱ
」
等
を
書

き
分
け
る
方
式
を
採
用
し
て
を
り
、
そ
の
方

式
で
書
く
場
合
は
必
須
。
現
代
中
國
語
音
の

拼ピ
ン

音イ
ン

、
電
子
機
器
用
の
Ｊジ

ス
Ｉ
Ｓ
コ
ー
ド
と
ユ

ニ
コ
ー
ド
、
常
用
漢
字
の
書
き
順
、
漢
字
の

「
な
り
た
ち
」（
字
形
と
語
源
。『
說せ
つ

文も
ん

解か
い

字じ

』

『
釋
し
や
く

名み
や
う』
に
よ
る
）
も
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
熟

語
の
見
出
し
語
は
字
形
差
の
大
き
な
舊
漢
字

を
括
弧
書
き
し
て
ゐ
る
の
も
便
利
。

角
川
国
語
辞
典

久
松
潜
一
、
佐
藤
謙
三

角
川
学
芸
出
版

　

新
字
・
新
か
な
に
よ
る
見
出
し
語
に
、
歷

史
的
か
な
づ
か
ひ
・
舊
漢
字
・
共
通
語
ア
ク
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インターネット上の資料

	■歴史的仮名遣い教室
　　http://accent.main.jp/kana/
　歷史的かなづかひの書き方について、背景となる考へ、書き方の決まり、迷ひや
すいかなづかひ等、全般的に網羅して解說。Microsoft IME 搭載のパソコンで正
字・正かなの文章を入力するための變換辭書『快適仮名遣ひ』も頒布。

	■言葉　言葉　言葉
　　http://www7b.biglobe.ne.jp/~w3c/kotoba/
　國語國字問題の解說やリンク集等、厖大な資料を集めた「國語國字ポータル」。
Google日本語入力で正字・正かなの文章を入力するための變換辭書も頒布。

	■國語問題協議會
　　http://kokugomondaikyo.net
　『國語問題論爭史』を全文讀める。また、「日本語あやとり」ブログは正字・正か
なへの反對意見に對する反論が數多く揭載されてをり參考になる。

	■日本語變換ソフト「契冲」
　　http://www5a.biglobe.ne.jp/~keichu/
　正字・正かなによるかな漢字變換ソフト「契冲」の開發者による。歷史的かなづ
かひで書く人にもとかく面倒がられる字音かなづかひだが、「「契冲」の獨白――字
音假名遣を考へる――」といふ記事では、それを決して輕視してはならないと說く。

	■令和疑問かなづかひ
　　https://sites.google.com/view/gimon/
　國語問題協議會常任理事の髙﨑一郞氏による。現代の生きた規範としての歷史的
かなづかひの構築を目指す。假名遣の詳しい便覽『令和疑問假名遣』のPDF版を無
償頒布（有償の册子版もあり）。とりわけ字音かなづかひに詳しく、同會や姉妹團體
の頒布する出版物やソフトウェアは同氏のまとめた情報を賴りにしてゐる。正字・
新字、正かな・新かなを同一テキストファイルで何度でも切替可能な「雙表記テキ
スト」を考案し、作成や表記變換を行ふソフトウェア「やちまた」も無償頒布。
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	■荒魂之會
　　https://aratamanokwai.github.io
古くからある國語國字問題を扱ふグループの中でもコンピュータに詳しい。Google
日本語入力で正字・正かなの文章を入力するための變換辭書も頒布。

	■文字文化協會
　http://www.pcc.or.jp
　正字・正かなによる出版物を多く發行。「漢字基本字形・正字」のコーナーでは

「百漢字　正字新字一覽表」「暫定正字明朝フォント」を無償頒布。

	■正かなオルグ	seikana.org
　　https://seikana.org
　「正かなづかひ(歷史的假名遣について、各自が學んだり考へたり讀んだり書いた
りできる(といいなァといふ)、そんな感じのサイトです。」論說、隨筆等。

	■みんなのかなづかひ
　　https://osito.jp/minkana/
　正字・正かなをコンピュータで扱ふ方法、反對意見への反論等。

	■国語施策・日本語教育	|	文化庁
　　https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/
　國語審議會の議事錄、漢字制限や表音假名遣の案など、戰前から戰後に至る國語
改革の歷史を證言する豐富な資料あり。

	■国立国会図書館デジタルコレクション
　　https://dl.ndl.go.jp
　國會圖書館の藏書を檢索可能。古い圖書の中には、ログインなしで、または登錄
ユーザが無料で閱覽出來るものもある。戰前の文獻の調査には缺かせない。

	■青空文庫
　　https://www.aozora.gr.jp
　著作權の切れた文藝作品を多數收錄。所

いはゆる

謂「舊字・舊かな」による作品も多い。
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言
語
の
本
質

•

今
井
む
つ
み
・
秋
田
喜
美

•

中
公
新
書
２
７
５
６

•

二
〇
二
三
年
五
月
二
十
五
日
發
行

本
書
は
國
語
國
字
問
題
と
直
接
の
關
は

り
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
文
字
で

表
記
さ
れ
る
書
記
言
語
に
つ
い
て
何
も
觸
れ

て
ゐ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
の
最
後
に
纏
め

ら
れ
た
、
筆
者
ら
の
考
へ
る
と
こ
ろ
の
「
言

語
の
大
原
則
」
は
、
口
頭
言
語
に
限
定
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
書
記
言
語
に
も
十
分
當

て
嵌
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
評
者
に
は
思

へ
た
。
大
項
目
を
引
用
し
て
お
く
と
、
①
意

書
評

味
を
傳
へ
る
こ
と
、
②
變
化
す
る
こ
と
、
③

選
擇
的
で
あ
る
こ
と
、
④
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

こ
と
、
⑤
擴
張
的
で
あ
る
こ
と
、
⑥
身
體
的

で
あ
る
こ
と
、
⑦
均
衡
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る

こ
と
の
七
つ
で
あ
る
。

　

筆
者
ら
が
「
言
語
の
本
質
」
に
迫
る
切
り

口
と
し
た
の
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
。
本
書

で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
た
後
、

⑴
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
子
供
の
言
語
習
得
過
程
で

果
た
す
役
割
、
⑵
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
そ
れ
以
外

の
言
葉
の
關
係
、
⑶
子
供
の
言
語
習
得
過
程

で
働
く
推
論
に
つ
い
て
論
じ
、
人
類
と
他
の

動
物
の
思
考
樣
式
の
違
ひ
と
、
そ
れ
が
言
語

を
操
る
上
で
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
述
べ
る
。

「
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
」

≒「
後
件
肯
定
の

誤
謬
」
こ
そ
が
人
類
の
言
語
能
力
、
思
考
能

力
の
基
礎
、
と
い
ふ
説
は
、
な
か
な
か
に
考

へ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

（
名
賀
月
晃
嗣
）

至
福
の
朝
鮮
語

• 

野
間
秀
樹
著

• 

朝
日
出
版
社

文
法
を
中
心
に
、
朝
鮮
語
の
初
步
を
學

べ
る
本
。
朝
鮮
語
は
漢
語
の
語
彙
を

多
く
含
む
が
、
本
書
で
は
新
出
單
語
の
一
覽

に
朝
鮮
語
の
ハ
ン
グ
ル
と
和
譯
だ
け
載
せ
て

滿
足
す
る
事
な
く
、
漢
字
の
あ
る
語
に
は
き

ち
ん
と
漢
字
も
載
せ
て
ゐ
る
。
漢
字
と
い
ふ

架
橋
で
朝
鮮
語
と
日
本
語
の
漢
語
を
關
聯
附

け
て
憶
え
ら
れ
る
の
は
、
當
然
あ
る
べ
き
姿

と
は
い
へ
、
非
常
に
助
か
る
。
ま
た
、
朝
鮮

語
の
漢
語
は
正
漢
字
で
書
か
れ
て
ゐ
る
上
、

「
同
音
の
漢
字
に
よ
る
書
き
か
え
」
の
さ
れ

て
ゐ
な
い
表
記
な
の
が
羨
ま
し
い
。

　

卷
末
に
は
「
日
本
語
・
朝
鮮
語　

漢
字
音

対
照
表
」
が
あ
り
、
現
代
仮
名
遣
い
・
字
音

假
名
遣
（『
学
研
漢
和
大
字
典
』
の
方
式
）・

日
本
の
漢
字
・
韓
國
の
漢
字
・
ハ
ン
グ
ル
の

一
覽
と
な
っ
て
ゐ
る
。
字
音
假
名
遣
と
ハ
ン

グ
ル
の
關
係
が
、
現
代
仮
名
遣
い
と
異
り
、

或
程
度
は
近
い
事
が
分
り
興
味
深
い
。

（
く
ま
く
ん
）
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古
本
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
探
す
方
法

コ
シ
ヌ
ケ
１
０
４
０

國
語
問
題
特
輯

か
な
づ
か
ひ
を
含
む
國
語
問
題
を
扱
っ
た
本
や
、
學
術
的
な
國

語
關
聯
の
本
に
は
殘
念
な
が
ら
絕
版
本
も
少
な
く
な
い
。
著

作
權
が
切
れ
た
古
い
本
な
ら
國
立
國
會
圖
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
で
讀
み
放
題
な
の
だ
が
、
さ
う
で
な
い
最
近
の
本
で
も
專
門
書

だ
と
街
の
圖
書
館
に
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
し
、
都
道
府
縣
立
圖

書
館
や
東
京
の
國
立
國
會
圖
書
館
ま
で
足
を
運
ぶ
必
要
が
あ
る
（
尤

も
事
前
に
サ
イ
ト
で
藏
書
を
檢
索
で
き
る
の
で
相
當
便
利
で
は
あ
る

が
）。
ま
た
、
い
つ
で
も
參
照
で
き
る
や
う
に
安
く
手
に
入
れ
た
い

と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
だ
ら
う
。

　

そ
ん
な
本
を
ど
う
手
に
入
れ
れ
ば
よ
い
か
。
近
所
か
ら
古
書
店
が

姿
を
消
し
て
久
し
い
し
、
誰
も
が
足
し
げ
く
神
保
町
に
行
け
る
わ
け

で
も
な
い
。
そ
こ
で
利
用
し
た
い
の
が
古
本
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
ア

だ
。

ア
マ
ゾ
ン

　https://w
w

w
.am

azon.co.jp/

　

言
は
ず
と
知
れ
た
通
販
の
黑
船
（
と
い
ふ
に
は
す
っ
か
り
馴
染
み

深
い
存
在
で
あ
る
が
）。
古
い
本
に
な
る
と
書
誌
情
報
が
出
品
者
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
ゐ
る
た
め
、
同
じ
本
な
の
に
別
々
の
ア
イ
テ
ム

と
し
て
表
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
か
、
書
影
の
畫
像
が
正
し
い
も
の
か
疑

は
し
い
こ
と
も
あ
る
。

　

ア
マ
ゾ
ン
で
は
古
本
は
す
べ
て
ア
マ
ゾ
ン
本
體
で
は
な
く
出
品
者

に
よ
る
商
品
だ
。
大
抵
の
古
本
は
、
表
示
さ
れ
て
ゐ
る
金
額
に
加
へ

て
送
料
が
二
、
三
百
圓
以
上
か
か
る
の
で
、
總
額
を
よ
く
確
認
し
た
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驛
名
標
・
發
車
標
と
國
語
國
字
問
題

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

驛
名
標
（
驛
名
の
表
示
さ
れ
た
看
板
）
は
戰
前
の
國
語
〝
改
良
〟

運
動
に
卷
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
漢
字
廢
止
を
訴
へ
る
團
體
の

カ
ナ
モ
ジ
カ
イ
は
漢
字
表
記
・
歷
史
的
假
名
遣
・
右
橫
書
き
に
反
對

し
、
カ
タ
カ
ナ
書
き
・
表
音
假
名
遣
・
左
橫
書
き
の
驛
名
標
を
採
用

す
る
や
う
運
動
し
、
一
部
は
實
現
し
た
や
う
で
す
。
し
か
し
昭
和
二

（
一
九
二
七
）
年
、
小
川
平
吉
が
鐵
道
大
臣
に
就
任
す
る
と
元
に
戾
さ

れ
、
終
戰
ま
で
槪
ね
こ
の
方
針
の
ま
ま
續
い
た
さ
う
で
す
。

　

現
代
で
も
驛
名
標
や
發
車
標
（
列
車
の
出
發
時
刻
を
示
す
電
光
揭

示
板
）
の
表
記
を
問
題
視
す
る
人
々
が
ゐ
ま
す
。
驛
に
よ
っ
て
は
日

本
語
・
英
語
・
中
國
語
・
韓
國
語
（
こ
の
記
事
で
は
原
則
と
し
て
、
學

術
用
語
で
い
ふ
支
那
語
を
「
中
國
語
」、
韓
國
の
朝
鮮
語
を
「
韓
國

語
」
と
い
ふ
通
稱
で
呼
び
ま
す
。
と
は
い
へ
私
は
、
文
脈
を
讀
み
取

ら
ず
「
支
那
」
や
「
朝
鮮
」
と
い
ふ
言
葉
に
反
射
的
に
「
差
別
用
語
」

の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
無
闇
に
排
除
す
る
事
に
も
反
對
し
ま
す
）
の

四
言
語
で
表
示
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
こ
で
「
英
語
は
良
い
が
、
中
國

語
と
韓
國
語
は
外
せ
」「
發
車
標
は
常
時
日
本
語
が
出
て
を
ら
ず
、
咄

嗟
に
見
て
行
き
先
が
分
ら
な
い
事
が
あ
る
」
と
言
ふ
の
で
す
。

　

私
は
と
言
ふ
と
、
よ
く
使
ふ
驛
な
ら
す
っ
か
り
訓
練
さ
れ
、「
横ハ
ン

滨ビ
ン

／
요ヨ

코コ

하ハ

마マ

（
橫
濱
）」「
羽ユ
ー

田
テ
ィ
エ
ン

机ジ
ー

场
チ
ャ
ン

／
하ハ

네ネ

다ダ

공コ
ン

항ハ
ン
（
羽
田
空
港
）」

等
と
簡
化
字
（
簡
體
字
）
や
訓ハ

ン

グ

ル

民
正
音
で
書
か
れ
て
も
直
ぐ
分
っ
て
、

特
に
不
便
を
感
じ
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
國
や
朝
鮮
半
島
の
現
在

の
國
語
政
策
に
は
、
個
人
的
に
同
意
出
來
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
「
中
國
語
や
韓
國
語
を
知
る
事
は
日
本
語
を
知
る
事
に
も

繫
が
る
（
逆
も
然
り
）」
と
思
ひ
ま
す
。

　

そ
し
て
私
と
し
て
は
、
驛
名
標
や
發
車
標
か
ら
中
國
語
と
韓
國
語

を
外
せ
と
い
ふ
運
動
は
「
排
外
主
義
團
體
が
行
ふ
運
動
」
と
い
ふ
印
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象
が
と
て
も
強
い
も
の
で
す
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
在
特
會
」
は

「
中
國
語
・
ハ
ン
グ
ル
表
記
を
今
す
ぐ
撤
廢
せ
よ
！　

抗
議
街
宣
」
と

銘
打
っ
た
運
動
を
行
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
爲
、
國
語
國
字
問
題
を

考
へ
る
人
の
一
部
か
ら
最
近
、「
國
語
國
字
問
題
の
一
環
と
し
て
、
こ

の
問
題
に
取
り
組
む
の
は
ど
う
だ
ら
う
」
と
い
ふ
意
見
が
出
た
時
、

正
直
な
と
こ
ろ
私
は
「
我
々
も
い
よ
い
よ
在
特
會
み
た
い
な
『
排
外

主
義
的
右
翼
團
體
』
と
し
て
公
安
に
目
を
附
け
ら
れ
る
の
か
」「
言
動

に
問
題
の
あ
る
人
を
呼
び
寄
せ
て
し
ま
ふ
事
に
な
り
か
ね
な
い
の
で

は
」
と
身
構
へ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

　

こ
の
記
事
で
は
、
こ
の
問
題
の
背
景
や
、
こ
れ
を
國
語
國
字
問
題

と
し
て
扱
ふ
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
考
へ
て
い
き
ま
す
。

誰 

の 

爲 

か

　

こ
の
表
記
に
つ
い
て
「
在
日
中
國
人
・
朝
鮮
人
・
韓
國
人
や
、
そ

れ
ら
の
國
の
ス
パ
イ
を
利
す
る
事
は
止
め
よ
」
と
言
ふ
人
が
ゐ
ま
す
。

し
か
し
前
者
の
殆
ど
は
母
國
か
日
本
で
漢
字
敎
育
を
受
け
、
日
本
に

長
年
住
ん
で
ゐ
て
日
本
語
も
不
自
由
な
く
讀
め
ま
す
。
後
者
に
し
て

も
、
日
本
語
が
全
く
讀
め
な
い
ス
パ
イ
が
日
本
で
堂
々
と
工
作
活
動

を
す
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
中
國
語
・
韓
國
語
表
記
の
對
象
は
そ
れ
以
外
の
中
國
人
・

韓
國
人
の
觀
光
客
が
中
心
と
見
て
良
い
で
せ
う
。
實
際
、
羽
田
空
港

に
乘
入
れ
て
ゐ
る
京
急
線
で
は
早
く
か
ら
採
用
さ
れ
て
ゐ
ま
し
た
し
、

私
の
觀
察
で
も
、
觀
光
客
の
う
ち
中
國
人
や
韓
國
人
は
、
外
國
人
の

中
で
も
特
に
多
く
見
掛
け
ま
す
。

　

こ
の
表
記
に
つ
い
て
鐵
道
會
社
に
文
句
を
言
ふ
人
も
ゐ
ま
す
が
、

鐵
道
會
社
の
側
か
ら
考
へ
て
み
ま
せ
う
。
中
國
人
・
韓
國
人
の
入
國

を
許
し
て
ゐ
る
の
は
、
鐵
道
會
社
で
は
な
く
日
本
政
府
で
す
。
入
國

時
に
「
日
本
語
か
英
語
の
讀
解
テ
ス
ト
」
も
あ
り
ま
せ
ん
。
す
る
と
、

鐵
道
會
社
は
外
國
人
の
母
語
に
よ
る
案
內
を
充
實
さ
せ
る
必
要
に
迫

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
無
い
と
、
觀
光
客
が
細
か
な
事
ま
で
驛
員
に
外

國
語
で
訊
ね
た
り
、
日
本
語
に
よ
る
注
意
書
き
が
讀
め
な
か
っ
た
故

の
ト
ラ
ブ
ル
も
增
え
る
か
ら
で
す
。
ご
み
の
分
別
や
ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー
の
捨
て
方
（
配
管
を
詰
ま
ら
せ
な
い
爲
に
屑
籠
に
捨
て
る

國
も
あ
る
）
を
中
國
語
や
韓
國
語
で
も
書
く
な
ら
、
日
本
式
の
ル
ー

ル
を
相
手
の
母
語
で
も
敎
へ
る
事
に
な
り
、
マ
ナ
ー
を
知
れ
ば
守
れ

る
多
く
の
人
は
守
る
で
せ
う
し
、
殘
り
の
人
も
「
日
本
語
が
讀
め
な

い
の
で
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
は
言
へ
な
く
な
り
ま
す
。
排
外
主

義
者
も
「
迷
惑
行
爲
を
止
め
さ
せ
る
注
意
書
き
を
中
國
語
や
韓
國
語

だ
け
で
書
く
」
施
設
管
理
者
に
對
し
て
は
例
外
的
に
拍
手
喝
采
す
る

も
の
で
す
が
、
何
故
で
せ
う
か
ね
。 
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ア
イ
ウ
エ
オ

ア
行

아
이
우
에
오

カ
行
①
가
기
구
게
고

　

〃
②
카
키
쿠
케
코

サ
行

사
시
스
세
소

タ
行
①
다
지
쓰
데
도

　

〃
②
타
치
쓰
테
토

ナ
行

나
니
누
네
노

ハ
行

하
히
후
헤
호

マ
行

마
미
무
메
모

ヤ
行

야
이
유
에
요

ラ
行

라
리
루
레
로

ワ
行

와
이
우
에
오

ン

ㄴ

ガ
行

가
기
구
게
고

ザ
行

자
지
즈
제
조

ダ
行

다
지
즈
데
도

バ
行

바
비
부
베
보

パ
行

파
피
푸
페
포

①
語
頭　

②
語
中
・
語
末

圖１　大韓民國の國立國語院による日本語の飜字法（抄）

圖２　驛名標の例
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↓

８秒

↓
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圖4　京急蒲田驛の發車標圖3　濱松町驛（モノレール）の發車標
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↓
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↓
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古
文
書
講
座
―
―
書
い
て
空
氣
を
肌
で
知
る

く
ま
く
ん

國
語
問
題
特
輯

い
は
ゆ
る
「
舊
字
・
舊
か
な
」
に
よ
る
活
字
の
文
書
を
不
自
由

な
く
讀
む
人
に
と
つ
て
も
、
い
や
不
自
由
な
く
書
け
る
人
に

と
つ
て
さ
へ
、「
江
戶
時
代
の
文
書
を
讀
む
」
と
な
る
と
苦
手
意
識
を

持
つ
事
が
多
い
も
の
で
す
。
い
は
ゆ
る
「
舊
字
・
舊
か
な
」
に
よ
る

文
藝
や
印
刷
技
術
を
絕
や
す
の
は
勿
體
な
い
と
思
つ
て
こ
の
や
う
な

表
記
で
記
事
を
書
い
て
ゐ
る
私
で
さ
へ
さ
う
で
し
た
。

　

し
か
し
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
四
月
二
十
九
日
に
幕
張
メ

ッ
セ
で
開
か
れ
た
「
ニ
コ
ニ
コ
超
會
議
」
に
行
つ
た
時
、
そ
れ
に
挑

戰
し
よ
う
と
い
ふ
氣
が
突
然
起
つ
た
の
で
す
。
江
戶
時
代
の
地
震
に

つ
い
て
記
錄
さ
れ
た
古
文
書
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
集
合
知
」
を

驅
使
し
て
飜
刻
す
る
事
で
、
後
世
の
災
害
對
策
に
役
立
て
よ
う
と
い

ふ
、「
み
ん
な
で
翻
刻
」
と
い
ふ
ブ
ー
ス
が
あ
つ
た
か
ら
で
す
。
私
も

「
崩
し
字
字
典
」
を
引
い
た
り
先
生
に
一
對
一
で
手
傳
つ
て
い
た
だ

き
な
が
ら
、
古
文
書
の
飜
刻
を
初
體
驗
し
ま
し
た
。
老
舖
商
店
の
看

板
に
あ
る
變
體
假
名
程
度
な
ら
大
抵
讀
め
る
私
に
も
、
流
石
に
江
戶

時
代
の
文
獻
と
な
る
と
讀
め
る
字
を
探
す
方
が
大
變
な
程
で
し
た
が
、

そ
れ
で
も
こ
の
會
場
で
半
分
程
度
は
讀
め
た
り
、
そ
の
後
ツ
イ
ッ

タ
ー
で
古
文
書
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
教
へ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
何

と
か
全
文
字
解
讀
す
る
事
が
出
來
ま
し
た
。
そ
の
後
は
每
月
「
み
ん

な
で
翻
刻
」
の
配
信
を
見
な
が
ら
、
今
月
の
課
題
を
他
の
視
聽
者
と

一
緖
に
解
讀
す
る
う
ち
に
、
江
戶
時
代
の
文
章
を
讀
む
の
に
少
し
づ

つ
慣
れ
て
い
き
ま
し
た
。

博
物
館
の
「
古
文
書
講
座
」
に
參
加
し
て
み
た

　

そ
れ
か
ら
六
年
後
、
地
元
の
博
物
館
で
「
古
文
書
講
座
」
の
參
加
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步
み
の
念

文
：
明
日
槇
悠

小
　
　
說

　
　
　

八

　

い
ぢ
け
た
草く

さ

木き

の
お
ど
ろ
に
繁は
ん

茂も

す
る
路み
ち

な
き
路み
ち

を
當あ
て

處ど

な
く
突つ
ゝ

込こ

ん
で
如ど

う何
な
る
も
の
か
。
正
し
や
う

氣き

の
沙さ

汰た

ぢ
や
あ
る
ま
い
。
さ
な
き

だ
に
町ま
ち

の
素そ

封ほ
う

家か

の
傳で
ん

に
據よ

る
と
此こ
の

一い
つ

帶た
い

は
思お
も

惑は
く

の
涯は
て

、
現げ
ん

世せ

に
比ひ

類る
い

な
き
魔ま

處し
よ

な
り
。
此こ
の

路み
ち

に
迷ま
よ

ふ
人ひ
と

は
分わ
か

ら
ぬ
ヿこ
と

に
怯ひ
る

ん
で
は
な
ら

な
い
。
心こ
ゝ
ろに
落お
ち

着つ

き
な
く
周し
う

圍ゐ

を
見み

れ
ど
も
、
聞き

け
ど
も
、
感か
ん

覺か
く

の

餌ゑ

食じ
き

と
な
る
。
或あ
る
いは

意い

に
適か
な

ふ
處
と
こ
ろ

迄ま
で

耳じ

目も
く

を
空む
な
しう

し
飛と

ん
で
往い

つ
て

見み

給た
ま

へ
。
其そ
の

執し
ふ

着ぢ
や
くが
君き
み

を
妙め
う

な
處と
こ
ろに
導み
ち
びく
。
是こ
れ

は
極ご
く

眞ま

新あ
た
らし
い
土ど

饅ま
ん

頭ぢ
ゆ
うで

鴉か
ら
すの

仕し

業わ
ざ

か
無む

慘ざ
ん

に
暴あ
ば

か
れ
て
あ
つ
て
、
君き
み

の
肉に
く

親し
ん

に
よ
く
似に

た
白さ
れ
か
う
べ

髑
髏
が
外
ぐ
わ
い

氣き

に
曝さ
ら

さ
れ
干ひ

乾か
ら

び
た
黑く
ろ

髮か
み

の
根ね

元も
と

に
黝
あ
を
ぐ
ろい
血ち

や
肉に
く

片へ
ん

な
ど
附つ

い
て
ゐ
る
ヿこ
と

も
あ
ら
う
。
頭あ
た
まの

上う
へ

の
木こ

末ぬ
れ

で
誰だ
れ

と
も
附つ

か

ぬ
聲こ
ゑ

が
し
た
ら
君き
み

の
禍
わ
ざ
は
ひで
あ
る
。
す
ぐ
引ひ

き
か
へ
し
て
一い
つ

心し
ん

に
濃こ

い

酸さ
ん

素そ

を
求も
と

め
て
見み

給た
ま

へ
。
忽た
ち
まち

林は
や
しが

盡つ

き
て
空そ
ら

の
一い
ち

隅ぐ
う

に
古こ

城じ
や
うの

影か
げ

が
あ
ら
は
れ
る
。
も
し
心
こ
ゝ
ろ

惹ひ

か
れ
て
其そ
ち
ら方
へ
往い

か
う
と
し
て
も
駄だ

目め

だ
よ
。
お
濠ほ
り

が
張は
り

環め
ぐ

ら
せ
て
あ
つ
て
近ち
か

づ
か
う
に
も
如ど

う何
し
て
も
路み
ち

は
通つ
う

じ
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
。
命い
の
ちが
惜お

し
く
ば
怺こ
ら

へ
て
措お
き

給た
ま

へ
。
城
じ
や
う

郭く
わ
くの

上う
へ

邊あ
た

り
を
ふ
は
ふ
は
漂た
ゞ
よふ

人ひ
と

魂だ
ま

を
見み

た
と
云い

ふ
人ひ
と

も
あ
る
。
つ

ん
の
め
つ
て
勾こ
う

配ば
い

へ
落お
ち

込こ

む
と
、
今い
ま

迄ま
で

見み

え
た
怕こ
は

い
景け

色し
き

が
悉
こ
と
ご
とく
さ

か
し
ま
に
な
つ
て
、
垂た

れ
罩こ

め
た
精せ
い

氣き

の
生な
ま

暖あ
た
ゝ
かい

谷た
に

の
底そ
こ

に
出で

る
だ

ら
う
。
其そ

は
渾こ
ん

沌と
ん

の
極
き
よ
く

致ち

、
人じ
ん

境き
や
うよ
り
劃く
ぎ

ら
れ
靈れ
い

氛ふ
ん

に
滿み

た
さ
れ
た

魔ま

界か
い

で
御ご

坐ざ

る
。
瘦や

せ
こ
け
捻ね

ぢ
く
れ
た
枯か
れ

木き

の
合あ
ひ

間ま

に
半な
か

ば
隱か
く

れ
、

埴ね
ば

土つ
ち

と
も
つ
か
ぬ
表へ
う

面め
ん

に
粘ね
ん

性せ
い

の
泡あ
わ

を
吹ふ

か
せ
乍な
が

ら
沼ぬ
ま

は
腐ふ

臭し
う

を
漂
た
ゞ
よ

は
せ
て
く
る
。
畔ほ
と
りに

は
厭い
や

ら
し
い
茸き
の
こが

蔓は
び
こ延

つ
て
盛さ
か

ん
に
胞は
う

子し

を
撒ま

き
散ち

ら
す
。
對た
い

岸が
ん

で
は
刈か

ら
れ
る
の
を
待ま

つ
や
う
な
枯か
れ

芒す
ゝ
きの
列れ
つ

が
悄せ
う

然ぜ
ん

と
彳た
ゝ
ずん

で
ゐ
る
。
君き
み

は
必か
な
らず

元も
と

の
路み
ち

に
還か
へ

り
た
い
と
願ね
が

ふ
だ
ら
う
。

兎と

角か
く

じ
た
ば
た
す
る
の
は
高た
か

み
へ
高た
か

み
へ
と
這は

ひ
上あ

が
り
た
く
な
る

の
は
な
ん
と
か
し
て
蜘く

蛛も

の
巢す

の
如ご
と

き
奸か
ん

計け
い

を
拔ぬ

け
出だ

し
た
い
か
ら
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で
、
そ
れ
で
其そ
の

望の
ぞ

み
は
容よ
う

易い

に
達た
つ

せ
ら
れ
な
い
。
況ま

し
て
や
甦
よ
み
が
へり
は

決け
つ

し
て
出で

來き

な
い
。
そ
れ
は
初は
じ

め
か
ら
魔ま

境き
や
うに
埋う

も
れ
た
る
人じ
ん

生せ
い

。

羈き

束そ
く

な
き
浮ふ

浪ら
う

の
現
う
つ
し

身み

な
り
。
斯か

く
の
如ご
と

き
末ま
つ

路ろ

を
辿た
ど

つ
た
隱い
ん

者じ
や

、

仙せ
ん

人に
ん

が
此こ
の

一い
つ

帶た
い

に
は
忍し
の

ん
で
ゐ
る
。
若も

し
君き
み

、
仙せ
ん

人に
ん

に
遇あ

ひ
た
く
思お
も

は
ゞ
、
齡と
し

古ふ

り
た
大お
ほ

欅け
や
きの

う
つ
ろ
を
覗の
ぞ

き
給た
ま

へ
。
暗く
ら

が
り
へ
目め

を
凝こ

ら
せ
ば
、
樹ほ

ら洞
の
褥し
と
ねに

蛟み
づ
ちの

如ご
と

く
蟠
わ
だ
か
まつ

て
ゐ
る
の
は
、
皺し
わ

く
ち
や
な

全ぜ
ん

身し
ん

の
皮ひ

膚ふ

に
岩い
は

茸た
け

の
こ
び
り
附つ

い
た
や
う
な
む
く
つ
け
き
老ら
う

婆ば

。

假か
り

に
何な
に

か
尋た
づ

ね
て
も
聲こ
ゑ

は
返か
へ

つ
て
く
る
ま
い
。
口こ
う

腔く
う

を
か
ぱ
と
開あ

け

た
儘ま
ゝ

、
い
つ
迄ま
で

も
押お

し
默だ
ま

つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
氣き

を
附つ

け
給た
ま

へ
。
其そ
の

穴あ
な

ぼ
こ
に
嵌は
ま

つ
た
日ひ

に
は
、
君き
み

も
仙せ
ん

客か
く

の
一ひ
と

人り

と
な
つ
て
朽く

ち
果は

て

た
椛も
み
ぢの
上う
へ

に
茣ご

蓙ざ

を
敷し

い
て
終ひ
ね
も
す日
あ
ん
ぐ
り
と
明あ
け

暮く
ら

す
ヿこ
と

だ
ら
う
。

周あ

わ章
て
ゝ
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
實じ
つ

は
魔ま

處し
よ

近き
ん

邊ぺ
ん

の
廣ひ
ろ

さ
は
僅わ
づ

か
十じ
つ

丁ち
や
うに
も
滿み

た
な
い
と
云い

ふ
の
だ
か
ら
。
進し
ん

退た
い

窮き
は

ま
つ
て
喚わ
め

く
は
癡ち

で

あ
る
。
藻も

搔が

い
た
處と
こ
ろが

元も
と

の
木も
く

阿あ

彌み

に
過す

ぎ
な
い
。
眞ま

逆さ
か

樣さ
ま

に
自み
づ
から

命い
の
ちを
落お

と
す
ヿこ
と

も
あ
る
ま
い
。
能よ

く
氣き

を
落お

ち
着つ

け
、
莨た
ば
こで
も
ふ
か

し
て
只た
ゞ

待ま

つ
が
妙め
う

。
さ
う
す
る
と
思お
も

は
ぬ
魍ま
う

魎り
や
うの

妨ば
う

礙が
い

を
受う

け
る
ヿこ
と

が
あ
る
。
日ひ

が
西に
し

に
落お

ち
る
や
否い
な

や
東ひ
が
しか
ら
出い

で
、
又ま

た
西に
し

へ
落お

ち

る
や
東ひ
が
しか
ら
上の
ぼ

り
、
是こ
れ

は
眞ま
こ
との
天て
ん

道た
う

樣さ
ま

か
と
怪け

訝げ
ん

の
眼め

を
瞠み
は

れ
ば
、

煌き
ら
めく
眞し
ん

紅く

の
玉た
ま

は
色い
ろ

も
形か
た
ちも
千せ
ん

變ぺ
ん

萬ば
ん

化く
わ

す
る
。
丸ま
る

餠も
ち

の
如ご
と

く
膨ふ
く

れ
上あ
が

つ
て
爆は

ぜ
、
靑あ
を

白じ
ろ

く
な
り
、
螢ほ
た
るの

や
う
に
左ひ
だ
りへ

右み
ぎ

へ
弧こ

を
描ゑ
が

い
て
飛と

び
回ま
は

る
と
、
電で
ん

氣き

を
帶お

び
て
ゐ
る
の
か
寒か
ん

色し
よ
くの
軌き

跡せ
き

に
稻い
な

妻づ
ま

が
走は
し

つ

て
、
木こ

下し
た

闇や
み

の
一い
ち

隅ぐ
う

に
留と
ゞ

ま
る
と
狂く
る

ほ
し
く
顫ふ
る

へ
て
君き
み

の
知し

つ
て
ゐ

る
少せ

う

年ね
ん

の
聲こ
ゑ

で
嗚を

咽え
つ

に
噎む
せ

ぶ
。
耳み
ゝ

障ざ
は

り
な
歔き
よ

欷き

の
高た
か

ま
り
に
つ
れ
、

燐り
ん

光く
わ
うの
顫せ
ん

動ど
う

も
鬱う
つ

陶た
う

し
く
甚は
な
はだ
し
く
な
り
、
其そ
の

執し
つ

濃こ

さ
が
極
き
よ
く

限げ
ん

を
迎む
か

へ
る
と
、
波は

動ど
う

が
ふ
つ
ゝ
り
絕た

え
、
一い
つ

切さ
い

は
暗あ
ん

澹た
ん

た
る
寂せ
き

寥れ
う

の
う
ち

に
沒ぼ
つ

し
て
し
ま
ふ
。
灰は
ひ

を
落お

と
す
、
塵ぢ
ん

埃あ
い

は
風か
ぜ

が
吹ふ

き
拂は
ら

ふ
、
林は
や
しが

鳴な

る
、
新あ
た
らし

く
燐マ
ツ
チ寸

を
點つ

け
る
、
烟け
む
りが

眼め

に
沁し

む
、
そ
し
た
ら
成な
る

可べ

く
深ふ
か

く
息い
き

を
吐つ

き
給た
ま

へ
、
假た
と
へ令

天て
ん

か
ら
見み

放は
な

さ
れ
て
も
君き
み

は
未ま

だ
其そ

處こ

に
ゐ
る
。
何な
に

が
起お

き
よ
う
と
も
餘よ

處そ

ヿご
と

に
過す

ぎ
な
い
の
だ
か
ら

白し
ら

々じ
ら

し
い
。
突と
つ

然ぜ
ん

又ま

た
日ひ

が
射さ

す
。
君き
み

は
其そ
の

時と
き

、
も
う
魔ま

處し
よ

は
拔ぬ

け

て
ゐ
た
の
だ
と
知し

る
だ
ら
う
。

　

ヿこ
と

程ほ
ど

左さ

樣や
う

に
戒い
ま
しめ

を
受う

け
た
に
も
拘か
か
はら

ず
、
御み

輿こ
し

に
憑つ

か
れ
た
癡し
れ

者も
の

共ど
も

は
闇や
み

雲く
も

に
叢そ
う

林り
ん

を
漂へ
う

泊は
く

す
る
。
前ま
へ

の
め
り
に
の
め
り
込こ

む
ヿこ
と

、

經ふ

る
年と
し

月つ
き

に
埋う

も
れ
た
古こ

人じ
ん

の
足あ
し

迹あ
と

を
草く
さ

の
根ね

分わ

け
て
嗅か

ぎ
出だ

さ
う

と
す
る
學が
く

者し
や

に
似に

た
り
。
此こ
の

御み

輿こ
し

の
番つ
が
ひで
先さ
き

を
行ゆ

く
の
は
元
ぐ
わ
ん

來ら
い

修し
ゆ

驗げ
ん

を
禁き
ん

ぜ
ら
れ
た
る
千ち

禰ね

て
ふ
女に
よ

人に
ん

。
裏う
ら

手て

を
支さ
ゝ

へ
る
は
若わ
か

彥ひ
こ

な
る

い
ゝ
氣き

な
兄あ
ん

ち
や
ん
。
旅た
び

の
黑く
ろ

幕ま
く

た
る
御み

輿こ
し

に
導み
ち
びか
れ
て
行い

く
な
ら

ば
如い

何か

な
る
難な
ん

路ろ

で
も
間ま
ち

違が

ひ
な
い
と
盲ま
う

信し
ん

す
る
無む

謀ぼ
う

な
連れ
ん

中ち
ゆ
うだ

。

故ゆ
ゑ

に
諦あ
き
らめ
が
惡わ
る

い
。
晝ひ
る

も
小を

暗ぐ
ら

い
下し
た

蔭か
げ

で
す
た
す
た
と
步ほ

を
進す
ゝ

め
る

千ち

禰ね

の
足あ
し

捌さ
ば

き
は
死し

ん
だ
椛も
み
ぢの
埋
う
づ
み

火び

を
搔か

き
起お
こ

す
け
す
ら
ひ
な
り
。

不ふ

逞て

不ぶ

逞て

し
い
大お
ほ

股ま
た

で
思し

考か
う

は
誦じ
ゆ

す
。

（
此こ
の

た
び
は
。
幣ぬ
さ

を
取と

ら
な
き
や
。
な
り
ま
せ
ん
。
幣ぬ
さ

を
取と

ら
な
き

や
。
幣ぬ
さ

を
取と

ら
な
き
や
。
左ひ
だ
りへ
。
右み
ぎ

へ
。
え
い
、
こ
ら
。
あ
れ
は
い

ぢ
ら
し
い
春は
る

心ご
ゝ
ろ。

ど
ん
な
に
待ま

つ
た
ヿこ
と

で
せ
う
霞か
す
みの

向む
か

う
か
ら
貴あ
な
た方
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占
ひ
師
に
な
ら
う

文
：
刑
部
し
き
み

隨
　
　
筆

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

　

占
ひ
師
の
刑
部
し
き
み
で
す
。
色
々
あ
つ
て
在
宅
占
ひ
師
に
な
り

ま
し
た
。

　

別
に
人
が
嫌
ひ
で
も
占
ひ
師
に
は
な
れ
ま
す
し
、
手
帳
持
ち
の
精

神
障
害
者
で
も
、
性
格
が
惡
く
て
も
別
に
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

勿
論
學
歷
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
實
際
に
自
分
が
さ
う
で
す
。
占
術

の
知
識
と
經
驗
が
あ
れ
ば
、
今
日
か
ら
プ
ロ
の
占
ひ
師
で
ご
ざ
い
、

と
名
乘
つ
た
時
か
ら
誰
で
も
な
れ
ま
す
。
良
か
つ
た
で
す
ね
。

　

氣
に
な
る
問
題
は
「
占
ひ
師
は
食
へ
る
か
ど
う
か
」
で
す
よ
ね
。

　

經
驗
に
よ
る
結
論
か
ら
申
し
あ
げ
る
と
、
特
殊
、
か
つ
長
時
間
占

ひ
師
と
し
て
待
機
し
、
繁
盛
し
て
ゐ
る
時
は
複
數
人
の
鑑
定
を
同
時

に
行
ふ
と
云
ふ
、
勤
め
人
以
上
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
が
出
來
て
勤

勉
な
人
間
で
な
い
と
、
副
業
以
上
の
も
の
に
す
る
の
は
大
變
難
し
い
、

の
で
、
は
い
、
解
散
…
…
。

　

と
云
ふ
の
は
流
石
に
夢
も
希
望
も
な
い
の
で
、
私
が
ど
う
や
つ
て

占
ひ
師
と
な
つ
た
の
か
位
は
、
一
應
參
考
に
な
る
か
と
思
ひ
ま
す
の

で
後
半
で
書
い
て
お
き
ま
せ
う
。

　

し
か
し
先
づ
は
占
ひ
が
出
來
な
い
と
、
お
金
を
貰
ふ
以
前
の
問
題

で
す
。
占
術
の
知
識
と
經
驗
の
積
み
方
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
金
錢

に
餘
裕
が
あ
る
人
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
通
信
講
座
や
占
ひ
の
專
門
學
校

等
に
行
く
と
云
ふ
手
も
あ
り
ま
す
。
實
際
に
プ
ロ
に
鑑
定
の
添
削
を

し
て
貰
へ
た
り
、
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
技
術
な
ど
を
敎
へ
て
貰
へ
る
の

が
良
い
で
す
ね
。

　

私
は
貧
乏
人
な
の
で
、
小
さ
い
頃
か
ら
の
書
籍
で
の
獨
學
と
實
踐

で
す
。
こ
れ
で
も
一
應
普
通
の
人
よ
り
は
占
術
の
書
籍
を
讀
ん
で
ゐ

る
し
、
普
通
の
人
よ
り
仕
事
で
他
人
向
け
の
文
章
を
書
い
て
ゐ
る
と

思
ふ
し
、
お
金
を
戴
い
て
他
人
の
鑑
定
を
し
た
事
も
あ
る
の
で
、
だ

か
ら
こ
そ
占
ひ
師
に
な
つ
た
の
で
す
が
、
普
通
の
人
が
大
人
に
な
つ
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文
： 

コ
シ
ヌ
ケ
１
０
４
０

隨
　
　
筆

　

み
な
さ
ま
御
存
知
の
通
り
、
俺
達
が
愛
し
た
ツ
イ
ッ
タ
ー

（Tw
itter

）
は
死
ん
だ
。
何
故
か
。
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
が
坊
や
だ

か
ら
で
あ
る
。
と
ま
あ
冗
談
は
と
も
か
く
、
昨
年
二
〇
二
二
年
に
ア

メ
リ
カ
の
暴
れ
ん
坊
た
る
マ
ス
ク
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
社
を
買
收
し
て
し

ま
ひ
、
シ
ス
テ
ム
は
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
に
な
っ
た
上
、
本
年
二
〇
二
三

年
の
七
月
後
半
か
ら
は
Ｘ
（
エ
ッ
ク
ス
）
な
ど
と
い
ふ
面
白
く
も
な

ん
と
も
な
い
名
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
俺
は
こ
れ
か
ら
も
ツ
イ
ッ

タ
ー
と
呼
び
續
け
る
が
。

　

俺
が
よ
く
聞
い
て
ゐ
る
Ｊ

‐

Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ
（
ジ
ェ
イ
ウ
ェ
イ
ブ
。
東

京
の
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
局
）
の
番
組
で
は
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
使
っ
て
リ
ス

ナ
ー
か
ら
の
投
稿
を
拾
っ
た
り
、
番
組
か
ら
の
お
知
ら
せ
を
廣
め
た

り
し
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
ん
な
ラ
ジ
オ
番
組
の
出
演
者
が
「
ツ

イ
ッ
タ
ー
…
い
や
、
エ
ッ
ク
ス
に
變
っ
た
み
た
い
で
す
ね
」
な
ん
て

感
じ
で
改
名
自
體
を
ネ
タ
に
し
て
ゐ
た
り
、
そ
の
後
も
慣
れ
な
い
感

じ
を
漂
は
せ
た
り
し
て
ゐ
た
が
、
二
ヶ
月
も
經
つ
と
「
ツ
イ
ッ
タ
ー

改
め
エ
ッ
ク
ス
」
と
か
「
エ
ッ
ク
ス
、
舊
ツ
イ
ッ
タ
ー
」
と
か
「
エ

ッ
ク
ス
の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
何
々
で
…
」
と
す
ら
す
ら
言
ふ
や
う
に
な

っ
て
き
た
。

　

ち
な
み
に
英
數
字
一
文
字
の
名
稱
は
Ｓ
Ｅ
Ｏ
（
檢
索
エ
ン
ジ
ン
最

適
化
）
ひ
い
て
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
觀
點
か
ら
す
る
と
最
惡
の
部

類
だ
ら
う
。
い
ま
（
二
〇
二
三
年
九
月
時
點
）「
Ｘ
」
で
グ
グ
る
と
、

檢
索
結
果
に
はX Japan

の
ツ
イ
ッ
タ
ー
ア
カ
ウ
ン
ト
が
最
上
位
に

出
て
く
る
。
な
る
ほ
ど
、
現
時
點
の
グ
ー
グ
ル
に
と
っ
て
最
も
「
Ｘ
」

と
い
ふ
キ
ー
ワ
ー
ド
に
相
應
し
い
の
は
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
改
め
Ｘ
に
あ

るX Japan

の
ア
カ
ウ
ン
ト
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ツ
イ
ッ

タ
ー
改
め
Ｘ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
は
檢
索
結
果
に
見
當
た
ら
な
い
。
各

種
メ
デ
ィ
ア
を
見
て
も
Ｘ
ひ
と
文
字
で
は
意
味
が
通
じ
に
く
い
と
の

判
斷
か
、「
Ｘ
（
舊
ツ
イ
ッ
タ
ー
）」
の
や
う
に
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
」
が

添
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

と
こ
ろ
で
そ
も
そ
も
一
度
は
買
收
を
撤
囘
し
た
マ
ス
ク
に
「
買
收
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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
四
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・正漢字・
歴史的歴史的
かなづかひかなづかひ

で書くのはで書くのは
自由　でも自由　でも

新漢字・新漢字・
現代現代
仮名遣い仮名遣い

に直してに直して
出版します出版します

→→
修修
正正

新漢字・新漢字・
現代現代
仮名遣い仮名遣い

正漢字・正漢字・
歴史的歴史的
かなづかひかなづかひ

（本誌はこちらが原則）（本誌はこちらが原則）

どちらもパソコンで自己出版どちらもパソコンで自己出版
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