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愚
想
の
寄
せ
集
め

名
賀
月
晃
嗣

國
語
問
題
特
輯

　

本
号
の
テ
ー
マ
は
「
正
字
正
か
な
の
実
践
」。
さ
て
何
を
書
か
う

か
と
考
へ
た
が
、「
ど
ん
な
時
に
？
」
と
問
は
れ
た
ら
「
個
人
の
責
任

の
範
疇
で
は
大
体
い
つ
も
」
で
終
了
、「
ど
う
や
つ
て
」
と
の
問
ひ
に

は
『
み
ん
な
の
か
な
づ
か
ひ
二
〇
一
九
』
に
『
仮
名
遣
の
使
ひ
方
』

と
題
し
て
書
い
た
文
章
を
読
ん
で
欲
し
い
と
答
へ
る
だ
ら
う
。
書
い

て
か
ら
そ
こ
ま
で
年
月
が
経
つ
て
を
ら
ず
、
似
た
や
う
な
こ
と
を
再

び
書
く
の
は
気
が
進
ま
な
い
。

　

こ
こ
は
ひ
と
つ
何
か
創
作
を
し
よ
う
と
も
思
つ
た
が
、
こ
れ
な
ら

い
け
る
と
い
ふ
ネ
タ
も
浮
か
ば
ぬ
ま
ま
日
だ
け
が
過
ぎ
た
。
書
け
ず

仕
舞
で
押
井
編
輯
長
に
不
義
理
を
す
る
こ
と
だ
け
は
避
け
た
い
。
否
、

何
で
も
い
い
か
ら
文
章
が
書
き
た
い
と
い
ふ
欲
求
だ
け
は
あ
る
。

　

と
い
ふ
こ
と
で
、
こ
こ
か
ら
先
は
、
取
り
留
め
の
な
い
こ
と
を
思

ふ
ま
ま
に
書
き
連
ね
る
こ
と
と
す
る
。
面
白
い
も
の
に
な
る
か
、
駄

文
が
出
来
る
か
は
、
筆
者
に
も
分
か
ら
な
い
。
気
に
入
つ
て
く
れ
る

人
が
一
人
で
も
現
れ
た
な
ら
、
望
外
で
あ
る
。

■■
コ
ロ
ナ
と
呼
ば
れ
る
も
の

　

手
許
の
旺
文
社
国
語
辞
典
（
第
八
版
）
で
「
コ
ロ
ナ
」
を
引
く
と
、

天
文
用
語
で
あ
る
旨
の
表
記
が
あ
つ
て
、「
太
陽
の
彩
層
の
外
側
に

あ
る
ガ
ス
層
。
皆
既
日
食
の
と
き
、
太
陽
の
ま
わ
り
か
ら
青
白
く
広

が
っ
て
見
え
る
。
光
冠
。」
と
あ
つ
た
。
し
か
し
、
本
稿
を
書
い
て
ゐ

る
現
在
、
コ
ロ
ナ
と
聞
い
て
真
つ
先
に
光
冠
を
聯
想
す
る
人
は
さ
う

多
く
あ
る
ま
い
。
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
コ
ロ
ナ
と
い
ふ
文
言
が
出
て
来

る
と
き
、
そ
れ
は
ま
づ
間
違
ひ
な
く
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
一
種
に
よ

る
感
染
症
を
指
す
。
目
の
前
の
計
算
機
で
試
し
に
「
コ
ロ
ナ
」
を

グ
ー
グ
ル
検
索
し
て
み
た
ら
、
見
事
な
ま
で
に
感
染
症
に
つ
い
て
の
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國
語
敎
科
書
と
歷
史
的
か
な
づ
か
ひ

押
井
德
馬

國
語
問
題
特
輯

　

現
代
に
於お

い
て
傳で
ん

統と
う

的て
き

な
漢
字
や
假か

名な

遣づ
か
ひを

實じ
つ

踐せ
ん

す
る
と
、
お
決

ま
り
の
や
う
に
浴
び
せ
ら
れ
る
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
言
葉
は
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
な
の
に
、
み
ん
な
の
読
み
づ
ら
い
書
き
方

で
わ
ざ
わ
ざ
書
く
な
ん
て
、
相
手
に
伝
え
る
気
が
な
い
の
で
は
」。

　
「
學が
く

校か
う

で
習
は
な
い
舊き
う

漢か
ん

字じ

は
と
も
か
く
、
（
一
）

歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひは

中
ち
ゆ
う

學が
く

の
國こ
く

語ご

で
讀よ

み
方
を
習
つ
て
ゐ
る
は
ず
で
は
」
と
反
論
す
る
と
、

「
で
も
そ
ん
な
の
覚
え
て
い
る
は
ず
が
な
い
」
の
返
事
が
お
約
束
。

　

そ
こ
で
、
現
在
の
中
ち
ゆ
う

學が
く

校か
う

で
「
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひ」
を
ど
の
や
う
に

敎を
し

へ
て
ゐ
る
の
か
、
敎け
う

科く
わ

書し
よ

を
調
べ
て
み
る
事
に
し
ま
し
た
。

一
）
そ
れ
で
も
、「
櫻さ

く
ら」「
澤さ

は

」
な
ど
人
名
や
組
織
名
等
の
固
有
名
詞
で
既

に
お
馴
染
み
の
も
の
も
多
い
の
で
、
殘の

こ

り
は
「
一
般
的
な
文
章
で
の
使

用
頻
度
が
高
い
が
、
新
漢
字
と
字じ

體た
い

の
大
き
く
異こ

と
なる
も
の
」
を
數す

う

十じ
ふ

字じ

憶
え
れ
ば
、
讀よ

む
自
信
が
大
分
附
く
は
ず
で
す
。

■■
實じ
つ
際さ
い
の
敎け
う
科く
わ
書し
よ
を
調
べ
て
み
た

　

ま
づ
は
、
國こ
く

語ご

敎け
う

科く
わ

書し
よ

の
二
大
出
版
社
、「
教
育
出
版
」「
光
村
図

書
」
の
現
行
の
中
ち
ゆ
う

學が
く

國こ
く

語ご

敎け
う

科く
わ

書し
よ

（
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年

使
用
開
始
）
を
實じ
つ

際さ
い

に
入
手
し
て
み
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、「
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひ」

に
關
く
わ
ん

係け
い

す
る
解
說
や
、
そ
の
表
記
に

よ
る
作
品
（
た
ゞ
し
、
國こ
く

語ご

改
革
の
前
の
作
品
で
も
、
作
者
・
本
文

と
も
「
現
代
仮
名
遣
い
」
に
直
し
て
も
表
記
が
一
致
し
、
區く

別べ
つ

の
附

か
な
い
も
の
は
除
外
）
が
ど
れ
だ
け
揭
載
さ
れ
て
ゐ
る
の
か
調
べ
て

み
ま
し
た
。

【
教
育
出
版
「
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
１
」】

（
コ
ラ
ム
）
四
季
の
た
よ
り　

春
・
夏
・
秋
・
冬　

光
孝
天
皇
（
君

が
た
め
～
）、
一
茶
（
草
つ
み
や
～
）、
従
二
位
家
隆
（
風
そ
よ
ぐ
～
）、
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■■
作
品
の
多
さ
に
驚
い
た

　

私
が
中
ち
ゆ
う

學が
く

校か
う

で
古
文
の
授
業
を
受
け
た
の
は
昭
和
時
代
で
し
た
が
、

當た
う

時じ

と
比
べ
る
と
、
敎け
う

科く
わ

書し
よ

が
Ａ
４
版
と
大
き
く
な
り
、
全
ペ
ー
ジ

カ
ラ
ー
で
鮮
や
か
な
寫し
や

眞し
ん

や
圖づ

が
多た

數す
う

揭け
い

載さ
い

さ
れ
て
ゐ
る
事
に
、
ま

づ
驚
き
ま
し
た
。

　

次
に
、
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひに

よ
る
作
品
が
豫よ

想さ
う

よ
り
ず
つ
と
多
か
つ

た
の
も
驚
き
で
し
た
。
き
つ
と
Ａ
４
に
な
つ
て
よ
り
多
く
の
内
容
が

載
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
お
蔭か
げ

で
せ
う
。「
枕
草
子
」「
徒
然
草
」

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
昔
も
今
も
變か
は

ら
ず
定
番
で
す
が
、
中
ち
ゆ
う

學が
く

生せ
い

に
と

つ
て
旣す
で

に
馴
染
み
深
い
で
あ
ら
う
「
小
倉
百
人
一
首
」「
竹
取
物
語
」

を
中
一
の
敎け
う

科く
わ

書し
よ

に
載
せ
て
ゐ
る
の
を
見
附
け
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に

「
我
が
意
を
得
た
り
」
の
氣き

持も
ち

で
し
た
。
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひの

作
品
が

「
古
文
」
や
「
文
語
の
詩
歌
」
の
章
だ
け
に
隔
離
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

春
夏
秋
冬
に
ま
つ
は
る
詩
歌
の
コ
ラ
ム
を
は
じ
め
あ
ち
こ
ち
の
ペ
ー

ジ
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
も
興
味
深
い
點て
ん

で
し
た
。

　
「
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひ

＝
平
安
時
代
～
江
戸
時
代
の
古
文
」
と
云
ふ
印

象
を
持
つ
人
も
多
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
詩
歌
、
特
に
俳
句
や
短

歌
は
明
治
以
降
の
近
・
現
代
の
作
品
も
澤た
く

山さ
ん

揭け
い

載さ
い

さ
れ
て
ゐ
ま
し
た
。

一
番
興
味
深
か
つ
た
の
は
、「
教
育
出
版
」
の
中
二
敎け
う

科く
わ

書し
よ

に
あ
る
、

高
村
光
太
郞
「
レ
モ
ン
哀
歌
」。
題
名
に
も
あ
る
カ
タ
カ
ナ
語
を
含

め
、
語
彙
が
現
代
の
も
の
と
近
い
昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）
年
の
作

品
で
す
。「
中
二
病
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
愛
と
死
を
描
い
た
こ
の

作
風
は
、
き
つ
と
中
二
の
思
春
期
の
心
に
大
き
く
響
く
作
品
で
は
な

い
で
せ
う
か
（
勝
手
な
想
像
）。
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
生
れ
、

つ
ま
り
戰せ
ん

後ご

世せ

代だ
い

の
栗
木
京
子
も
「
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は

君
に
は
一
日
我
に
は
一
生
」
と
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひで

詠
ん
で
ゐ
ま
す
。

「
光
村
図
書
」
の
敎け
う

科く
わ

書し
よ

で
は
、
高
村
光
太
郞
「
冬
が
来
た
」「
樹
下

の
二
人
」、
山
村
暮
鳥
「
り
ん
ご
」、
三
好
達
治
「
大
阿
蘇
」
が
、
口

語
文
で
あ
り
な
が
ら
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひの
ま
ゝ
揭
載
さ
れ
て
ゐ
ま
す

（「
現
代
仮
名
遣
い
」
に
直
さ
れ
て
ゐ
な
い
！
）。
觀
く
わ
ん

察さ
つ

力り
よ
くの

鋭
い
中
ち
ゆ
う

學が
く

生せ
い

が
そ
の
事
を
發は
つ

見け
ん

し
て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

　
「
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひ」

と
「
現
代
仮
名
遣
い
」
で
表
記
の
異
る
部
分
に

は
、
中
二
の
敎け
う

科く
わ

書し
よ

ま
で
槪お
ほ
むね
ル
ビ
（
振ふ
り

假が

名な

）
が
あ
り
ま
し
た
。

漢
字
も
例
外
で
は
な
く
、
ま
づ
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひで

ル
ビ
が
振
ら
れ
、

そ
の
右
に
括
弧
書
き
（
教
育
出
版
は
靑
字
、
光
村
図
書
は
黑
字
）
で

「
現
代
仮
名
遣
い
」
に
よ
る
ル
ビ
が
振
ら
れ
る
（
そ
し
て
現げ
ん

代だ
い

語ご

譯や
く

は

下
の
段
か
、
黑
以
外
の
色
で
文
の
左
に
附
く
）
と
云い

ふ
叮て
い

嚀ね
い

ぶ
り
で

す
。
教
育
出
版
「
中
学
国
語
２
」
一
一
〇
頁
の
例
を
示
し
ま
す
が
、

色
分
け
で
區く

別べ
つ

し
や
す
く
な
つ
た
の
は
、
カ
ラ
ー
化
樣さ
ま

々さ
ま

で
す
。

　

そ
れ
で
も
、「
ど
う
し
て
私
達
は
語
彙
も
假か

名な

遣づ
か
ひも

ま
る
で
異こ
と
なる
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古
文
を
學ま
な

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
云い

ふ
疑
問
を
持
つ
中
ち
ゆ
う

學が
く

生せ
い

も
多
い
こ
と
で
せ
う
。
そ
の
疑
問
に
答
へ
る
爲た
め

か
、「
教
育
出
版
」

も
「
光
村
図
書
」
も
、
私
達
が
古
文
を
學ま
な

ぶ
意
義
に
つ
い
て
解
說
し

た
文
章
を
揭
載
し
て
ゐ
ま
す
。

■■
誤ご

解か
い

を
招
き
か
ね
な
い
解
說

　

こ
の
や
う
に
、
昔
よ
り
改
善
さ
れ
た
部
分
も
多
い
と
は
云
へ
、「
歷

史
的
假か

名な

遣づ
か
ひと

は
何
な
の
か
」
に
つ
い
て
の
解
說
は
、
誤ご

解か
い

を
招
き

か
ね
な
い
内
容
で
あ
る
事
が
氣き

に
な
り
ま
す
。

【
教
育
出
版
「
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
１
」
一
〇
五
頁
】

　

と
こ
ろ
で
、
三
つ
の
句
に
は
、
現
在
の
書
き
表
し
方
と
違ち

が

う
と

こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
は
ず
で
す
。
こ
の
よ
う
な
書
き

表
し
方
を
、
歷
史
的
仮か

名な

遣
い
と
い
い
ま
す
。

　

現
代
の
仮
名
遣
い
と
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
慣
れ
さ
え

す
れ
ば
、
昔
の
人
た
ち
の
生
活
や
笑
い
の
世
界
に
直
接
ふ
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
教
育
出
版
「
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
１
」
一
一
九
頁
】

古
典
の
仮
名
遣
い

　

古
典
の
文
章
で
使
わ
れ
て
い
る
仮
名
遣
い
を
「
歴
史
的
仮
名
遣

い
」
と
い
い
ま
す
。「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
と
現
在
の
仮
名
遣
い
と

は
異
な
る
の
で
、
次
の
よ
う
な
点
に
注
意
が
必
要
で
す
。

【
光
村
図
書
「
国
語
１
」
一
五
七
頁
】

古
典
の
言
葉

　

古
典
の
文
章
に
は
、
現
代
の
文
章
と
異
な
る
言
葉
遣
い
が
見
ら

れ
る
。
時
代
と
と
も
に
、
日
本
語
も
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

古
典
語
（
文
語
）
と
現
代
語
（
口
語
）
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
仮
名
遣
い
の
変
化
や
言
葉
遣
い
の
変
化
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
「『
こ
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
書
か
れ
た
言
葉
を
、
現
代
仮
名
遣
い

で
書
き
な
さ
い
』
と
テ
ス
ト
に
出
題
す
る
と
、
少
な
か
ら
ぬ
生
徒
が

ご
丁
寧
に
『
現
代
語
訳
』
を
書
い
て
く
る
」
と
云
ふ
話
を
、
學が
く

校か
う

の

先
生
か
ら
よ
く
聞
き
ま
す
が
、
こ
れ
で
原
因
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ど

れ
も
、「
昔
の
文
章
・
現
代
の
文
章
」
と
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
・
現
代

仮
名
遣
い
」
を
混
同
し
か
ね
な
い
說
明
で
す
。
こ
れ
で
は
「
歴
史
的

仮
名
遣
い
」
と
「
古
典
」（
光
村
は
「
文
語
」
も
）
を
混
同
し
た
り
、

「
現
代
仮
名
遣
い
」
と
「
現
代
語
訳
」
の
違
ひ
も
分
ら
な
く
て
當た
う

然ぜ
ん

で

す
。
歷
史
的
假か

名な

遣づ
か
ひで
現
代
口
語
文
を
書
く
と
「
な
ぜ
古
代
人
に
な

り
き
る
の
」
と
か
「
現
代
の
言
葉
な
の
に
か
な
が
時
々
古
文
み
た
い

な
中
途
半
端
な
書
き
方
」
と
誤ご

解か
い

す
る
人
が
多
い
の
も
「
さ
も
あ
り

な
ん
」。
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■■
補
記
・
私
が
戰せ
ん
後ご

の
國こ
く
語ご

改か
い
革か
く
に
問
題
が
あ
る
と
思
ふ
點て
ん

一
、
傳で
ん

統と
う

的て
き

な
漢
字
と
假か

名な

遣づ
か
ひは
「
元
か
ら
有
る
べ
く
し
て
有
つ
た

も
の
」
で
、
代
々
繼け
い

承し
よ
うす

べ
き
も
の
だ
が
、
そ
の
傳で
ん

統と
う

が
破は

壞か
い

さ
れ
た

二
、
そ
れ
で
も
傳で
ん

統と
う

的て
き

な
漢
字
と
假か

名な

遣づ
か
ひに

大
き
な
問
題
が
あ
る
な

ら
見
直
し
も
必
要
だ
ら
う
が
、
そ
の
根こ
ん

據き
よ

も
不
十
分
で
、
そ
の

代か
は

り
と
な
る
表
記
も
「
ま
と
も
な
改
善
案
」
な
ら
ま
だ
し
も
、

惜
し
い
事
に
「
ま
と
も
で
な
い
理り

窟く
つ

に
基
づ
く
缺け
つ

陷か
ん

品ひ
ん

」
に
な

つ
て
し
ま
つ
た
（
下
の
圖づ

を
參さ
ん

照せ
う

）

三
、「
假か

名な

遣づ
か
ひ（

同
音
の
複ふ
く

數す
う

の
假か

名な

の
書
き
分
け
規
則
）」
の
否
定

が
根
本
原
則
の
國こ
く

語ご

表へ
う

記き

に
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
と
名な

附づ

け

た
り
、「
民
主
的
」
な
改
革
を
標
榜
し
な
が
ら
實じ
つ

態た
い

は
「
非
民
主

的
」（
昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
の
國こ
く

語ご

審し
ん

議ぎ

會く
わ
いの
「
五
委

員
脫
退
事
件
」
で
明あ
き
らか

に
）
と
、「
看
板
に
僞い
つ
はり

あ
り
」

四
、「
漢
字
も
歴れ
き

史し

的て
き

假か

名な

遣づ
か
ひも
一い
つ

般ぱ
ん

國こ
く

民み
ん

に
使
ひ
こ
な
せ
る
筈は
ず

が

な
い
、
無
駄
な
骨
折
り
」
と
馬
鹿
に
し
、
民
衆
に
知
を
蔑さ
げ
すみ

輕け
い

視し

す
る
風
潮
を
廣ひ
ろ

め
た

五
、
國こ
く

語ご

改か
い

革か
く

に
よ
つ
て
誤ご

解か
い

と
偏
見
が
廣ひ
ろ

ま
つ
た
、
傳で
ん

統と
う

的て
き

な
漢

字
と
假か

名な

遣づ
か
ひは
名め
い

譽よ

恢く
わ
い

復ふ
く

さ
れ
て
を
ら
ず
、
從
じ
ゆ
う

來ら
い

の
表
記
も

建
前
と
し
て
は
「
自
由
」
な
の
に
、
實じ
つ

態た
い

と
し
て
は
差
別
待
遇

を
受
け
る
事
が
多
く
、「
表
現
の
萎
縮
」
を
招
い
て
ゐ
る

六
、
傳で
ん

統と
う

を
破は

壞か
い

す
る
改
革
の
惡あ

し
き
前
例
を
作
つ
た

正
し
い
原
理
原
則
に

基
づ
く
國
語
へ
の
囘
歸
を

を
か
し
い
！

×
×

現
代
仮
名
遣
い

字
制
限

　
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

× ×？

く
わ
い 

き
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ス
ク
リ
ー
ン
へ
の
手
紙

―
―
Ｈ
Ｆ
第
三
章
と
か
劇
場
版
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
・
エ
ヴ
ァ
ー
ガ
ー
デ
ン
と
か
―
―

文
：blueday

論
　
　
評

■■
は
じ
め
に

　

今
年
も
『
み
ん
な
の
か
な
づ
か
ひ
』
略
し
て
『
み
ん
か
な
』
の
季

節
が
や
つ
て
参
り
ま
し
た
。
と
、
初
つ
端
か
ら
ま
づ
も
つ
て
問
題
な

の
は
、
こ
れ
を
書
い
て
ゐ
る
の
が
原
稿
の
一
次
締
切
で
あ
る
九
月
を

一
ヶ
月
も
過
ぎ
十
月
も
い
よ
い
よ
半
ば
に
な
ら
う
か
と
い
ふ
時
期
で

あ
る
、
と
い
ふ
所
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
あ
い
つ
も
の
事
な
の
で

気
に
し
な
い
事
に
し
ま
せ
う
（
万
死
に
値
す
る
）。

　

本
誌
で
は
毎
号
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
、
基
本
は
そ
れ
に
即
し
た
原

稿
が
募
集
・
掲
載
さ
れ
ま
す
。
勿
論
そ
れ
以
外
の
内
容
で
も
、
最
低

限
正
か
な
の
文
章
で
あ
れ
ば
概
ね
掲
載
Ｏ
Ｋ
と
い
ふ
「
ゆ
る
い
」
編

集
方
針
で
す
の
で
、
私
み
た
い
な
言
語
に
造
詣
の
深
い
と
は
と
て
も

言
へ
な
い
ド
素
人
で
も
正
か
な
を
使
へ
さ
へ
す
れ
ば
、
さ
う
し
て
何

か
そ
れ
ら
し
い
文
章
を
書
き
さ
へ
す
れ
ば
、
大
体
は
載
せ
て
貰
へ
る

訳
で
す
。
そ
れ
に
甘
え
て
毎
号
毎
号
、
テ
ー
マ
と
は
何
ぞ
や
そ
れ
は

う
ま
い
の
か
、
と
言
は
ん
ば
か
り
に
テ
キ
ト
ー
に
好
き
勝
手
書
い
て
、

挙
句
の
果
て
に
締
切
も
平
気
で
ぶ
つ
ち
し
て
送
り
付
け
る
と
い
ふ
傍

若
無
人
、
と
い
ふ
の
が
例
年
の
所
行
で
あ
り
ま
し
た
（
万
死
に
値
す

る
）。

　

し
か
し
て
今
号
の
テ
ー
マ
は
…
…
「
正
字
正
か
な
の
實
踐
」。
う

ｎ
？　

こ
れ
は
つ
ま
り
、
私
が
か
う
し
て
毎
号
毎
号
「
正
か
な
を
使

つ
て
文
章
を
書
く
」
と
い
ふ
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
す
か
な
？　

つ
ま
り
何
を
書
い
て
も
Ｏ
Ｋ
？　

や
つ
た
ね
青
ち
や
ん
今
年
は
テ
ー

マ
に
沿
つ
た
文
章
を
書
け
る
よ
心
中
言
ひ
訳
し
な
が
ら
書
か
ず
に
済

む
よ
！　

と
い
ふ
解
釈
で
、
例
年
の
如
く
自
由
に
や
ら
せ
て
頂
き
ま

す
の
で
、
読
者
諸
賢
に
於
い
て
は
悪
し
か
ら
ず
ご
了
承
頂
き
た
く

（
万
死
に
値
す
る
）。
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と
い
ふ
訳
で
今
年
は
何
を
書
か
う
か
な
、
と
い
ふ
の
が
毎
度
お
馴

染
み
の
悩
み
事
な
の
で
す
が
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
映
画
の
感
想
で

も
書
い
て
み
よ
う
か
な
と
思
ひ
ま
す
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
紡
が
れ
る
物

語
を
受
け
止
め
、
咀
嚼
・
消
化
吸
収
し
、
さ
う
し
て
心
の
栄
養
と
し

て
行
き
渡
つ
た
果
て
に
ほ
わ
り
と
浮
か
ん
だ
、
形
の
定
か
な
ら
ぬ
、

し
か
し
そ
れ
は
感
情
を
揺
さ
ぶ
り
、
思
案
さ
せ
、
は
た
ま
た
暖
め
て

く
れ
る
、
そ
ん
な
何
か
。
そ
の
輪
郭
を
も
う
少
し
明
確
に
す
べ
く
、

さ
う
し
て
そ
れ
を
読
者
諸
賢
に
伝
へ
ん
と
す
べ
く
、
己
の
内
に
ゐ
る

自
動
手
記
人
形
に
代
筆
を
依
頼
す
る
試
み
で
す
。

　

…
…
う
ん
ま
あ
さ
う
で
す
ね
、
こ
ん
な
表
現
を
し
て
ゐ
る
所
か
ら

し
て
『
劇
場
版
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
・
エ
ヴ
ァ
ー
ガ
ー
デ
ン
』
の
感
想

を
書
か
う
と
し
て
ゐ
る
の
が
、
あ
か
ら
さ
ま
で
す
ね
…
…
え
え
ま
あ
、

と
て
も
と
て
も
良
か
つ
た
の
で
…
…
（
語
彙
力
）。
あ
、
あ
と
そ
れ
と

『
劇
場
版 Fate/stay night [H

eaven’s Feel]

（
以
下
Ｈ
Ｆ
）
第
三

章
』
に
つ
い
て
も
書
か
せ
て
頂
け
れ
ば
…
…
こ
れ
も
と
て
も
と
て
も

楽
し
み
に
し
て
ゐ
た
の
で
…
…
（
語
彙
力
）。

■■
や
は
り
映
画
館
は
い
い

　

昨
年
、
都
合
三
十
三
回
に
わ
た
つ
て
劇
場
に
足
を
運
び
、
発
狂
ス

レ
ス
レ
の
所
で
感
想
文
を
絞
り
出
し
て
み
ん
か
な
に
寄
稿
し
た
映
画

『
冴
え
な
い
彼
女
の
育
て
か
た
Ｆ
ｉ
ｎ
ｅ
』
で
す
が
、
円
盤
が
つ
い
先

日
や
う
や
く
発
売
に
な
つ
た
の
で
喜
び
勇
ん
で
購
入
し
て
鑑
賞
致
し

ま
し
た
。
大
変
ビ
ク
ン
ビ
ク
ン
し
ま
し
た
。
し
た
ん
で
す
よ
。
し
た

ん
で
す
け
ど
も
…
…
や
は
り
あ
の
、
劇
場
と
い
ふ
非
日
常
空
間
で
の

大
ス
ク
リ
ー
ン
大
音
響
の
迫
力
あ
る
鑑
賞
体
験
を
想
起
す
る
に
、
自

宅
で
は
ど
う
し
て
も
物
足
り
な
さ
が
出
て
く
る
の
で
す
。

　

冴
え
カ
ノ
Ｆ
ｉ
ｎ
ｅ
の
後
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
流
行
に

よ
り
、
映
画
館
の
営
業
は
軒
並
み
自
粛
と
な
り
、
楽
し
み
に
し
て
ゐ

た
作
品
も
公
開
延
期
と
な
り
…
…
と
い
ふ
状
況
は
、
地
味
で
は
あ
つ

て
も
な
か
な
か
辛
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
の

令
和
二
年
八
月
十
五
日
、
Ｈ
Ｆ
第
三
章
公
開
。
三
部
作
の
完
結
編
で

あ
り
、『Fate/stay night

』
と
い
ふ
物
語
の
根
幹
が
明
か
さ
れ
る

グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ナ
ー
レ
で
も
あ
る
本
作
、
多
く
の
人
々
の
期
待
に
違

は
ぬ
素
晴
ら
し
い
出
来
で
し
た
。
さ
う
し
て
思
つ
た
ん
で
す
ね
。
こ

ん
な
素
晴
ら
し
い
作
品
を
劇
場
で
観
ら
れ
る
、
全
身
で
体
感
出
来
る

と
い
ふ
の
は
、
な
ん
と
も
幸
せ
な
事
で
あ
る
な
あ
と
。

　

そ
の
思
ひ
は
、
劇
場
版
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
・
エ
ヴ
ァ
ー
ガ
ー
デ
ン

を
観
た
時
も
同
じ
で
し
た
。
い
や
、
更
に
上
回
つ
た
と
す
ら
言
へ
ま

す
。
静
と
動
、
細
や
か
さ
と
大
胆
さ
と
で
観
客
に
確
か
な
「
体
験
」

を
与
へ
る
の
が
映
画
館
で
あ
り
劇
場
作
品
な
の
だ
な
、
と
改
め
て
認

識
し
た
所
で
す
。
い
や
ま
あ
、
さ
う
い
ふ
映
画
館
や
作
品
ば
か
り
で

は
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
さ
う
し
て
今
や
ホ
ー
ム
シ
ア
タ
ー

で
も
到
達
出
来
る
高
み
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ

ま
だ
、
映
画
館
の
強
み
は
如
何
様
に
も
発
揮
出
来
る
の
で
は
な
い
か
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Egodiade

（
一
幕
一
場
）

文
：
明
日
槇
悠

戯
　
　
曲

こ
れ
か
ら
は
じ
ま
る
劇
の
前
座
に
興
ぜ
ら
れ
る
茶
番
の
趣
向
。

　
登
場
人
物

王妖
精　
　
　
　
　
　
　

王
の
侍
従
役
。

そ
の
他
の
家
来
た
ち　
役
者
た
ち
。

　
（
中
央
の
玉
座
に
王
。
妖
精
登
場
）

妖
精 

王
さ
ま
、
王
さ
ま
、
本
日
は
演
劇
祭
で
ご
ざ
い
ま
す
。

王 

喜
ば
し
き
こ
と
ぢ
や
。

妖
精 

役
者
た
ち
が
来
て
を
り
ま
す
。
お
呼
び
し
ま
せ
う
。

　
（
そ
の
他
の
家
来
た
ち
入
場
）

王 

お
お
、
お
前
た
ち
。
兵
士
よ
、
大
臣
よ
、
メ
イ
ド
よ
、
コ

ツ
ク
よ
、
そ
の
な
り
は
ど
う
し
た
。

妖
精 

こ
の
度
は
王
さ
ま
の
家
臣
一
同
、
一
日
限
り
の
役
者
と
相

成
り
ま
し
て
、
稽
古
を
積
み
ま
し
た
精
一
杯
の
劇
を
お
目

に
か
け
ま
せ
う
。
そ
し
て
、
妖
精
役
を
努
め
ま
す
の
が
、

こ
の
私
―
―

王 

（
食
ひ
込
ん
で
）
わ
し
ぢ
や
な
。

妖
精 

い
い
え
。

　
（
間
）

王 

「
飢
ゑ
た
獅
子
め
の
唸
る
頃
、
／
月
に
狼
の
吠
え
る
こ
ろ
、

／
ど
え
ら
い
為
事
に
く
た
び
れ
て
／
眠
い
農
ひ
や
く
し
や
う
夫
は
鼾
か
く
。

／
消
え
さ
う
な
篝
の
燃
木
が
光
り
、
／
キ
ャ
ァ
キ
ャ
ァ
梟
ふ
く
ろ

が
キ
ャ
ァ
キ
ャ
ァ
啼
い
て
、
／
枕
の
挙
ら
ぬ
不み
じ
め幸
な
患
者

に
／
死
裝
束
を
ば
思
ひ
出
さ
せ
る
。
／
今
こ
そ
墓
所
が
皆

口
開
い
て
、
／
お
堂
の
方
へ
と
幽
霊
ど
も
が
／
揃
つ
て
ぞ
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歩
み
の
念

文
：
明
日
槇
悠

小
　
　
説

　
　
　
五

　

ぽ
ー
ん
と
花は
な

火び

が
上あ

が
る
。

「
た
ー
ま
や
ー
」

　

井ゐ

戸ど

の
水み
づ

も
明あ
か

る
く
な
る
。

「
か
ー
ぎ
や
ー
」

　

子こ

供ど
も

た
ち
が
川か
は

辺べ

を
は
し
ゃ
ぎ
回ま
は

る
。

　

西す
い

瓜く
わ

番ば
ん

の
若わ
か

彦ひ
こ

は
余よ

所そ

の
軒の
き

端ば

か
ら
天て
ん

を
見み
あ

上
げ
て
ゐ
る
。

　

千ち

禰ね

は
団う
ち
は扇
を
片か
た

手て

に
柳や
な
ぎの
木こ

蔭か
げ

で
か
が
ん
で
ゐ
る
。

　

緩ゆ
つ
くり
と
う
ご
く
団う
ち
は扇
に
は
大お
ほ

き
く
「
祭ま
つ
り」
と
書か

か
れ
て
あ
る
。
さ

う
、
今こ

宵よ
ひ

は
祭ま
つ

り
だ
。

　

川か
は

の
淵ふ
ち

を
見み

下お

ろ
し
て
子こ

供ど
も

た
ち
が
騒さ
わ

ぎ
は
じ
め
る
。

　

灯と
う

籠ろ
う

が
流な
が

れ
て
き
た
の
だ
。

　

煌
く
わ
う

々く
わ
うと
照て

り
映は

え
る
幾い
く

百ひ
や
くも
の
灯あ
か

り
が
、
お
堀ほ
り

の
下し
た

を
占し

め
て
ゐ

る
。

　

子こ

供ど
も

た
ち
は
熱ね
つ

に
浮う

か
さ
れ
た
や
う
に
石い
し

垣が
き

か
ら
身み

を
の
り
だ
し

て
、
灯と
う

籠ろ
う

の
列れ
つ

が
通と
ほ

り
過す

ぎ
て
ゆ
く
の
を
し
げ
し
げ
と
眺な
が

め
た
。

　

人ひ
と

の
声こ
ゑ

が
遠と
ほ

の
い
て
、
空そ
ら

に
浮う

い
て
ゐ
る
や
う
。

「
お
お
い
、
西す
い

瓜く
わ

が
冷ひ

え
た
ぞ
お
」

　

あ
ら
か
た
川か
は

が
静し
づ

ま
っ
て
か
ら
、
若わ
か

彦ひ
こ

が
呼よ

ん
だ
。

　

子こ

供ど
も

た
ち
が
群む
ら

が
っ
て
き
て
、
井ゐ

戸ど

水み
づ

に
浸つ

か
っ
た
西す
い

瓜く
わ

を
釣つ
る

瓶べ

で
引ひ

き
上あ

げ
る
。

「
こ
れ
っ
て
山や
ま

越ご

え
に
出だ

す
山だ

し車
？
」

　

切き

り
分わ

け
て
も
ら
っ
た
西す
い

瓜く
わ

を
囓か
じ

る
少せ
う

年ね
ん

の
ひ
と
り
が
、
井ゐ

戸ど

端ば
た

の
御み

輿こ
し

に
目め

を
留と

め
て
尋た
づ

ね
て
き
た
。

「
ど
う
か
な
」

　

千ち

禰ね

は
は
ぐ
ら
か
し
た
。
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山や
ま

越ご

え
と
い
ふ
の
は
こ
の
町ま
ち

の
祭ま
つ

り
の
風ふ
う

習し
ふ

で
あ
る
。
こ
の
時じ

季き

に
な
る
と
、
町
ち
や
う

人に
ん

た
ち
は
集つ
ど

っ
て
め
い
め
い
の
山だ

し車
を
拵こ
し
らへ

る
。
出で

来き

た
も
の
を
祭ま
つ

り
の
夜よ

に
関せ
き

所し
よ

跡あ
と

へ
持も

っ
て
い
く
。
関せ
き

を
通と
ほ

っ
た
猛も

者さ

た
ち
は
、
夜よ

っ
ぴ
て
か
げ
ら
ぬ
松た
い
ま
つ明

を
手て

に
、
山だ

し車
を
引ひ

い
て
坂さ
か

道み
ち

を
か
け
あ
が
り
、
一ひ
と

山や
ま

越こ

し
た
隣
と
な
り

町ま
ち

ま
で
奉ほ
う

納な
ふ

し
に
行い

く
の
だ
。

「
い
い
ぢ
ゃ
な
い
か
。
山や
ま

越ご

え
し
よ
う
よ
」
と
若わ
か

彦ひ
こ

。

　

こ
の
祭さ
い

儀ぎ

を
知し

っ
た
と
き
に
、
千ち

禰ね

が
は
っ
き
り
興
き
よ
う

味み

を
示し
め

し
た

の
を
彼か
れ

は
見み

て
取と

っ
て
ゐ
た
。
況い
は
んや

参さ
ん

加か

す
れ
ば
一い
つ

石せ
き

二に

鳥て
う

で
あ
っ

た
。
山や
ま

を
越こ

せ
ば
旅た
び

が
捗は
か
どる
。
授さ
づ

か
り
も
の
を
御み

輿こ
し

に
献け
ん

ず
る
と
い

ふ
目も
く

的て
き

に
も
適か
な

ふ
。

　

そ
れ
で
も
千ち

禰ね

が
躊と
ま
ど躇
ふ
の
は
、
余よ

所そ

者も
の

が
さ
う
簡か
ん

単た
ん

に
雑ま

じ
っ

て
い
い
も
の
か
と
の
遠ゑ
ん

慮り
よ

、
そ
の
他た

諸も
ろ

々も
ろ

の
不ふ

安あ
ん

な
の
で
あ
ら
う
。

彼か
の

女ぢ
よ

の
野や

心し
ん

を
若わ
か

彦ひ
こ

は
後あ
と

押お

し
し
た
か
っ
た
。

「
で
も
ね
え
、
こ
の
御み

輿こ
し

は
私わ
た
した

ち
が
つ
く
っ
た
わ
け
ぢ
ゃ
な
い
で

せ
う
」

「
そ
れ
ぁ
な
い
ぜ
。
ぶ
っ
倒た
ふ

れ
た
鳥と
り

居ゐ

の
柱は
し
らを

千ち

禰ね

ち
ゃ
ん
が
取と

っ

手て

に
し
よ
う
っ
つ
っ
た
ん
だ
ろ
」

　

若わ
か

彦ひ
こ

は
ぴ
し
ゃ
り
と
御み

輿こ
し

の
轅な
が
えを

た
た
い
た
。
千ち

禰ね

が
笑わ
ら

ひ
こ
け

る
。

「
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
わ
ね
。
あ
の
無ぶ

礼れ
い

な
関せ
き

取と
り

、
い
ま
は
ど
う

し
て
ゐ
る
か
し
ら
」

「
ど
う
だ
っ
て
い
い
よ
、
あ
ん
な
奴や
つ

。
そ
れ
よ
り
山や
ま

越ご

え
だ
よ
。
ど

う
な
ん
だ
い
」

「
う
ー
ん
、
急い

そ

が
な
く
っ
て
も
明あ
し
た日

に
な
れ
ば
通と
ほ

れ
る
か
ら
…
…
」

　

山や
ま

の
方は
う

角が
く

に
目め

を
や
る
。

「
で
も
気き

に
な
る
ん
だ
ろ
？
」

　

こ
く
り
と
頷う
な
づい
た
。

「
ぢ
ゃ
、
決き

ま
り
だ
。
こ
れ
を
平た
ひ

ら
げ
た
ら
出
し
ゆ
つ

発ぱ
つ

だ
」

　

言い

ふ
や
若わ
か

彦ひ
こ

は
西す
い

瓜く
わ

に
か
ぶ
り
つ
き
、
種た
ね

を
ぷ
っ
ぷ
っ
と
吹ふ

く
。

子こ

供ど
も

た
ち
が
げ
ら
げ
ら
笑わ
ら

ふ
。

　

二ふ
た

人り

は
御み

輿こ
し

を
担か
つ

い
で
関せ
き

所し
よ

跡あ
と

へ
と
向む

か
っ
た
。

　

山だ

し車
を
控ひ
か

へ
た
黒く
ろ

山や
ま

の
人ひ
と

だ
か
り
が
列れ
つ

を
な
し
て
ゐ
る
。
大お
と
な人
が

数す
う

十じ
ふ

人に
ん

で
力ち
か
らを

合あ
は

せ
な
い
と
持も

ち
上あ

が
ら
な
い
や
う
な
、
ど
え
ら
く

派は

手で

で
ご
っ
つ
い
山だ

し車
ば
か
り
だ
。
男だ
ん

女ぢ
よ

一ひ
と

組く
み

が
片か
た

手て

で
担か
つ

げ
る
御み

輿こ
し

と
は
大お
ほ

違ち
が

ひ
で
あ
る
。

　

山だ

し車
の
列れ
つ

を
束た
ば

ね
て
門も
ん

衛ゑ
い

が
立た

ち
は
だ
か
っ
て
ゐ
た
。

　

武む

蔵さ
し

坊ば
う

弁べ
ん

慶け
い

を
思お
も

は
せ
る
巨き
よ

漢か
ん

が
、
ぢ
っ
と
周し
う

囲ゐ

に
睨に
ら

み
を
利き

か

せ
て
ゐ
る
。

　

金か
な

壺つ
ぼ

眼ま
な
こで

射い

竦す
く

め
た
先せ
ん

頭た
う

集し
ふ

団だ
ん

に
告つ

げ
る
。

「
う
む
、
お
前ま
へ

等ら

は
通と
ほ

っ
て
よ
し
！
」

　

鬨と
き

の
声こ
ゑ

を
上あ

げ
て
先せ
ん

頭た
う

の
山だ

し車
が
動う
ご

き
出だ

し
た
。
門も
ん

衛ゑ
い

が
可か

否ひ

の

判は
ん

断だ
ん

を
す
る
ら
し
い
。

「
次つ
ぎ

」
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ど
き
ど
き
し
な
が
ら
待ま

ち
、
い
よ
い
よ
次つ
ぎ

の
番ば
ん

ま
で
来き

た
。
二ふ
た

人り

の
目め

の
前ま
へ

に
あ
る
山だ

し車
は
、
随ず
い

分ぶ
ん

と
判は
ん

断だ
ん

に
時じ

間か
ん

が
か
か
っ
て
ゐ
る
。

今い
ま

ま
で
の
も
の
に
比く
ら

べ
る
と
古ふ
る

さ
が
目め

立だ

つ
が
、
大お
ほ

き
さ
は
申ま
う

し
分ぶ
ん

な
い
。

　

首く
び

を
ひ
ね
っ
て
思し

案あ
ん

し
て
ゐ
た
門も
ん

番ば
ん

が
手て

を
打う

っ
た
。

「
華は
な

が
な
い
！　

装さ
う

飾し
よ
くを

足た

し
て
出で

直な
ほ

し
て
参ま
ゐ

れ
」

　

禿は
げ

頭あ
た
まの
親お
や

爺ぢ

た
ち
は
骨こ
つ

董と
う

を
引ひ

い
て
す
ご
す
ご
と
退た
い

散さ
ん

し
た
。

　

御み

輿こ
し

を
引ひ

い
た
若わ
か

彦ひ
こ

と
千ち

禰ね

が
前ま
へ

に
出で

る
と
、
門も
ん

衛ゑ
い

は
一い
ち

同ど
う

を
睥へ
い

睨げ
い

し
て
ぷ
っ
と
吹ふ

き
出だ

し
た
。

「
わ
は
は
は
は
。
何な
ん

だ
こ
れ
は
。
え
ら
う
小こ

ぶ
り
な
屋や

台た
い

ぢ
ゃ
な

う
」

　

関せ
き

所し
よ

が
爆ば
く

笑せ
う

に
包つ
つ

ま
れ
る
。

「
古ふ
る

く
も
小ち
ひ

さ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自じ

慢ま
ん

の
山だ

し車
で
す
よ
」

「
さ
う
か
さ
う
か
。
ち
び
っ
子こ

が
引ひ

い
て
き
た
の
な
ら
頼た
よ

れ
る
大お
と
な人

を
連つ

れ
て
こ
い
と
云い

ふ
と
こ
だ
が
、
あ
ん
た
ら
と
来き

た
ら
、
な
ん
だ

な
、
仕し

様や
う

も
な
い
い
た
づ
ら
は
や
め
ろ
と
云い

ひ
た
い
」

　

門も
ん

番ば
ん

の
ぱ
り
っ
と
し
た
口く
ち

髭ひ
げ

が
憎に
く

々に
く

し
く
上う
は

向む

い
て
ゐ
た
。

「
い
た
づ
ら
で
す
っ
て
。
こ
れ
で
本ほ
ん

気き

の
旅た
び

を
し
て
き
た
の
よ
」

「
偉え
ら

さ
う
に
仕し

分わ

け
や
が
っ
て
。
い
い
か
ら
黙だ
ま

っ
て
山や
ま

へ
通と
ほ

せ
ば
い

い
ん
だ
い
」

　

憤
い
き
ど
ほっ
た
二ふ
た

人り

が
食く

っ
て
か
か
る
と
、
相あ
ひ

手て

は
ま
す
ま
す
胸む
ね

を
反そ

ら

し
て
大だ
い

得と
く

意い

だ
。

「
い
い
か
ね
。
こ
っ
ち
に
も
面メ

ン

子ツ

と
い
ふ
も
の
が
あ
る
ん
だ
よ
。
貴き

様さ
ま

ら
、
天て
ん

下か

の
山や
ま

越ご

え
を
た
だ
の
祭ま
つ

り
の
催も
よ
ほし
と
で
も
思お
も

う
た
か
。

こ
れ
は
年ね
ん

に
一い
ち

度ど

、
山や
ま

を
越こ

し
た
隣
と
な
り

町ま
ち

に
こ
ち
ら
と
の
力ち
か
らの

差さ

を
知し

ら
し
め
る
た
め
の
行
ぎ
や
う

事じ

な
の
だ
。
わ
が
町ま
ち

の
威ゐ

信し
ん

に
か
け
て
も
目め

覚ざ

ま
し
い
出で

来き

栄ば

え
で
な
い
と
意い

味み

が
な
い
！
」

「
些ち
つ

と
も
粋い
き

ぢ
ゃ
な
い
ね
」
若わ
か

彦ひ
こ

は
吐は

き
捨す

て
た
。「
空か
ら

威ゐ

張ば

り
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
お
粗そ

末ま
つ

な
器う
つ
はに
見み

え
ら
。
下く
だ

ら
な
い
御ご

託た
く

を
並な
ら

べ
る

位く
ら
ゐな

ら
さ
っ
さ
と
通と
ほ

せ
や
い
」

「
明あ
し
た日
を
待ま

つ
ん
だ
な
。
出で

店み
せ

な
ん
か
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
楽た
の

し
い

ぞ
。
何な
ん

だ
ら
う
、
か
う
す
れ
ば
い
い
と
解わ
か

っ
た
ら
助じ
よ

言げ
ん

し
て
や
る
ん

だ
が
、
こ
い
つ
は
難む
づ
かし
い
な
。
わ
し
に
も
理り

由い
う

は
解わ
か

ら
ん
が
、
ど
こ

と
な
う
気き

に
触さ
は

る
の
だ
な
あ
」

　

ぷ
い
と
そ
っ
ぽ
を
向む

い
て
、
御み

輿こ
し

は
関せ
き

所し
よ

を
離は
な

れ
る
。
こ
ん
な
分わ
か

ら
ず
屋や

は
見み

限か
ぎ

る
し
か
な
い
。

　

後う
し

ろ
か
ら
門も
ん

衛ゑ
い

が
太ふ
と

い
声こ
ゑ

を
投な

げ
か
け
た
。

「
さ
う
さ
う
！　

祭ま
つ

り
を
楽た
の

し
む
な
ら
本ほ
ん

場ば

所し
よ

を
観み

に
行い

っ
て
く
れ
。

わ
し
の
倅せ
が
れが
土ど

俵へ
う

に
上あ

が
る
ん
だ
。
聞き

く
が
い
い
、
そ
の
名な

は
横よ
こ

綱づ
な

跋ば
つ

天て
ん

偶ぐ
う

な
り
」

　

門も
ん

前ぜ
ん

か
ら
歓
く
わ
ん

声せ
い

が
上あ

が
る
。
苦に
が

虫む
し

を
噛か

み
潰つ
ぶ

し
た
や
う
な
顔か
ほ

で
若わ
か

彦ひ
こ

と
千ち

禰ね

は
大お
ほ

通ど
ほ

り
ま
で
引ひ

き
返か
へ

し
た
。

「
ど
う
す
る
。
相す

ま
ふ撲

観み

る
？
」
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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



49 原稿を書いてみませんか

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
一
年
十
月
頃
を
予
定
し
て

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

　

な
ほ
、
執
筆
者
や
校
正
・
組
版
等
の
作
業
を
手
伝
つ
て
く
だ
さ
つ

た
方
に
は
、
完
成
し
た
冊
子
を
一
冊
無
料
進
呈
致
し
ま
す
。

投
稿
方
法

　

本
誌
へ
の
投
稿
に
は
、
グ
ル
ー
プ
へ
の
入
会
や
会
費
の
お
支
払
ひ

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
（
逆
に
、
原
稿
料
も
お
出
し
で
き
ま
せ
ん
）。
た

だ
し
、
ス
ム
ー
ズ
な
聯れ

ん

絡ら
く

の
為
に
、
原
則
と
し
て
電
子
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
お
持
ち
の
方
に
限
定
致
し
ま
す
。「
は
な
ご
よ
み
」
の
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
ま
で
、
ご
遠
慮
な
く
メ
ー
ル
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

原
稿
も
、
メ
ー
ル
本
文
に
書
い
て
い
た
だ
く
か
、
メ
ー
ル
に
フ
ァ

イ
ル
を
添
付
し
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。
な
ほ
、
記
事
に
関
す
る
ご
確

認
の
た
め
、
編
輯
・
校
正
・
組
版
担
当
者
に
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
お

伝
へ
致
し
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
諒
承
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ス
ム
ー
ズ
な
編
輯
・
校
正
の
為
、
以
下
の
情
報
も
メ
ー
ル

で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

①
ペ
ン
ネ
ー
ム

②
掲
載
ご
希
望
の
方
はTw

itterID

や
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

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

③
ジ
ャ
ン
ル
（
解
説
、
評
論
、
小
説
、
詩
歌
、
随
筆
、
漫
画
等
）

④
内
容　
（
国
語
教
育
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
、
学
園
も
の
小
説
等
）

⑤
未
完
成
の
場
合
は
予
定
文
字
数
（
文
字
数
か
原
稿
用
紙
換
算
）

⑥
漢
字
、
仮
名
遣

（
正
字
正
か
な
・
新
字
正
か
な
・
広（
一
）辞

苑
前
文
方
式
・
新
字
新
か

な
）

　

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

　

新
字
正
か
な　
　
　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
つ
て
ゐ
る
」

　

広
辞
苑
前
文
方
式　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
っ
て
居
る
」
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新
字
新
か
な　
　
　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
っ
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　

→　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
つ
て
ゐ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
直
し
て
印
刷

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

せ
ま
す
）

⑦
捨（
二
）て

仮
名
（
ひ
ら
が
な
カ
タ
カ
ナ
と
も
使
ふ
・
カ
タ
カ
ナ
の
み

使
ふ
［
推
奨
］・
使
は
な
い
）

　

ひ
ら
が
な
カ
タ
カ
ナ
と
も　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
っ
て
ゐ
る
」

　

カ
タ
カ
ナ
の
み
使
ふ　
　
　
「
桜
色
の
バ
ッ
グ
を
持
つ
て
ゐ
る
」

　

使
は
な
い　
　
　
　
　
　
　
「
桜
色
の
バ
ツ
グ
を
持
つ
て
ゐ
る
」

一
）
新
字
正
か
な
兼
新
字
新
か
な
の
事
。
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
と
も
捨

て
仮
名
使
用
推
奨
。
言
葉
選
び
の
難
易
度
が
高
い
の
で
、
歴
史
的
仮
名

遣
に
十
分
慣
れ
た
人
向
け
で
す
。

二
）
小
さ
い
「
ゃ
」「
ゅ
」「
ょ
」「
っ
」
の
事
。

フ
ァ
イ
ル
形
式

　

文
章
は
原
則
と
し
て
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
で
お
送
り
く
だ
さ
る
か
、

メ
ー
ル
本
文
に
そ
の
ま
ま
お
書
き
く
だ
さ
い
。
ワ
ー
ド
や
一
太
郎
等

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

能
を
使
用
可
能
な
ワ
ー
ド
ま
た
はLibreO

ffi
ce

を
推
奨
し
ま
す
。

　

く
の
字
点
（
〳
〵
・
〴
〵
）
は
「
／

＼
」「
／

゛
＼
」
で
代
用
し

て
も
構
ひ
ま
せ
ん
。「
正
字
正
か
な
」
を
ご
希
望
の
方
は
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
一
般
的
な
文
字
コ
ー
ド
に
無
い
文
字
（
二
点
之
繞
や
「
示
」

の
形
の
示
偏
の
漢
字
等
）
は
新
字
で
代
用
す
る
か
、
注
意
書
き
を
附

加
し
て
く
だ
さ
い
。
編
輯
時
に
、
フ
ォ
ン
ト
に
字
形
の
あ
る
範
囲
で
、

印
刷
用
の
正
し
い
字
形
に
直
し
ま
す
。

　

写
真
や
イ
ラ
ス
ト
や
図
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
カ
ラ
ー
は
出
ま
せ

ん
（
口
絵
を
除
く
）。
画
像
フ
ァ
イ
ル
は
、
原
則
と
し
て
文
章
と
は
別

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

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

で
、
元
フ
ァ
イ
ル
が
必
要
で
す
）。
ま
た
、
可
能
な
範
囲
で
、
縮
小
さ

れ
て
ゐ
な
い
、
な
る
べ
く
大
き
な
サ
イ
ズ
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
な

ほ
、
本
誌
の
サ
イ
ズ
は
Ａ
５
版
で
す
。
詳
し
く
は
メ
ー
ル
で
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

著
作
権
に
つ
い
て

　

皆
様
の
原
稿
は
、「
同
人
誌
（
紙
版
お
よ
び
電
子
書
籍
版
）
の
原
稿

と
し
て
」
お
よ
び
「
必
要
に
応
じ
、
同
人
誌
頒
布
の
際
の
内
容
見
本

と
し
て
」
使
用
し
ま
す
が
、
作
者
に
許
可
を
い
た
だ
か
な
い
限
り
は
、

そ
れ
以
外
の
目
的
（
他
の
本
の
原
稿
に
転
用
す
る
等
）
で
は
使
用
し

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

だ
き
ま
す
が
、
原
稿
の
著
作
権
そ
の
も
の
を
譲
渡
し
て
い
た
だ
く
と

い
ふ
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
で
ご
自
分
の
原
稿
を
（
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
載
せ
た
り
個
人
誌
・
同
人
誌
・
商
業
誌
に
載
せ
る
等
）
ど
う

活
用
し
て
い
た
だ
く
か
は
、
お
任
せ
し
ま
す
。

　

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

本のDIYで……更に表現の自由！
従来は…… これからは……

正漢字・
歴史的
かなづかひ

で書くのは
自由　でも

新漢字・
現代
仮名遣い

に直して
出版します

→
修
正

新漢字・
現代
仮名遣い

正漢字・
歴史的
かなづかひ

（本誌はこちらが原則）

どちらもパソコンで自己出版




