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一
回
葉
か
ら
社
会
を
考
え
る

一
口
業
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
?

言
葉
を
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
考
え
て
い
く
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
か
・

言
葉
の
な
い
世
界
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
き
っ
と
ワ
ケ
の
わ
か
ら
な
い
大
変
な
状
況
に
な
る
で

し
ょ
う
。
で
も
、
こ
の
世
界
に
は
も
う
言
葉
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
「
言
葉
が
な
い
と
は
ど
う
い
う
状

態
な
の
か
」
も
、
言
葉
を
通
じ
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
が
な
い
世
界
を
説
明
す

~， 

る
こ
と
は
不
可
能
な
わ
け
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
童
繋
が
ど
ん
な
に
大
事
か
」
と
い
う
こ
と
も
、
言
葉
で
説
明
で
き
ま
せ
ん
。

人
間
が
生
き
て
い
く
の
に
「
言
葉
が
な
く
て
困
る
か
」
と
考
え
て
み
る
と
、
物
理
的
に
は
因
ら
な
い
。

現
に
、
動
物
は
言
葉
が
な
く
て
も
、
因
っ
て
い
る
様
子
は
な
い
・
彼
ら
を
見
る
と
、
あ
れ
は
あ
れ
で
充
実

し
て
楽
し
そ
う
に
や
っ
て
い
る
。
言
葉
が
な
く
て
も
生
命
と
し
て
は
生
き
て
い
け
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、

言
葉
は
生
命
の
役
に
は
立
た
な
い
わ
け
で
す
。

で
は
な
ぜ
、
人
聞
は
言
葉
を
獲
得
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
動
物
が
何
か
に
図
っ
た
た
め
に
、
言
葉
を
発

明
し
て
人
聞
に
な
っ
た
な
ん
て
説
明
さ
れ
ま
す
け
ど
、
そ
れ
は
都
合
の
い
い
ス
ト
ー
リ
ー
に
す
ぎ
な
い
・

だ
っ
て
、
動
物
は
言
葉
が
な
く
て
も
困
ら
な
い
ん
だ
か
ら
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
サ
ル
が
因
っ
た
か
ら
言
葉
を
つ
く
っ
て
人
間
に
な
っ
た
、
の
で
は
な
く
て
、
人
聞

は
い
つ
の
間
に
か
言
葉
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

言
葉
は
動
物
の
た
め
に
は
な
い
。
な
ぜ
だ
か
知
ら
な
い
が
、
人
間
だ
け
の
た
め
に
あ
る
。
も
う
一
歩
踏

み
込
ん
で
言
う
な
ら
、
「
一
一
豆
業
は
言
葉
の
た
め
に
あ
る
」
の
で
す
a

わ
か
り
に
く
い
言
い
方
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
一
一
言
葉
は
根
源
的
に
は
「
何
か
の
た
め
」
の
も
の
で
は
な
い
。
言
葉
を
ど
れ
だ
け
掘
り
下
げ
て
考

え
て
も
、
結
局
言
葉
の
外
に
は
出
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
あ
り
方
を
考
え
れ
ば
、
「
言
葉
は
言
葉
の
た

め
に
あ
る
」
と
言
う
の
が
、
一
番
適
切
な
の
で
す
・
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『
一
言
語
ゲ
l
ム
」
と
は
何
か

さ
ら
に
「
言
葉
と
は
何
か
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
・

た
と
え
ば
、
言
葉
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
ね
.
日
本
人
が
〈
ヤ
マ
〉
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
山
の
こ
と
で

一一一

言
一高
か
ら
社
会
を
考
え
・
。

す
。
名
詞
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
「
お
金
は
大
事
だ
よ
」
と
か
「
愛
情
は
大
切
だ
」
と
い
う
文
に
も
意
味
が

あ
り
ま
す
。

で
も
、
こ
れ
は
外
国
語
で
言
え
ば
、
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
ね
。
山
を
英
語
で
い
う
と
=
ヨ
o
c
コ
区
一
コ
=
で

す
。
で
す
か
ら
、
言
葉
と
意
味
と
の
結
び
つ
き
に
は
、
自
然
法
則
の
よ
う
な
法
則
は
あ
り
ま
せ
ん
。
山
を

〈
ヤ
マ
〉
と
呼
ば
な
く
て
は
い
け
な
い
理
由
な
ど
な
い
し
、
物
理
学
や
化
学
を
い
く
ら
駆
使
し
て
も
、
そ

の
答
え
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

「
山
と
呼
ぶ
こ
と
に
決
め
た
人
は
出
て
き
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
も
誰

も
出
て
こ
な
い
。
答
え
は
な
い
ん
で
す
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
デ
タ
ラ
メ
に
言
葉
を
使
っ
て
い
る
か
と
舌
言
ノ
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
人
で
山
を
〈
マ
ヤ
〉
と
呼
ぶ
人
は
い
な
い
。

じ
ゃ
あ
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
か
。
ヴ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
う
哲
学
者
は
、
前
期
と
後

期
と
で
そ
の
思
想
が
大
き
く
転
換
し
た
人
で
す
が
、
彼
は
最
終
的
に
は
「
言
葉
と
は
ゲ
1

ム
だ
」
と
い
う

着
想
に
行
き
着
き
ま
し
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
サ
ッ
カ
ー
で
も
野
球
で
も
い
い
の
で
す
が
、

ゲ
1

ム
に
は
ル

l
ル
が
あ
り
ま
す
ね
。
言
葉
も
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
は
知
ら
な
い
う
ち
に
、
言
葉
の
用
法
(
ル
ー
ル
)
を
学
び
、
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

自
然
法
則
で
は
な
い
け
れ
ど
、
気
が
付
い
た
ら
ル
1

ル
に
従
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
言
葉
な
の
だ
と
・

「
気
が
付
い
た
ら
そ
う
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
点
は
、
自
然
法
則
と
似
て
い
ま
す
が
、
自
然
界
や
動
物
の

間
に
は
言
葉
と
同
じ
よ
う
な
規
則
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
人
間
だ
け
に
そ
う
い
う
特
徴
が
存
在
し
て
い
て
、

そ
の
ル
!
ル
に
従
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、

H

お
金
H

と
い
う
の
も
言
葉
の
ご
穫
で
、
「
こ
れ
で
モ
ノ
を
買
う
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
」
と

い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
お
金
は
た
だ
の
紙
き
れ
で
す
・
人
々
の
聞
で
「
お
金
に
は
価
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オ
ー
ス

ト
リ
ア

・
ウ
ィ
ー
ン
出
身
.
初
世

紀
盛
大
町
哲
也
王
宮
で
あ
り
、
言
語

哲
学
.
骨
折
哲
学
町
創
始
者
と
し

て
も
知
ら
れ
る
.
第
一
次
大
戦
に

従
軍
中
‘
記
意
碑
的
な
著
作
忍
桐

理
哲
学
論
考
』
を
完
成
さ
せ
た

が
.
そ
の
後
.
『
論
理
帯
歪
主
義
』

町
生
み
の
親
と
な
る
こ
の
著
作
は

ヴ
イ
ト
ゲ
ン
シ

a
タ
イ
ン
自
身
に

よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
.

死
後
に
刊
行
さ
れ
た
世
期
ヴ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
去
ツ
イ
ン
町
開
表
作
司
哲

学
一
的
探
求
』
で
は
‘

言
語
の
君
畦

は
そ
れ
が
世
わ
れ
る
校
現
か
ら
決

定
さ
れ
る
と
い
う
『
書
面問ゲ
1
ム』

と
い
-
フ
権
意
を
畠
唱
し
れ
~
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値
が
あ
る
」
と
い
う
前
提
が
作
ら
れ
、
と
り
あ
え
ず
み
ん
な
が
そ
う
ふ
る
ま
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
意
味

が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

政
治
、
経
済
、
法
、
宗
教
も
「
言
語
ゲ
l
ム
」
だ

こ
の
「
言
語
ゲ

1
ム
」
と
い
う
考
え
方
は
、
社
会
の
仕
組
み
を
解
き
明
か
す
原
理
と
し
て
使
え
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
・

人
聞
は
言
葉
を
手
に
し
た
と
た
ん
、
言
葉
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
間
柄
を
整
理
し
て
、
人
間
と
人
間
の

複
雑
な
組
み
合
わ
せ
を
こ
し
ら
え
ま
し
た
。
ど
れ
が
誰
の
も
の
か
を
区
別
し
た
り
、
親
兄
弟
や
も
っ
と
離

れ
た
つ
な
が
り
を
整
理
し
た
り
、
職
業
を
何
種
類
も
こ
し
ら
え
た
り
。
そ
う
や
っ
て
、
政
治
や
経
済
な
ど

が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

政
治
に
も
、
法
に
も
、
経
済
に
も
、
ル
ー
ル
が
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
を
組
み
立
て
て
い
る
ル
ー
ル
は
、

ど
れ
も
、
重
力
の
よ
う
な
自
然
法
則
と
は
違
っ
て
、
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
社
会
は
「
言
語
ゲ

1
ム
」
で
で
き
て
い
る
の
で
す
。

三一=一口語ゲ
l
ム
」
は
、
法
則
で
は
な
く
て
ル
ー
ル
で
す
か
ら
、
変
え
ら
れ
る
し
、
変
わ
っ
て
い
く
・
「
こ

う
で
し
か
あ
り
得
な
い
」
と
思
え
ば
変
え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
昔
は
な
か
な
か
変
わ

り
に
く
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ル
ー
ル
は
変
え
ら
れ
る
も
の
だ
」
と
考
え
る
の
が
、
近
代
の
特
徴

で
す
。た

と
え
ば
法
律
は
、
近
代
以
前
は
変
わ
り
ょ
う
の
な
い
も
の
、
「
発
見
」
す
べ
き
も
の
で
し
た
。
と
こ

ろ
が
近
代
に
な
る
と
、
法
律
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
民
主
主
義
の
国
家
で
は
、
議
会
の
多

数
決
に
よ
っ
て
法
律
を
変
え
た
り
、
新
た
に
作
っ
た
り
で
き
る
。
今
、
日
本
で
も
皇
室
典
範
を
変
え
よ
う

と
か
、

憲
法
を
改
正
し
よ
う
と
か
い
う
話
が
出
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
近
代
の
も
の

な
の
で
す
。
法
律
を
変
え
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
社
会
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

宗
教
も
「
言
語
ゲ
|
ム
」
の
典
型
的
な
例
で
す
a

イ
ス
ラ
ム
教
の
は
じ
ま
り
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド

が
神
か
ら
の
啓
示
を
受
け
、
新
し
い
ル
ー
ル
を
提
案
し
て
「
こ
の
指
と
ま
れ
」
と
ゲ

1
ム
を
始
め
た
こ
と

で
し
た
。
ア
ラ
ー
の
神
が
実
在
し
た
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う

わ
け
か
、
大
勢
の
人
々
が
そ
の
ル
ー
ル
を
信
じ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
成
立
し
、
彼
ら
に
と
っ

て
ア
ラ

1
の
神
が
実
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
.
し
か
も
宗
教
は
、
信
仰
で
す
か
ら
、
そ
の
ゲ
l
ム

に
参
加
し
て
も
、
参
加
し
な
く
て
も
い
い
.
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
ま
さ
に
「
言
語
ゲ
|
ム
」
で
す
ね
・

「
言
語
ゲ
l
ム
」
の
考
え
方
を
下
敷
き
に
す
る
と
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
社
会
が
で
き
る
の
か
、
経
済
活
動

が
営
な
ま
れ
る
の
か
、
法
律
が
守
ら
れ
る
の
か
な
ど
、
社
会
の
全
体
を
う
ま
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
e

と
い
う
の
も
、
人
間
と
人
間
と
の
関
わ
り
が
、
す
ベ
て
言
葉
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。

文
字
に
よ
っ
て
複
雑
化
す
る
社
会

と
こ
ろ
で
、
文
字
が
発
明
さ
れ
る
こ
と
で
、
社
会
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
・

文
字
の
特
徴
は
「
記
録
し
た
ら
変
わ
ら
な
い
こ
と
」
で
す
.
文
字
が
な
い
社
会
(
無
文
字
社
会
)
で
は

適
当
に
ル
ー
ル
を
忘
れ
て
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
.
で
も
、
記
録
が
残
っ
て
い
る
と
、
そ
う
は

い
き
ま
せ
ん
。
文
字
が
で
き
る
と
、
言
葉
の
用
法
は
ま
す
ま
す
複
雑
に
な
る
。
言
葉
が
複
雑
に
な
る
と
い

う
こ
と
は
、
社
会
が
複
雑
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
.

文
字
の
用
途
の
一
つ
は
、
税
金
を
と
る
こ
と
で
し
た
。
税
金
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
本
人
の

イ
ス
ラ
ム
教

7
世
室
前
半
.
ア
ラ
ビ
ア
商
人
目

ム
ハ
ン
マ
ド
イ
プ
ン
H
ア
ブ
ド

ウ
ツ
ラ
l
フ
が
メ
ッ
カ
削
抑
制
仲
町
ヒ

ラ
l
山
中
町
洞
窟
で
神
【
ア
ラ

l
〕
町
啓
示
を
畳
け
た
こ
と
に
よ

り
始
ま
っ
た
世
界
三
大
宗
軸
の
一

h、

っ
.
中
東
北
ア
フ
リ
カ

・
南
ア

ジ
ア
軍
南
7
・
ソ
ア
に
信
者
{
ム

ス
リ
ム
〕
が
多
い
.
啓
示
を
草
録

し
た
コ

1
ラ
一
ン
を
紋
輿
と
し
.
摺

じ
る
も
の
の
対
車
ゃ
.
行
動
観
範

を
定
め
た
ヱ
ハ
信
五
行
」
歩
主
つ
.

唯
一
神
教
で
、
偶
像
崇
拝
を
盛
鵠

に
排
墜
'
る
の
も
特
徴
.
ア
ラ
ビ

ア
語
で
『
イ
ス
ラ
l
ム
』
は
『
神

へ
の
帰
依
』
」
ム
ス
リ
ム
』
は
『
帰

依
す
る
者
」
を
童
噂
す
る
.

無
文
字
社
会

文
字
を
持
た
な
い
社
会
の
こ
と
.

世
界
に
居
住
す
る
人
々
が
括
す
言

語
が
自
干
1
1
万
跨
で
あ
る
の

に
対
L
.
文
字
を
使
用
し
て
い
る

雷
箆
は
、
そ
り
『
〆
ち
町
わ
ず
か
自

%
と
い
わ
れ
る
.
語
文
字
社
会
町

人
々
は
一
般
に
.
文
字
司
代
わ
リ

に
口
頭
で
の
倍
理
口
語
リ
な
ど

の
能
力
が
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
.

ア
イ
ヌ
民
銭
も
そ
の

一
【J

・
通
説

で
は
‘
人
頭
町
歴
史
は
5
0
0万

年
と
も
い
わ
れ
る
が
.
文
字
町
歴

史
は
わ
ず
か
5
平
年
ほ
ど
.
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国家。一定の領峨に定住する人々から

なる.抗吉相植をもっ政治的な共同位.

形態役割は歴史的に異なるが.傾峨.人

民.権力が近仕国家町三要素とされる，

敵府。立遺・司法行政のすベての作

用を包吉する国家町統治機慌の鎗柿.

日本町場告は内閣および肉悶回統絡す

る行政健情のこと.
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同
意
な
し
に
一
方
的
に
モ
ノ
を
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
泥
棒
と
一
緒
で
す
。
た
だ
、
持
っ
て
い
く
相
手

が
個
人
で
あ
れ
ば
泥
俸
で
、
団
体
で
あ
れ
ば
税
金
に
な
る
ん
で
す
ね
。

zh宋
は
、
税
金
を
と
る
一
方
で
、
泥
棒
も
捕
ま
え
ま
す
。
道
路
も
作
り
ま
す
。
道
路
の
基
本
的
性
質
は

「
誰
で
も
自
由
に
通
れ
る
」
こ
と
で
す
.
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
階
級
社
会
で
も
、
道
路
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
‘

そ
こ
は
誰
が
通
っ
て
も
い
い
。
じ
ゃ
あ
、
み
ん
な
の
も
の
で
あ
る
道
路
を
、
設
が
維
持
管
理
す
る
の
か
。

そ
れ
が
、
国
家
で
あ
り
政
府
で
す
。
ど
ん
な
社
会
に
も
必
ず
、
み
ん
な
で
使
う
公
共
の
も
の
が
あ
る
。
そ

う
し
た
公
共
の
も
の
を
維
持
す
る
た
め
に
、
税
金
が
必
要
な
の
で
す
。

さ
て
、
税
金
を
集
め
る
と
き
に
、
文
字
が
な
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。

ア
フ
リ
カ
な
ど
の
無
文
字
社
会
で
は
、
社
会
全
体
が
親
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

マ
タ
イ
ト
コ
の
誰
そ
れ
さ
ん
と
か
、
誰
そ
れ
の
息
子
の
お
嫁
さ
ん
の
妹
さ
ん
と
か
。
無
文
字
社
会
は
、
複

雑
な
親
族
関
係
を
表
す
名
称
法
が
と
て
も
発
達
し
て
い
る
の
で
す
が
、
親
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
超
え
る

と
、
そ
れ
以
上
の
社
会
を
維
持
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
親
族
で
も
な
い
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
か
ら
税
金
を

集
め
る
方
法
が
な
い
の
で
す
ね

a

そ
こ
で
、
王
様
が
出
て
き
ま
す
。
王
様
と
い
う
の
は
、
自
分
の
親
族
以
外
の
人
々
も
支
配
す
る
存
在
で

す
。
そ
う
な
る
と
、
そ
う
し
た
人
々
か
ら
も
ち
ゃ
ん
と
税
金
を
貰
っ
た
か
ど
う
か
、
チ
ェ
ッ
ク
し
な
い
左

い
け
な
い
。
そ
こ
で
記
録
が
必
要
に
な
る
ん
で
す
。
誰
か
ら
い
く
ら
貰
っ
た
か
な
ど
、
取
り
は
ぐ
れ
が
な

い
よ
う
に
台
帳
に
つ
け
て
い
く
わ
け
で
す
。
は
じ
め
は
名
前
や
数
字
だ
け
だ
っ
た
の
が
、
つ
い
で
に
あ
れ

も
こ
れ
も
記
録
し
て
お
こ
う
と
、
文
書
の
中
身
が
増
え
て
い
く
。
王
様
の
命
令
を
記
録
し
て
、
石
に
刻
ん

で
建
て
て
み
た
り
、
紙
に
書
い
て
鮎
っ
て
み
た
り
す
る
。

P 

C 

く一
言
実
か
ら
社
会
を
考
え
る

親
族
名
称

愚
初
に
科
学
的
研
究
を
行
っ
た
の

は
ア
メ
リ
カ
の
#
湿
土
ヘ
ン
リ

l

L
・
モ
1
ガ
ン
.
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
居
留
地
町
土
地
問
題
で
ネ
イ

テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
イ
ロ
ク
オ

イ
族
の
弁
護
を
引
き
呈
け
‘
そ
の

油
精
町
制
度
に
触
れ
た
こ
と
を
機

に
1
8
7
1年
司
人
舗
の
血
縁
と

個
展
の
詩
体
語
』
を
出
版
.
銀
族

名
称
か
ら
異
な
る
社
会
町
尭
展
形

態
主
a憎
成
し
よ
う
と
鼠
み
た
.
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.j，脱会自由な方法とスタイルを用いて人

間や社会についてを描いた文学町一形

式.坪内沼運が『小説神髄』で~nover

の訳語として用いたのが始まり.

散文。筒樟や字数などの定裂のない士

登のことで.小説随筆日記などに用

いられる.詩情に乏しくまとまりのない

様を散文的なーと豊現することもある.

野何一定の舘樟で義的感悶を聾した文

学形式町一つ.民揺が起源とされるカt
その桂朗mや吟詠の形をとり.近年では

定型を廃した自由詩・散文詩が盛ん.

1i):担。男女が互いに歌をかけ合う隼い

のこと.r万詩集』にも記録が残されて

おリ.幸良・平安時代には儀式化された

~'.明治時代に入ると廃れていった.
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目 ~a ~ 目々町出議事やr;;恕などを日付入

リで煩った記録のこと.個人町内面を吐

露するために寄かれるこkも菩仁随筆

k並ぶ自照主学のーっといわれる，

文
字
の
個
人
化

こ
の
よ
う
に
文
字
は
、
も
と
も
と
行
政
目
的
で
使
わ
れ
た
「
公
共
の
も
の
」
で
し
た
。
「
今
日
こ
ん
な

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
」
な
ど
と
個
人
的
な
こ
と
を
書
く
の
は
、
文
字
の
正
し
い
用
法
で
は
な
か
っ
た
。

で
す
か
ら
、
個
人
が
文
字
を
使
っ
て
自
分
の
こ
と
を
書
き
始
め
た
こ
と
、
つ
ま
り
文
学
の
誕
生
は
、
革

命
的
な
変
化
な
ん
で
す
。
言
葉
は
大
勢
の
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
性
質
を
う
ま
く
使

え
ば
、
個
人
の
精
神
活
動
を
他
の
人
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
。
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
と
に
人
々
が
気
が

つ
い
た
瞬
間
、
世
界
は
も
の
す
ご
く
広
が
り
ま
し
た
。

文
学
の
世
界
で
は
、
小
説
よ
り
も
散
文
よ
り
も
、
詩
が
先
で
す
。

本
来
、
詩
は
大
声
で
歌
う
も
の
で
し
た
。
日
本
古
代
の
歌
垣
も
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
限
ら

ず
世
界
中
で
「
私
は

O
Oち
ゃ
ん
が
好
き
で
す

i

と
っ
ち
向
い
て
よ

i
」
と
か
、
み
ん
な
が
集
ま
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
歌
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
歌
詞
に
は
だ
い
た
い
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
H

A

A

村
H

や

H

×

×
山
H

な
ど
と
い
っ
た
地
名
を
入
れ
換
え
て
、
使
い
回
し
て
い
ま
し
た
。
個
人
的
な
も
の
か
公
共
的
な
も

の
か
、
ハ
ツ
キ
リ
し
な
い
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
個
人
的
な
心
情
を
歌
つ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
大
体

T
P
Oが
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
状
況
だ
か
ら
こ
う
い
う
も
の
を
歌
う
ん
で
す
、
と
い
う
も
の
が
や
た
ら
存

在
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
詩
が
だ
ん
だ
ん
洗
練
さ
れ
て
、
文
字
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
は
じ
め
文
字
は
、
た

だ
歌
わ
れ
て
い
る
詩
を
記
録
す
る
だ
け
で
し
た
。
や
が
て
「
誰
そ
れ
の
歌
」
と
、
個
人
の
名
前
の
つ
い
た

歌
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
.
そ
の
流
れ
で
、
歌
の
詠
ま
れ
た
状
況
を
説
明
す
る
「
詞
書
き
」
と
い
う

も
の
が
生
ま
れ
る
。
状
況
を
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、
歌
も
奥
行
き
が
出
て
く
る
。
そ
の
工
夫
、
が
微
に
入
り
細

注l

を
穿
っ
て
い
く
う
ち
に
、
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
文
学
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
も
出
来
上
が
っ
た
の
で
す
。
『
源

氏
物
語
』
で
は
、
歌
は
飾
り
で
本
文
が
前
に
出
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
本
文
が
、
の
ち
の
散
文
に
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

人
々
が
日
記
を
書
き
始
め
た
の
は
、
西
欧
で
は
宗
教
改
革
の
後
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
宮
廷
の
役

人
が
た
だ
毎
日
起
こ
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
心
を
見
つ
め
て
、

日
々
記
録
し
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
な
日
記
は
、
宗
教
改
革
以
降
に
現
れ
ま
す
。

最
近
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
登
場
し
て
、
い
く
ら
で
も
文
字
を
書
い
て
保
存
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
自
分
が
読
め
る
旦
一皐
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
い
言
葉
が
存
在
し
て
い
て
、
理
解
し
き
れ
な
い
。
ポ
ル
へ

ス
の
小
説
に
、
『
パ
ベ
ル
の
図
書
館
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
過
去
に
出
版
さ
れ
た
本
は
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
か
ら
出
版
さ
れ
る
は
ず
の
本
も
す
べ
て
収
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
巨
大
な
図
書
館
で
す
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
は
パ
ベ
ル
の
図
書
館
の
よ
う
な
も
の
。
ま
す
ま
す
世
界
は
複
雑
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
る
で

『
し
ト
ふ

λ
ノ
。

-
重
量
か
ら
吐
き
を
考
え
る

司
源
氏
物
語
』

平
安
朝
中
畑
町
一
長
天
皇
の
代
を

揮
者
に
尤
誠
氏
の
数
々
の
恋
と
そ

れ
ぞ
れ
の
女
性
町
生
き
方
を
措

い
た
紫
式
部
に
よ
る
古
典
文
学
.

五
十
四
帖
か
ら
成
る
長
鱗
町
中
に

は
八
百
首
弱
の
和
歌
が
吉
ま
れ
‘

精
成
白
書
逸
さ
‘
心
理
措
写
の
巧

み
さ
と
美
意
能
町
鋭
さ
か
ら
日
本

文
学
史
上
最
高
町
一
侵
作
と
さ
れ
る
.

宗
教
改
革

ド
イ
ツ
人
ル
タ
ー
に
よ
る
陪
宥
状

抵
判
〈

1
51
7
)
が
教
皇
位
の

世
硲
化
‘
聖
聴
者
白
堕
+
一
-
A
な
ど
信

体
刊
の
不
満
と
結
び
つ
き
.
百
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
展
開
さ
れ
た
宗
教
謹
刊

ロ
ー
マ
教
皇
町
権
感
を
否
定
L.

ロ
l
マ
カ
ト
リ

y
ク
車
会
(
旧

教
)
か
ら
卦
離
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
塾
云
{
新
教
)
を
睦
立
し
た
.

ホ
ル
へ
・
ル
イ
ス
・
ポ
ル
へ
ス

L
O『
開
。
「

c-ω
回

o-『伺
m
m

1
B
9
9
1
1
9
8
6
.
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
の
作
京
跨
人
。
評
論
宜
.

R
表
す
る
作
章
で
.
世
界
的
に
文

学
・
幻
想
小
説
的
ジ
ャ
ン
ル
で
事

大
な
影
容
を
与
え
た
.
1
98
0

年
に
ス
ペ
イ
ン
語
図
で
墨
高
町
文

凡
主
民
・
セ
ル
パ
ン
テ
ス
置
を
畳
戸
内

司
バ
ベ
ル
の
図
書
館
』

，F
L
創立町一『
O陣
織

w
n
m
且
"
回
ω『何一
=

ポ
ル
ヘ
ス
が
1
9
7
5年
に
絹
聾

し
た
世
界
文
学
一
全
集
『
伝
奇
唱
さ
』

町
一
巧
言
語
で
圭
一
現
可
能
な
あ

ら
崎
一
る
も
の
が
収
産
さ
れ
た
出
口

の
な
い
回
答
鍔
が
笹
台
で
‘
そ
こ

に
は
す
ベ
て
町
問
題
に
対
す
る
信

決
が
必

T
あ
る
と
い
わ
れ
る
.

社全は f言語ゲーム」でできている 108

X '4、
1/可rv、

⑤コw-.~-

白依岡山市閉山路蔵

一
回
葉
は
な
ぜ
変
わ
る
の
か
?

み
ん
な
が
使
っ
て
い
る
言
葉
が
『
正
し
い
」

「
言
語
ゲ
l
ム
」
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
言
葉
に
接
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。

言
葉
と
は
「
気
が
付
い
た
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
」
も
の
だ
と
言
い
ま
し
た
巴
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「み

ん
な
が
そ
う
使
っ
て
い
る
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
」
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
が
そ
う
使
わ
な
く
な

れ
ば
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
歴
史
の
中
で
消
え
る
言
葉
も
あ
れ
ば
、
生
ま
れ
る
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

i 
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い
つ
の
時
代
も
「
美
し
い
言
葉
を
し
ゃ
・
へ
ろ
う
」
と
主
張
す
る
人
が
い
ま
す
。
こ
の
主
張
に
ま
っ
た
く

賛
成
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
言
い
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
新
聞
の
漢
字
の
問
題
。
日
本
語
を
ど
う
書
く
の
が
正
し
い
か
と
い
う
問
題
で
す
。
漢
字
は

数
が
多
い
の
で
、
小
中
学
校
で
習
う
漢
字
以
外
は
使
う
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
で
も

そ
う
す
る
と
、
漢
字
で
書
け
な
い
言
葉
が
増
え
て
し
ま
う
。
新
聞
は
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、

ひ
ら
が
な
に
す
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
別
の
漢
字
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
。
ど
っ
ち
も
ひ
ど
い
と
思
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
た
ま
た
ま
最
近
読
ん
だ
新
聞
に
「
い
縮
」
と
書
い
で
あ
っ
て
、
何
か
と
思
っ
た
ら
、
「
萎

縮
」
の
こ
と
だ
っ
た
。
「
委
縮
」
と
書
〈
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
「
い
縮
」
で
は
、
何
の
こ
と
か
わ
か
ら

な
い
。
か
と
い
っ
て
、
H

委
M

は
人
に
頼
む
と
い
う
意
味
で
、

w
t委
H

は
草
が
し
お
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

「
萎
縮
」
は
「
し
な
び
て
小
さ
く
な
る
こ
と
」
だ
か
ら

w
萎
H

で
な
い
と
い
け
な
い
の
に
、

H

委
縮
H

と
書

い
た
の
で
は
、
ま
っ
た
く
意
味
、
か
通
ら
な
い
。

も
と
の
漢
字
を
知
っ
て
い
る
大
人
は
い
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
が
初
め
て
見
る
と
、
こ
う
い
う
も
の
だ

と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
は
困
る
。
こ
う
い
う
の
は
正
し
く
な
い
、
美
し
く
な
い
日
本
語
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
間
違
い
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
長
い
間
み
ん
な
が
使
っ
て
い
る
と
、
間
違
っ

て
い
る
も
の
も
正
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
が
言
葉
な
ん
で
す
。

H

新
し
い
N

も
、
本
当
は

M

新
(
あ
ら
)
た
し
い
H

で
す
ね
。
き
っ
と
誰
か
が
間
違
え
た
の
だ
ろ
う
け

れ
ど
、
こ
れ
は
も
う
間
違
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
く
な
っ
た
。

言
葉
の
基
本
は
、
「
み
ん
な
が
使
っ
て
い
る
も
の
が
正
し
い
」
な
の
で
す
。
ご
く
少
数
の
人
々
が
間
違
っ

た
使
い
方
を
始
め
た
場
合
、
多
数
の
側
、
が
「
そ
れ
は
間
違
っ
て
る
よ
」
と
言
う
権
利
は
あ
る
。
で
も
、
間

違
っ
た
使
い
方
を
す
る
人
々
が
多
数
派
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
も
う
間
違
い
と
は
言
え
な
く
な
る
。
だ
か

-
E
き
ま

E
f
E
3
3
3
n
'

T
I
ti
L
13
1
!
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1
9日
1
年
巾
月
に
内
閣
告
示
第

1
号
で
一
市
さ
れ
た
石
市
用
這
字

表
」
に
相
同
盟
さ
れ
て
い
る
浬
宇

1
9
4
5
宇
を
常
用
道
字
と
い

い
.
一
般
の
社
会
生
苫
に
お
い
て

世
周
す
-2調
宇
の
目
安
と
さ
れ
て

い
る
今
戦
前
に

5
万
字
以
上
も
あ

っ
EE
去
す
の
字
数
を
制
慢
し
よ
う

と
す
る
羽
き
が
暁
徐
荷
芦
志
あ
っ

た
.
1
9
4
6隼
に
軒
間
・
往
路

等
で
ぬ
わ
れ
る
一
理
宇
を
1
8
5
0

字
と
定
的
亡
当
恩
還
さ
と
呼
"
と

た
が
.
そ
れ
で
は
雲
現
で
吉
な
い

漢
字
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
缶

宇
乞
新
た
に
加
え
て
寝
在
に
至
っ

てい・
9
.
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ら
こ
そ
、
わ
ざ
わ
ざ
間
違
っ
た
使
い
方
を
始
め
て
、
言
葉
の
意
味
を
わ
か
ら
な
く
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、

や
め
た
ほ
う
.
か
い
い
。
と
は
い
え
、
言
葉
は
そ
う
や
っ
て
、
と
き
ど
き
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

一
回
一
菜
は
、
社
会
と
と
も
に
形
を
変
え
る
も
の

言
葉
は
人
に
わ
か
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
、
言
葉
と
し
て
の
役
割
が
果
た
せ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
た
い
て

い
は
み
ん
な
に
わ
か
る
よ
う
に
、
「
み
ん
な
が
使
っ
て
い
る
も
の
」
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
言

葉
は
、

「
み
ん
な
の
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
個
人
の
も
の
」
で
も
あ
る
ん
で
す
ね
a

ど
ん
な
言
葉
も
表
現
で
す
か
ら
、
こ
の
と
き
だ
け
、
私
だ
け
の
「
ど
う
し
て
も
言
い
た
い
こ
と
」
が
あ
っ

て
、
そ
れ
を
こ
の
一
回
だ
け
の
た
め
に
言
っ
て
い
る
。
と
き
に
は
「
み
ん
な
は
こ
う
言
う
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、
こ
の
と
き
私
は
と
う
言
い
た
か
っ
た
」
と
い
う
場
面
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
言
い
方
は
ち
ょ
っ

と
文
法
外
れ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
独
自
の
言
い
方
も
含
ま
れ
て
い
い
の
で
す
。

言
葉
づ
か
い
は
ど
ん
な
に
個
性
的
で
あ
っ
て
い
い
し
‘
そ
れ
は
尊
重
さ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
・

も
ち
ろ
ん
、
何
か
ら
何
ま
で
自
分
の
個
性
に
頼
っ
て
言
葉
を
し
ゃ
べ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
た
だ
の
「
ぷ
っ

つ
ん
お
じ
さ
ん
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
言
葉
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
は
み
な
さ
れ
ま
せ
ん
。
ル
ー
ル
を

守
り
な
が
ら
、
そ
の
合
間
を
ぬ
っ
て
、
う
ま
く
個
性
を
も
ぐ
り
こ
ま
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
a

そ
う
し
た

表
現
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
や
が
て
ル
ー
ル
が
崩
れ
た
り
変
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

で
も
、
ル
ー
ル
が
変
わ
る
こ
と
は
、
言
葉
に
と
っ
て
活
力
の
源
泉
と
な
る
の
で
す
。

言
葉
は
、
社
会
の
中
で
い
つ
も
形
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
正
し
い
言
葉
」
で
は
な

い
言
葉
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
ご
一
言
葉
」
な
の
で
す
。

若
い
人
々
は
、
上
の
世
代
が
す
で
に
こ
し
ら
え
た
社
会
に
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
社
会
の
中
で
、

司恥
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言
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う
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彼
ら
は
ど
う
感
じ
る
の
か
。
た
い
て
い
は
上
の
世
代
の
人
々
を
、
「
な
ん
て
鈍
感
な
ん
だ
ろ
う
」
と
か
「
古

い
シ
ス
テ
ム
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
」
な
ど
と
批
判
的
に
見
ま
す
@
そ
し
て
、
自
分
た
ち
だ
け
に
感
じ
ら

れ
る
新
し
い
も
の
ご
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
だ
け
の
新
し
い
言
葉
を
つ
く
り
ま
す
。

こ
れ
は
最
近
始
ま
っ
た
現
象
で
な
く
、
普
か
ら
そ
う
な
の
で
す
。
明
治
中
期
頃
に
は
「
言
文

一
致
」

の

運
動
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
手
紙
は
候
体
で
書
い
た
も
の
で
し
た
が
、
言
文
一
致
運
動
の
お
か
げ
で

「
で

す
ま
す
体
」
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
現
代
な
ら
マ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
や
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
マ
ン
ガ
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
が
、
新
し
い
言
葉
の
生
ま
れ
る
場
所
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル

や
チ
ヤ
ツ
ト
が
普
及
す
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
言
葉
づ
か
い
が
次
々
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

制
約
の
中
か
ら
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
た
ち
ま
ち
古
く
な
る
。
そ
う
し
た
動
き
が
、

5
年
叩
年
周
期
で
次
々
に
起
こ
っ
て
い
る
。
言
葉
の
形
と
社
会
と
は
、
連
動
し
て
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

二
つ
の
言
葉
の
聞
で
起
き
て
い
る
こ
と

次
に
、
雪
一白
菜
と
言
葉
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

言
葉
が
違
え
ば
、
世
界
の
切
り
取
り
か
た
、
世
界
を
分
節
す
る
仕
方
も
違
い
ま
す
。
た
と
え
ば
白
木
で

は
、
ク
ジ
ラ
は
「
鯨
」
と
書
き
ま
す
・
魚
の
一
種
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
魚
な
の
に
食

ベ
て
何
が
悪
い
か
」
と
思
う
。
け
れ
ど
も
西
欧
で
は
、
哨
乳
類
と
分
類
し
て
い
る
か
ら
、
「
食
ベ
て
は
い

け
な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
両
者
の
価
値
観
が
遣
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
正
し

い
わ
け
で
も
な
い
。
言
葉
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
価
値
観
が
違
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

で
は
な
ぜ
、
価
値
観
が
違
う
二
つ
の
言
葉
を
「
翻
訳
」
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

言
葉
と
い
う
も
の
は
、
な
ぜ
か
皆
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
仕
組
み
か
と
い
う
と
、
ま

ず
、
名
詞
や
動
詞
、
形
容
詞
な
ど
の
品
詞
が
あ
る
・
そ
れ
か
ら
文
が
あ
っ
て
、
主
節
と
従
属
節
が
あ
っ
て
、

接
続
詞
も
あ
る
・
:
。
枝
葉
の
細
か
い
部
分
で
は
も
ち
ろ
ん
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
な
骨
格
は
ど

の
言
葉
も
同
じ
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
多
く
の
言
語
に
共
通
す
る
特
徴
が
か
な
り
あ
る
。

言
葉
の
基
本
構
造
は
、
な
ぜ
同
じ
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
答
え
と
し
て
、
「
人
間
の
脳
(
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
)

が
み
な
同
じ
だ
か
ら
」
と
い
う
有
力
な
説
が
あ
り
ま
す
a

言
葉
は
、
脳
の
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
の
上
に
諮
っ
て

い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
言
葉
も
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
に
制
約
さ
れ
、
同
じ
よ
う
な
構
造
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
語
学
者
の
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
考
え
も
、
こ
の
説
に
近
い
。
彼
は
、
す
べ

て
の
言
葉
の
根
底
に
は
普
遍
文
法
が
あ
る
と
想
定
し
、
そ
こ
に
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
制
約
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
言
葉
が
別
の
言
葉
に
翻
訳
で
き
る
の
は
、
構
造
が
同
じ
だ

か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
共
通
の
基
本
構
造
か
ら
は
み
出
る
と
こ
ろ
は
、
言
葉
ご

と
に
独
特
な
の
で
、
必
ず
し
も
翻
訳
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
「
雨
が
降
っ
て
き
た
の
で
傘
を
さ
し
ま
し
た
」
と
い
う
日
本
語
の
文
を
英
語
に
ど
う
訳
す
か
・

翻
訳
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
似
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
。
は
じ
め
に

「
雨
が
降
る
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
書

い
て
あ
り
、
そ
の
あ
と
に

「
傘
を
さ
す
」
と
い
う
文
を
続
け
て
、

そ
れ
が
順
接
の
接
続
詞
で
結
ん
で
あ
れ
ば
、
翻
訳
と
し
て
は
完
壁
。
あ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
の
で
す
。
日

本
語
で
は
、
雨
が
主
語
に
な
り
ま
す
が
、
英
語
で
は
=
一
円
「
由
一
コ
m
・2

と
非
人
称
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と

は
気
に
し
な
く
て
い
い
。
こ
う
い
う
ル
ー
ル
を
わ
か
っ
て
し
ま
え
ば
、
翻
訳
は
簡
単
で
す
。

で
は
、
原
文
と
翻
訳
は
、
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
同
じ
か
違
う
か

を
言
う
た
め
に
は
、
英
語
と
日
本
語
に
共
通
の
基
準
が
な
く
て
は
い
け
な
い
.
で
も
、
共
通
の
基
準
の
よ

一
書
草
は
な
ぜ
ま
わ
る
の
か
ヲ

言
文
一
致
(
体
)

文
章
を
笹
〈
際
町
号旦某づかいを‘

日
常
悟
を
用
い
て
口
語
体
「
診
氾
い

形
で
書
く
こ
と
.
日
本
語
の
古
典

的
な
文
体
で
あ
る
文
語
は
王
女
時

代
ま
で
に
完
庇
し
た
と
さ
れ
る
が
、

そ
の
筏
告
し
宮
一軍との草縫が

大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
.
二
葉
亭

四
迷
に
よ
る
司
浮
宕

-pmgき

な
ど
は
言
文
一
致
の
作
品
と
し
て

有
名
、
小
説
の
み
な
ら
ず
.
新
附

や
姥
語
な
ど
で
も
並
行
し
て
言
文

一
致
体
が
と
ら
れ
‘
明
治
末
頃
に

は書含
言
葉
一
と
し
て
確
立
し
た
.

健
体

申
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
用
い
ら

れ
た
文
語
文
体
の
一
つ
で
.
改
ま

っ
た
形
式
多
と
る
恒
裏
か
あ
-
9
母

音
‘
文
章
に
丁
寧
語
の
助
動
拐
で

あ
る
「
俣
』
〔
害
2
b
ふ
)
を
芭
〈
.

銃
富
時
代
に
ほ
ぼ
成
立
し
‘
明治

時
代
ま
で
は
提
起
聞
な
ど
に
用
い
ら

札たが
-言
文
一
致
体
の
普
及
な

ど
に
よ
り
廃
れ
た
と
さ
れ
る
.
過

去
形
と
終
止
形
町
区
別
が
な
い
な

ど
の
特
世
も
あ
る
.

普
遍
文
法

C
3
E
o
a
ω
一
関

E
ヨ
ヨ
型

チ
ヨ
ふ
ス
キ
ー
が
提
唱
し
た
生
成

士
法
に
お
け
る
棋
宕
で
.
ヒ
ト
に

固
有
で
生
得
的
な
冨露
の
初
期
技

態
を
指
す
.
人
間
町
脳
に
は
言
舘

を聾
掃
す
る
た
め
の
基
本
的
な
原

理
{
宜
珪
〕
が
埋
め
込
ま
れ
て
お

リ
.
ど
ん
な
童話
を
軍
つ
場
合
で

も
そ
れ
に
よ
っ
て
習
得
が
な
さ

れ
る
と
い
う
.
こ
れ
に
よ
リ
吉
信

学
に
大
き
な
『
是
芋
さ
も
た
ら
し
た
.
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う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
、
「
強
い
て
言
え
ば
こ
れ
が
一
番
近
い
」
と
し
か
言
え
な
い
の
で
す
固

す
べ
て
の
言
葉
は
同
じ
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
.
け
れ
ど
、
重
要
な
部
分
で
遣
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
ど
ち
ら
も
・
本
当
で
、
二
つ
の
言
葉
の
聞
に
は
‘
翻
訳
で
き
な
い
要
素
が
必
ず
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

日
本
語
の
弱
点

日
本
語
の
特
殊
性
は
「
語
義
そ
の
も
の
が
外
国
漬
け
の
一
言
葉
で
あ
る
」
ご
と
で
す
・
明
治
時
代
か
ら
は

欧
米
語
の
概
念
の
直
訳
だ
ら
け
で
す
し
、
そ
れ
以
前
は
、
中
国
語
の
語
棄
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
た
。

大
事
な
語
黍
が
、
外
国
語
か
ら
の
借
り
物
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
e

こ
れ
で
は
、
制

度
を
作
る
と
き
に
大
き
な
障
害
と
な
り
ま
す
・

た
と
え
ば
英
語
の
場
合
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
哲
学
の
中
で
、
言
葉
の
意
味
や
解
釈
が
さ
ん
ざ
ん
議
論
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
・
そ
う
や
っ
て
き
口
葉
の
意
味
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
も
作
ら

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
個
々
の
言
葉
を
ど
う
解
釈
す
る
か
を
あ
ま
り
考
え
な
く
て
も
、
ど
う
い
う
法
を
制
定

し
た
の
か
が
明
確
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
日
本
の
憲
法
は
外
国
語
の
靭
訳
で
し
か
な
い
・
伝
統
に
の
っ
と
っ

て
語
会
が
選
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
、
と
な
る
わ
け
で
す
.
「
天
皇
は

神
聖
に
し
て
犯
す
べ
か
ら
ず
」
の
一
文
を
と
っ
て
み
て
も
、

H

神
聖
H

と
は
何
か
、
H

犯
す
べ
か
ら
ず
仰
と

は
何
か
と
、
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

w
犯
す
べ
か
ら
ず
H

と
は
、
「
法
律
上
の
責
任
を
問
わ
れ
な
い
」
と
い

う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
ん
で
す
・
そ
れ
が
前
の

n
神
聖
"
と
一
一
緒
に
く
っ
つ
く
と
、

H

天
皇

H
神
様
n

と
い

う
意
味
に
見
え
て
し
ま
う
・
こ
れ
は
、
憲
法
の
解
釈
と
し
て
は
完
全
な
誤
り
な
ん
で
す
。
で
も
そ
う
い
う

解
釈
が
、
ま
か
り
通
っ
た
。
明
治
憲
法
の
解
釈
が
こ
の
よ
う
に
暖
昧
だ
っ
た
の
で
、
戦
後
の
憲
法
で
も
い

ろ
い
ろ
な
解
釈
が
唆
昧
な
ま
ま
で
す
。
立
法
者
が
使
っ
て
い
る
言
葉
が
そ
も
そ
も
唆
昧
な
の
で
‘
憲
法
の

解
釈
も
定
ま
ら
な
い
の
は
当
然
で
し
ょ
う
.

で
は
、
こ
の
暖
昧
さ
を
解
決
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
・
そ
れ
は

「
借
用
語
を
や
め
よ
う
」
と
か

「
漢
意
(
か
ら
ご
こ
ろ
)
を
排
し
て
大
和
心
だ
け
に
し
よ
う
」
と
い
う
単
純
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
・
千

年
か
け
て
取
り
入
れ
た
も
の
を
変
え
て
い
く
に
は
‘
同
じ
よ
う
に
長
い
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
覚
悟
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
.

殴
昧
さ
を
解
決
す
る
一
つ
の
方
法
は
、
外
国
語
を
学
習
す
る
こ
と
で
す
。
日
本
語
を
暖
昧
に
使
っ
て
い

た
の
で
は
翻
訳
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
英
語
に
訳
せ
る
よ
う
な
日
本
語
を
書
〈
よ
う
に
努
め
て
み
る
・
そ

う
す
る
こ
と
で
、
少
し
は
日
本
語
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
・

人
生
の
サ
パ
イ
パ
ル
ツ

l
ル
と
し
て
の
言
葉
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白
木
で
は
、
そ
の
場
の
空
気
や
顔
色
と
い
っ
た
、
言
葉
以
外
の
情
報
を
重
視
し
ま
す
・

も
ち
ろ
ん
、
ど
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
も
、
言
葉
に
な
る
部
分
と
な
ら
な
い
部
分
が
当
然
あ
っ

て
、
言
葉
に
な
ら
な
い
こ
と
は
別
の
手
段
で
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
態
度
や
顔
色
と
い
っ
た

間
接
的
な
情
報
と
、
言
葉
左
、
ど
ち
ら
も
使
う
べ
き
な
ん
で
す
が
、
問
題
は
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
で
す
・
「
言

葉
は
必
ず
し
も
一
番
重
要
な
要
素
で
は
な
い
」
・
と
か
「
言
葉
は
言
葉
以
外
の
情
報
の
補
助
手
段
だ
」
と
考

え
る
癖
が
‘
日
本
人
に
は
あ
る
の
で
す
・
「
大
事
な
こ
と
は
言
わ
な
く
て
も
わ
か
る
」
「
大
事
じ
ゃ
な
い
こ

と
は
言
う
必
要
-
が
な
い
」
|
|
つ
ま
り
「
雪
国
棄
は
言
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
.

た
だ
、
相
手
が
外
国
人
の
よ
う
な
異
文
化
圏
の
人
の
場
合
に
は
‘
こ
の
や
り
方
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

相
手
が
美
味
し
い
と
思
う
も
の
を
美
味
し
く
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
相
手
が
正
し
い
と
思
う
も
の
が
自

分
に
と
っ
て
は
正
し
く
な
か
っ
た
り
す
る
。
文
化
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
‘
そ
う
い
う
こ
と
で
す
.

一
雪
景
ほ
お
ぜ
ま
わ
る
町
か
ヲ

j 
中
国
高

走
路
・
チ
ベ
ッ
ト
語
族
に
毘
す
る

宮
認
で
‘

φ
華
人
民
共
和
国
・
申

国
台
湾
の
ほ
か
に
.
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
な
ど
の
市
首
7・
ノ
ア
や
.
自
宅

ア
メ
リ
カ
な
ど
世
界
各
国
に
い
る

軍
情
。
省
軍
人
た
ち
の
聞
で
括
さ
れ

て
い
る
.
仙
刊
日
傭
人
が
中
国
語
を

揖
一
書
館
と
し
て
い
る
と
言
わ
れ

る
世
町
甚
吉
宮
廷
.
φ
固
露
と

一
口
に
君
ヲ
て
も
北
京
湾
、
広
東

語
.
上
岩
館
な
ど
地
方
に
よ
勺
て

呈
菅
.
語
会
は
大
き
〈
揖
な
リ
.

文
迭
に
も
遣
い
が
あ
る
.
そ
の
た

め
直
控
全
信
す
・
9
町
は
葬
常
に
国

担
だ
か
.
雪
量
一
揖
が
同
じ
た
時
.

霊
犯
に
よ
る
宮
息
詰
過
は
比
較
的

苦
畠
と
さ
れ
・
包
.

世会は『宮居ゲームjでできている 116

コンテタスト (context)・:t:，医師耐
佳町つf_がりや文輔のこt.庖(It$

楠や出来週E町情檀$情や踊軸などの."

q棄でも用いられる.
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テ
ク
ス
ト
と
コ
ン
テ
ヲ
ス
ト
が
あ
っ
た
場
合
、
テ
ク
ス
ト
に
比
べ
て
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
役
割
が
非
常
に

大
き
い
の
が
‘
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
や
り
方
で
し
た
・
学
校
で
も
「
作
者
の
気
持
ち
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
」
な
ど
と
‘
テ
ク
ス
ト
か
ら
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
察
知
す
る
能
力
ば
か
り
が
鍛
え
ら
れ
ま
す
・
日
本
人
は
、

「
言
わ
な
く
て
も
わ
か
る
』
と
い
う
前
言
語
的
な
同
質
性
に
額
っ
て
い
て
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
共
有
さ
れ

て
い
て
当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
ま
す
・
た
だ
最
近
、
想
像
以
上
に
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
共
有
は
懐
れ
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
.

コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
テ
ク
ス
ト
が
少
な
い
と
ど
う
な
る
か
.
誤
解
を
招
〈
危

険
が
大
き
く
な
り
ま
す
ね
・
誤
解
の
余
地
を
な
く
す
た
め
に
は
、
テ
ク
ス
ト
を
も
っ
と
リ
ッ
チ
に
し
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
・
小
説
や
契
約
書
で
言
え
ば
、
非
常
に
長
く
な
る
・
宗
教
で
言
え
ば
、
聖
典
が

ぶ
厚
く
な
る
わ
け
で
す
.

必
要
な
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
運
用
能
力
を
高
め
る
こ
と
.
テ
ク
ス
ト
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
相
対
性
に
気

づ
く
こ
と
・
そ
し
て
‘
日
本
に
い
な
が
ら
国
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
や
言
葉
を
意
識
す
る
こ
と
・
そ
う
す

れ
ば
‘
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
と
関
わ
っ
て
い
く
た
め
の
サ
パ
イ
パ
ル
ツ
ー
ル
が
身
に
付
く
で
し
ょ
う
・

幅
削
大
三
曲
目
は

L
づ
時
・
だ
い
ざ
ぶ
ろ
う
v
i
'
9
4
8
e神
奈
川
舟
生
ま
れ
.
東
軍
大
学
文
学
院
社
会
学
研
究
H
同
士
民
団
修

7.
回
世
‘
削
悉
活
動
を
坦

τ.現
在
烹
車
工
異
文
学
大
学
院
祉
会
理
工
孝
明
寛
阿
倍
憧
シ
さ
一
7
b
尊
倫
明
ぬ
慢
.
専
門
は
吐
書
竿
.
三
書

館
】
澗
世
書
写
』
k
い
う
H
g
自
町
社
主
哩
筒
を
棉
置
し
.
H追
送

.
-ma.
国
際
関
係
生

E
bら
ゆ
る
舟
軒
で
シ
令

1プ
伝
a
k言

を
聴
け
て
い
る
・
著
書
に

Z
S腸
ゲ
ー
ム
と
世
書
哩
泊
』
司
仏
軸
町
宮
践
晒
略
』
【
世
上
動
車
置
属
}
司
M
M
U的
て
の
隅
遺
主
程
』
【
翼

民
社
現
代
軒
書
)
.
司
君
鰭
踊
祉
会
竿
町
厚
理
』
【
津
車
社
)
.
雪
心
』
は
島
る
伺
砂
』
A

ち
〈
ま
問
書
】

t
E害
虫
.

-
冨
翼

uudu董
わ
る
町
か
ラ
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