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こ ら

は
じ
め
に

最
近
出
版
さ
れ
た
豊
田
正
子
の

『
新
編

-
「
作
文
」
が
綴
方
に
改
め
ら
れ
た
の
は
、
一
九

O
O年
の
小
学
校
令
に
よ

る
。
そ
の
第
三
一
条
に
綴
り
方
が
読
み
方
、
書
き
方
と
と
も
に
国
語
の
一
分
野
と
し

て
あ
げ
ら
れ
、
「
読
ミ
方
又
ハ
他
ノ
教
科
目
ニ
於
テ
授
ケ
タ
ル
事
項
、
児
童
ノ
日

そ
の
こ
う
ぶ
ん

常
見
聞
セ
ル
事
項
及
処
世
ニ
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
記
述
セ
シ
メ
、
其
行
文
ハ
平
易
ニ

シ
テ
旨
趣
明
瞭
ナ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
手
紙
文
中

綴
方
教
室
』
(
岩
波
書
居
一
九
九
五
年

に
於
い
て
編
者
の
山
住
正
己
は
解
説
で
綴
方
教
育
の
歴
史
を
振
り
返
り
つ
つ

次
の
よ
う
な
示
唆
的
な
発
言
を
す
る
。

七
月
)

教
育
学
部
論
集

第
九
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)



鈴
木
三
重
吉
「
赤
い
鳥
」
綴
方
成
立
史
の
研
究
(
問
屋
昭
雄
)

心
の
実
用
向
き
作
文
か
ら
の
転
換
で
あ
り
、
題
材
は
広
げ
ら
れ
た
。

し
か
し
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
、
自
由
主
義
教
育
が
提
唱
さ
れ
、
付
属
小
学

校
や
私
立
学
校
で
多
く
の
新
し
い
試
み
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
が
公
立
学
校
を
も
動

か
し
た
。
学
校
外
で
は
夏
目
激
石
の
弟
子
鈴
木
三
重
吉
の
主
宰
す
る
『
赤
い
烏
』

(
一
九
一
八
年
七
月
l
二
九
年
=
一
月
、
一
時
休
刊
、
三
一
年
一
月
l
三
六
年
八

月
)
が
、
泉
鏡
花
・
島
崎
藤
村
・
芥
川
龍
之
介
・
北
原
白
秋
ら
第
一
線
の
作
家
・

詩
人
の
協
力
を
え
て
、
童
話
・
童
謡
の
創
作
・
普
及
の
運
動
を
す
す
め
た
。
同
誌

で
は
こ
れ
と
並
ん
で
子
ど
も
の
自
由
な
表
現
活
動
に
注
目
し
、
綴
方
を
三
重
吉

が
、
詩
を
白
秋
が
担
当
し
、
教
師
を
目
、
さ
め
さ
せ
、
そ
の
教
師
が
子
ど
も
の
表
現

活
動
を
促
し
て
い
っ
た
。
績
方
で
い
え
ば
、
観
念
的
な
内
容
と
美
文
調
か
ら
、

ア
リ
ズ
ム
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
基
調
と
し
た
作
品
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。

三
重
吉
は
、
綴
り
方
を
文
字
上
の
表
現
の
練
習
と
見
る
の
は
平
浅
な
考
え
で
あ

り
、
「
私
は
綴
方
を
、
人
そ
の
も
の
を
作
り
と
と
の
え
る
、
『
人
間
教
育
』

課
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
」
(
『
綴
方
読
本
』

の
一
分

一
九
三
五
年
)

と
述
べ
て
い
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
続
方
は
小
学
校
令
の
規
定
を
こ
え
て
大
き
く
前
進
し
た
の
で
あ

る。
つ
ま
り
、
山
住
は
、
綴
方
教
育
の
発
展
を
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
由
主
義
教
育
の

影
響
と
位
置
づ
け
つ
つ
、
守
赤
い
烏
』
綴
方
教
育
が
児
童
の
自
由
な
表
現
活
動
を
促

し
た
、
と
評
価
し
、
今
ま
で
の
手
紙
丈
(
書
晴
)
指
導
の
持
つ
観
念
的
な
内
容
と
美

文
調
か
ら
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
基
調
と
す
る
作
品
へ
と
転
換
さ
せ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
鈴
木
三
重
吉
は
、
綴
方
を
文
字
上
の
表
現
の
練
習

と
見
る
浅
薄
な
考
え
方
か
ら
人
間
教
育
の
一
分
課
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
綴
方
を
人
間
教
育
の
一
分
課
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
三
重
吉
の
慧

眼
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
山
住
は
、
豊
田
正
子
の
『
続
方
教
室
』
の
作
品

を
「
生
活
綴
方
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
豊
田
正
子
を
指
導
し
た
教
師
で
あ
る
大
木
顕
一
郎
・
清
水
幸
治
の
両
名
は
生
活
綴

方
運
動
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
「
解
説
」
の
コ
一
七
二
頁
で
述
べ
る
。

何
れ
に
し
て
も
今
回
は
、
鈴
木
三
重
吉
の
報
方
教
育
の
完
成
を
示
す
『
綴
方
読

本
』
(
中
央
公
論
社
一
九
三
五
年
一

一
月
)
を
主
要
に
は
、
第
一
次
資
料
と
し
て

さ
ら
に
は
雑
誌
「
赤
い
烏
」
を
第
二
次
資
料
と
し
て
本
論
文
を
纏
め
る
こ
と
と
す

る

「
赤
い
鳥
」

の
綴
方
教
育
の
成
立
ま
で

前
述
し
た
如
く
、
豊
田
正
子
の
綴
方
が
、
大
木
顕
一
郎
の
指
導
に
よ
り
、
大
正
七

(
一
九
三
二
)
年
四
月
の
雑
誌
「
赤
い
烏
」
に
「
う
さ
ぎ
」
が
初
入
選
、
以
後
七
編

が
入
選
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
期
「
赤
い
鳥
」
時
代
で
あ
る
が
故
に
応
募
し
た
綴

方
は
、
生
活
綴
方
的
な
綴
方
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
三
重
吉
の
綴
方
教
育

に
対
す
る
考
え
方
も
完
成
し
て
い
た
、
と
把
握
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
先
ず
豊
田
正
子
の
「
う
さ
ぎ
よ
を
取
り
上
げ
検
討
す
る
こ
と
と
す

る

(
中
央
公
論
杜
一
九
三
七
年
七
月
)

指
導
者
の
大
木
顕
一
郎
は
『
綴
方
教
室
』

「
前
編
に
就
い
て
」
に
、
「
赤
裸
々
な
生
活
記
録
の
み
が
児
童
文
の
最
上
位
に
置
か

る
べ
き
で
あ
る
と
。
|
|
私
は
、
決
し
て
左
様
に
云
は
う
と
は
思
は
な
い
。
が
、
何

よ
り
も
先
づ
『
自
分
で
物
を
見
、
自
分
で
判
断
し
、
自
分
の
言
葉
で
心
か
ら
物
を
云

ふ
』
こ
と
の
貴
さ
が
教
へ
ら
れ
な
く
て
は
、
綴
方
を
通
し
て
の
人
間
教
養
な
ぞ
望
ま の



れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
仕
舞
ふ
。
如
何
に
折
り
目
正
し
い
、
端
正
な
用
語
形
式
の
運

用
が
馴
致
さ
れ
て
も
、
純
真
な
児
童
の
本
性
が
徒
ら
に
成
人
の
習
慣
、
因
習
の
底
に

埋
没
し
て
い
か
う
も
の
な
ら
、
将
来
へ
の
正
し
い
成
育
が
予
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
」
と
断
言
す
る
。
「
後
編
に
就
い
て
」
で
は
、
清
水
幸
治
は
、
「
自
由
教
育
思
潮

の
勃
輿
に
伴
っ
て
、
下
積
み
に
さ
れ
て
忘
ら
れ
て
ゐ
た
や
う
な
続
方
教
育
に
『
従
来

の
仮
空
を
排
せ
。
児
童
の
生
活
即
綴
方
な
り
』
と
の
、
恒
火
を
掲
げ
て
よ
り
将
に
二

十
年
。
」
と
強
調
す
る
如
く
、
「
自
分
で
物
を
見
、
自
分
で
判
断
し
、
自
分
の
言
葉
で

心
か
ら
物
を
云
ふ
」
こ
と
の
貴
が
教
へ
ら
れ
な
く
て
は
、
綴
方
を
通
し
て
の
人
間
教

養
を
目
指
し
、
「
従
来
の
仮
空
を
排
せ
。
児
童
の
生
活
即
綴
方
な
り
」
が
綴
方
の
日

標
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

作
品
「
う
さ
ぎ
よ
の
指
導
に
つ
い
て
大
木
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

作
品
「
う
さ
ぎ
」
は
「
赤
い
鳥
」
に
入
選
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
書
い
た

時
期
か
ら
云
ふ
と
第
一
学
期
の
終
り
、
「
お
だ
ん
ご
や
さ
ん
」
以
下
回
編
の
後
に

生
れ
た
の
で
あ
る
。

豊
田
の
や
う
に
勝
れ
た
表
現
力
を
有
つ
児
童
は
、
こ
の
上
、
勝
れ
た
題
材
を
採

り
当
て
る
こ
と
に
努
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
平
凡
な
題
材
の
場
合
は
折
角
骨

を
折
っ
て
綴
っ
て
も
結
果
が
巧
く
な
い
が
、
題
材
が
よ
い
と
案
外
楽
に
効
果
を
収

め
ら
れ
る
。
平
凡
な
題
材
で
は
何
等
感
興
を
唆
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
か
ら
、
油
が

乗
ら
ず
、
熱
が
加
は
ら
ず
、
従
っ
て
筆
が
伸
び
切
ら
な
い
の
で
あ
る
。
児
童
の
脳

裏
に
深
い
印
象
を
止
め
て
ゐ
る
や
う
な
興
味
的
な
も
の
で
、
相
当
動
き
に
富
ん
で

ゐ
る
も
の
が
書
き
易
い
ゃ
う
で
あ
る
。
短
い
時
間
に
終
結
す
る
や
う
な
事
件
で
、

事
の
発
端
か
ら
終
末
ま
で
展
開
的
要
素
を
豊
か
に
も
っ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
な
ら

尚
い
、
と
思
ふ
。
「
う
さ
ぎ
」
を
綴
る
前
に
、
豊
田
は
喜
ん
で
そ
の
梗
概
を
話
し
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聞
か
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
い
〉
題
が
見
つ
か
っ
た
と
、
云
っ
て
、
如
何
に
も
得
意

さ
う
で
あ
っ
た
。

参
考
に
な
る
と
思
ふ
の
で
、
鈴
木
先
生
の
選
評
も
添
へ
て
置
く
こ
と
に
し
よ

、つノ
O

、
っ
支
」
ぎ
」

事
つ
ふ
う

お
と
、
ひ
の
日
曜
の
日
の
夕
方
時
分
で
し
た
。
私
の
家
で
は
夕
は
ん
の
し
た
く

を
し
て
ゐ
ま
し
た
。
私
は
、
そ
と
で
、
光
男
を
遊
ば
せ
て
ゐ
ま
し
た
。
お
父
さ
ん

は
、
家
で
、
大
畠
の
家
の
、
大
き
な
や
か
ん
に
ハ
ン
ダ
づ
け
を
し
た
り
、
と
よ
を

こ
し
ら
へ
た
り
し
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
お
母
さ
ん
は
だ
れ
か
に
よ
ば
れ
た

ら
し
/
¥

「
は
い
、
な
ん
で
す
か
」
と
い
っ
て
、
お
勝
手
の
手
を
や
め
て

一
軒
お
い
た

お
と
な
り
の
、

お
り
え
ち
ゃ
ん
の
家
の
方
へ
行
き
ま
し
た
。
す
こ
し
た
ち
ま
す

と
、
お
母
さ
ん
が

「
正
子
や
、
ち
ょ
っ
と
き
て
ご
ら
ん
」
と
い
っ
た
の
で
、
「
は
い
」
と
い
っ
て

う
ら
へ
ま
は
り
ま
し
た
。
さ
う
す
る
と
、
お
母
さ
ん
は
、
わ
ら
ひ
な
が
ら
、
お
り

え
ち
ゃ
ん
の
家
の
を
ば
さ
ん
に
、
「
ど
う
も
、
す
み
ま
せ
ん
で
す
ね
」
と
い
ひ
ま

し
た
。
を
ば
さ
ん
は
、

「い、注、ぇ、

い
冶
ん
で
す
よ
」
う
ち
で
ね
、

ゐ
な
か
へ
い
く
ん
で
す
の
。
私
一

人
ぢ
や
、
な
か
/
¥
せ
わ
が
出
来
な
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
あ
と
は
み
ん
な
売

っ
て
し
ま
ふ
ん
で
す
の
。
で
ね
、
こ
冶
だ
け
の
話
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
梅
木
さ
ん

の
う
ち
へ
も
や
ら
う
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
あ
の
う
ち
は
、
大
じ
ん
で
も
、
け
ち
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く
さ
い
か
ら
、
や
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
あ
の
家
へ
や
っ
て
も
、
お
か
ら
も
け

ち
を
し
て
少
し
し
か
食
べ
さ
せ
な
い
で
き
、
草
も
ろ
く
に
食
べ
さ
せ
な
い
か
ら

と
、
い
く
ら
う
さ
ぎ
で
も
か
は
い
さ
う
、
だ
か
ら
ね
。
お
た
く
ぢ
や
、
お
子
さ
ん
が

草
ぐ
ら
ゐ
と
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
ら
く
で
す
よ
。
一
一
一
ヶ
月
ぐ
ら
ゐ
た
つ
と
子
を
う

み
ま
す
よ
。
子
が
一
匹
二
十
銭
で
す
よ
」
と
い
ふ
と
、

お
母
さ
ん
は
、
「
ど
う

も
、
す
み
ま
せ
ん
で
す
ね
」
と
い
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

私
は
お
母
さ
ん
の
所
へ
か
け
て
い
っ
て
、
「
な
あ
に
」
と
い
ひ
ま
す
と
、

お
母

さ
ん
は
、
「
う
さ
ぎ
を
二
匹
も
ら
っ
た
か
ら
う
ち
へ
も
っ
て
い
き
な
」
と
、

しミ

ひ

ま
し
た
。
私
は
う
れ
し
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
お
り
え
ち
ゃ
ん
の
家

の
を
ぢ
さ
ん
が
お
さ
へ
て
ゐ
る
自
て
ん
車
の
う
し
ろ
の
方
を
見
ま
す
と
、
小
さ
な

箱
の
中
に
、
白
と
黒
の
う
さ
ぎ
が
は
い
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
う
さ
ぎ
の
大
き
さ
は
、

大
人
の
げ
た
ぐ
ら
ゐ
で
、
か
は
い
ら
し
い
う
さ
ぎ
で
し
た
。
わ
た
し
は
う
れ
し
く

て
、
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
す
ぐ
に
箱
を
家
へ
も
っ
て
い
き
ま
し

た
。
家
で
は
お
父
さ
ん
が
、
私
が
箱
を
も
っ
て
ゐ
る
の
を
見
て

「
な
ん
だ
よ
、

そ
れ
は
」
と
き
冶
ま
し
た
か
ら
、
「
う
さ
ぎ
よ
と
い
ふ
と
、

お

父
さ
ん
は
仕
事
を
す
る
の
を
や
め
て
、

お
勝
手
に
で
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
ほ
冶
、
っ
、

い
:
っ
さ
ぎ
だ
ね
」
と
い
ひ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
お
母
さ
ん
が
来

て、

「
あ
ん
た
、
子
う
さ
ぎ
一
匹
二
十
銭
だ
っ
て
よ
」
と
い
ふ
と
、
お
父
さ
ん
は
、

「
こ
の
不
け
い
気
に
、
二
十
銭
に
売
れ
り
ゃ
、
わ
る
く
ね
え
な
」
と
い
っ
て
わ
ら

っ
て
ゐ
ま
し
た
。
私
は
、

「
父
ち
ゃ
ん
、
う
さ
ぎ
入
れ
る
箱
買
っ
て
き
て
よ
」
と
い
ふ
と
、
「
う
ん
、

よ

し
き
た
」
と
い
っ
て
、
十
銭
た
ん
す
の
上
か
ら
と
っ
て
、
お
び
の
間
に
く
る
ん

E日

で
、
自
て
ん
車
で
市
場
の
方
へ
い
き
ま
し
た
。

ま
も
な
く
、
光
男
と
稔
が
来
ま
し
た
。
光
男
は
う
さ
ぎ
の
ゐ
る
の
を
見
て
、

「
う
ち
ゃ
ち
や
ん
だ
。
う
ち
ゃ
ち
や
ん
だ
」
と
い
っ
て
よ
ろ
こ
び
ま
し
た
。
稔
も

「
あ
れ
、

い
冶
な
、
う
さ
ぎ
、
う
さ
ぎ
」
」
と
い
っ
て
よ
ろ
こ
ん
で
、
は
ね
ま
は
り

ま
し
た
。
お
母
さ
ん
は
お
勝
手
の
ご
ょ
う
を
し
て
ゐ
ま
し
た
。
ジ
ャ
ブ
/
¥
ジ
ヤ

ブ
/
¥
、
豆
を
あ
ら
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
と
き

お
父
さ
ん
が
か
へ
っ
て
き
ま

し
た
。
お
父
さ
ん
は
自
て
ん
車
か
ら
箱
を
お
ろ
し
て
、
「
さ
あ
、
箱
を
買
っ
て
き

た
か
ら
、
こ
れ
か
ら
、
う
さ
ぎ
の
は
い
る
と
こ
ろ
を
こ
し
ら
へ
ょ
う
か
な
」
と
い

ひ
ま
し
た
。
そ
の
箱
に
は
梨
の
ゑ
が
か
い
て
あ
り
ま
し
た
。

私
は
、
「
母
ち
ゃ
ん
、
草
と
っ
て
く
る
よ
」
と
い
ふ
と
、
「
気
が
早
い
な
」
と
、

お
母
さ
ん
に
い
は
れ
ま
し
た
。
私
は
、
「
気
が
早
く
と
も
い
冶
か
ら
、
と
っ
て
く

る
よ
」
と
い
っ
て
金
あ
み
の
ざ
る
を
も
っ
て
、
せ
り
を
つ
み
に
い
き
ま
し
た
。
後

か
ら
、
稔
も
、
光
男
も
つ
い
て
き
ま
し
た
。
稔
は
大
ゐ
ぱ
り
で
、
「
こ
ん
ど
な
、

お
れ
ん
ち
ぢ
や
、
う
さ
ぎ
が
、

二
つ
あ
る
ん
だ
よ
」
と
、
ど
な
り
な
が
ら
歩
い
て

ゐ
ま
し
た
。
光
男
も
ま
ね
を
し
て
、
「
う
ち
ゃ
ぎ
、
、
つ
ん
と
ゐ
る
よ
」
と
ど
な
っ

て
歩
き
ま
し
た
。

お
湯
屋
の
前
の
、
草
の
た
く
さ
ん
は
え
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
、
せ
り
を
と
り
ま
し

た
。
稔
も
光
男
も
、
だ
ま
っ
て
見
て
ゐ
る
の
で
、
「
と
っ
て
く
れ
な
い
の
」
と
い

っ
た
ら
、
「
そ
ん
だ
っ
て
、
見
に
き
た
ん
だ
も
の
」
と
言
っ
て
、
わ
ら
ひ
な
が
ら

に
げ
て
い
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
私
は
一
人
で
せ
り
を
つ
ん
で
家
へ
か
へ
る
と
、

も
う
家
で
は
箱
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
お
父
さ
ん
は
、
私
に
、

「
わ
ら
を
ど
う
し
よ
う
か
な
」
と
言
っ
た
か
ら
、
「
お
米
屋
で
も
ら
っ
て
く
る

よ
」
と
い
っ
て
、
近
所
の
お
米
屋
で
、
わ
ら
で
あ
ん
で
ゐ
る
、
ま
る
い
俵
の
ふ
た



を
=
一
つ
も
ら
っ
て
来
ま
し
た
。
か
へ
り
が
け
に
工
藤
さ
ん
に
あ
ひ
ま
し
た
。

「
あ
た
し
ん
ち
、
こ
ん
ど
う
さ
ぎ
が
ゐ
る
の
」
と
言
っ
た
ら
、

工
藤
さ
ん
は
、

「
そ
う
お
、
見
し
て
よ
」
と
い
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
二
人
で
話
し
な
が
ら
家

へ
か
へ
り
ま
し
た
。
か
へ
っ
て
、
工
藤
さ
ん
と
わ
ら
を
ほ
ご
し
ま
し
た
。
工
藤
さ

ん
に
、
う
さ
ぎ
を
見
せ
る
と
、
「
あ
ら
ア
、

い
冶
わ
ね
」
と
い
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

そ
こ
へ
稔
が
き
て
、
「
工
藤
さ
ん
も
、
う
さ
ぎ
を
も
ら
ひ
な
よ
」
と
い
ひ
ま
し

た
。
お
父
さ
ん
が
、
箱
の
中
を
ほ
う
き
で
が
ら
/
¥
や
っ
て
、
「
さ
あ
、
わ
ら
が

で
き
た
か
ら
、
う
さ
ぎ
入
れ
な
」
と
い
っ
た
か
ら
、
工
藤
さ
ん
と
二
人
で
、

ほ
ご

し
た
わ
ら
を
平
べ
っ
た
く
し
て
、
そ
の
上
に
う
さ
ぎ
を
入
れ
て
や
り
ま
し
た
。
ぅ

さ
ぎ
は
、
ち
ょ
っ
と
の
問
、
き
よ
ろ
/
¥
し
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
、
小
さ
な
木
と

木
の
間
か
ら
く
び
を
だ
し
ま
し
た
。

光
男
は
大
よ
ろ
こ
び
で
、
箱
へ
き
は
っ
て
み
た
り
、
う
さ
ぎ
を
あ
や
し
て
見
た

り
し
て
ゐ
ま
し
た
。
草
を
や
る
と
、

よ
ろ
こ
ん
で
食
べ
ま
し
た
。
私
が
光
男
に
せ

り
を
一
本
も
た
せ
る
と
、
「
ち
ゃ
、

ゃ
る
よ
」
と
い
っ
て
、
う
さ
、
ぎ
の
方
へ
つ
ん

だ
し
ま
し
た
。
う
さ
ぎ
は
、
草
を
た
べ
る
と
き
、
は
な
ま
で
う
ご
か
し
て
、
も
く

/
¥
と
、
ま
る
で
、
お
ば
あ
さ
ん
が
、
か
た
い
も
の
を
食
べ
る
や
う
で
し
た
。

選
評

豊
田
正
子
さ
ん
の
「
う
さ
ぎ
」
は
、
四
年
生
と
し
て
は
叙
写
が
外
廓
的
で
、
陰

影
が
足
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
、
す
ら
/
¥
と
渋
滞
な
く
か
け
て
を
り
、
終
始

う
ぶ
/
¥
し
た
純
感
さ
に
は
、
ゑ
ま
せ
る
、
か
は
い
ら
し
い
作
篇
で
す
。

冒
頭
に
お
父
さ
ん
が
、
よ
そ
の
家
の
や
か
ん
に
ハ
ン
ダ
づ
け
し
た
り
、
雨
樋
を

こ
し
ら
へ
た
り
し
て
ゐ
ら
れ
た
と
あ
る
の
で
、
家
業
も
わ
か
り
、
家
の
中
の
空
気

教
育
学
部
論
集

第
九
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

が
浮
か
ん
で
来
る
の
が
儲
け
も
の
で
し
た
。
叙
写
と
し
て
は
、
全
篇
の
対
話
が
す

べ
て
い
き
/
¥
と
実
感
的
に
か
け
て
ゐ
ま
す
。
お
り
え
さ
ん
の
う
ち
の
を
ば
さ
ん

の
、
兎
を
く
れ
る
に
つ
い
て
の
長
い
対
話
ゃ
、
も
ら
っ
て
来
て
か
ら
の
正
子
さ
ん

と
お
父
さ
ん
、

お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
の
対
話
な
ぞ
、
す
べ
て
が
さ
う
で
す
。

東
京
語
で
の
対
話
だ
け
に
、
快
感
が
あ
り
ま
す
。

正
子
さ
ん
が
、
兎
の
大
き
さ
を
た
と
へ
て
、
大
人
の
下
駄
ぐ
ら
ゐ
だ
と
言
っ
た

の
は
、
子
供
ら
し
く
て
お
も
し
ろ
い
。
お
父
さ
ん
が
、
「
よ
し
き
た
」
と
箱
を
買

っ
て
来
る
の
を
請
け
合
は
れ
、
十
銭
、
た
ん
す
の
上
か
ら
と
っ
て
、
お
び
の
間
へ

く
る
ん
で
、
自
転
車
で
市
場
の
方
へ
出
か
け
ら
れ
た
と
い
ふ
の
は
細
か
い
叙
写
で

す
。
小
さ
い
二
人
の
弟
さ
ん
が
、
兎
だ
兎
だ
、
い
〉
な
ア
と
よ
ろ
こ
ぶ
と
こ
ろ
も

気
分
が
出
て
ゐ
ま
す
。
買
っ
て
来
た
箱
に
は
梨
の
絵
が
か
い
で
あ
っ
た
と
い
ふ
の

も
面
白
い
。
梨
の
空
箱
を
兎
小
屋
に
し
た
事
実
が
分
っ
て
興
味
が
加
は
り
ま
す
。

兎
に
食
べ
さ
せ
る
せ
り
を
つ
み
に
出
か
け
る
途
々
、
弟
さ
ん
た
ち
が
「
お
れ
ん
ち

に
は
兎
が
二
つ
あ
る
よ
」
と
、
だ
れ
に
言
ふ
で
も
な
く
得
意
さ
う
に
ど
な
っ
た

り
、
小
さ
い
弟
さ
ん
も
ま
ね
を
し
て
「
う
ち
ゃ
ぎ
、
う
ん
と
あ
る
よ
」
と
廻
ら
ぬ

舌
で
し
ゃ
べ
る
と
こ
ろ
も
、
目
に
見
る
や
う
で
、
か
は
い
〉
で
す
。
正
子
さ
ん
が

工
藤
さ
ん
と
い
ふ
女
の
子
に
会
っ
て
「
あ
た
し
ん
ち
、
こ
ん
ど
う
さ
ぎ
が
ゐ
る

の
」
と
い
ふ
と
「
そ
う
お
、
見
し
て
よ
」
と
一
言
っ
て
つ
い
て
来
、
兎
を
見
て
「
あ

ら
ア
、
ぃ
、
わ
ね
」
と
う
ら
や
む
対
話
も
い
き
/
¥
し
て
ゐ
ま
す
。
兎
を
箱
に
入

れ
る
と
、
ち
ょ
っ
と
の
聞
き
よ
ろ
/
¥
し
て
ゐ
た
が
、
間
も
な
く
小
さ
な
格
子
の

間
か
ら
く
び
を
出
し
た
と
い
ふ
の
や
、
弟
さ
ん
が
、
箱
へ
き
は
っ
て
見
た
り
、
う

さ
ぎ
を
あ
や
し
て
見
た
り
し
て
よ
ろ
こ
ぶ
と
こ
ろ
や
、

せ
り
を
一
本
も
ら
っ
て

「
ち
ゃ
ァ
、

ゃ
る
よ
」
と
っ
き
出
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
感
じ
が
よ
く
出
て
ゐ
ま

主主



鈴
木
三
重
吉
「
赤
い
鳥
」
綴
方
成
立
史
の
研
究
(
岡
屋
昭
雄
)

す
。
兎
が
鼻
を
動
か
し
て
、
も
ぐ
/
¥
食
べ
る
の
を
、
ち
ょ
う
ど
お
婆
さ
ん
が

か
た
い
も
の
を
食
べ
る
や
う
だ
と
言
っ
た
の
も
面
白
い
で
す
。
子
供
の
気
持
ち
の

よ
く
出
て
ゐ
る
、
無
邪
気
な
作
篇
で
す
。
(
鈴
木
三
重
吉
)

三
重
吉
の
評
価
が
的
確
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
四
年
生
と
し
て
は
、

つ
ま
り
、

叙
写
が
外
廓
的
で
、
陰
影
が
足
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
、
す
ら
/
¥
と
渋
滞
な
く

か
け
て
を
り
、
終
始
、
つ
ぶ
/
¥
し
た
純
真
さ
に
ほ
、
ゑ
ま
せ
る
、
か
は
い
ら
し
い
作

篇
で
す
。
」
「
叙
写
と
し
て
は
、
全
編
の
対
話
が
す
べ
て
い
き
/
¥
と
実
感
的
に
か
け

て
ゐ
ま
す
。
」
「
正
子
さ
ん
が
、
兎
の
大
き
さ
を
た
と
へ
て
、
大
人
の
下
駄
ぐ
ら
ゐ
だ

と
言
っ
た
の
は
、
子
供
ら
し
く
て
お
も
し
ろ
い
。
」
「
お
父
さ
ん
が
『
よ
し
き
た
」
と

箱
を
買
っ
て
来
る
の
を
請
け
合
は
れ
、
十
銭
、
た
ん
す
の
上
か
ら
と
っ
て
、
お
び
の

間
へ
く
る
ん
で
、
自
転
車
で
市
場
の
方
へ
出
か
け
ら
れ
た
と
い
ふ
の
は
細
か
い
叙
写

で
す
。
」
「
兎
が
鼻
ま
で
動
か
し
て
、
も
ぐ
/
¥
食
べ
る
の
を
、
ち
ょ
う
ど
お
婆
さ
ん

が
、
か
た
い
も
の
を
食
べ
る
や
う
だ
と
言
っ
た
の
も
面
白
い
で
す
。
子
供
の
気
持
ち

の
よ
く
出
て
ゐ
る
、
無
邪
気
な
作
篇
で
す
。
」
等
々
、

三
重
吉
は
、
子
ど
も
の
綴
方

に
対
し
て
的
確
な
選
評
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
わ
け
で
も
子
ど
も
の
気
持

ち
・
表
現
の
あ
り
方
ま
で
を
含
め
て
欄
密
な
心
配
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
鈴
木
三
重
吉
は
、
数
え
年
十
六
歳
の
時
、
明
治
=
一
十
(
一
八
九
七
)

年
四
月
の
雑
誌
「
少
年
倶
楽
部
」
〈
前
期
〉
第
四
号
に
、
「
亡
母
を
慕
ふ
」
の
綴
方
を

載
せ
て
い
る
。

亡
母
を
慕
ふ

広
島
県
広
島
猿
楽
町

風
止
ま
ず

親
待
た

鈴
木
三
重
吉

木
動
か
ざ
ら
む
と
欲
す
れ
ば

子
養
は
む
と
欲
す
る
も

ず

思
ひ
廻
ら
せ
ば

慈
愛
ふ
か
〉
り
し
母
上
は
ふ
と
せ
し
病

余
が
九
最
の
秋

且ーノ、

に
か
、
り
て
枕
に
つ
か
せ
給
ひ
て
よ
り

日
々
に
重
ら
せ
給
ひ

学
校
よ
り
帰
る
や
否
や

医
よ
薬
よ
と

人
々
の
看
病
怠
り
な
き
に

余
は
之
を
労
り
も
せ
で

稽
古
道
具
を
な
げ
や
り
た
る
ま
、

唯
遊
び
に
余
念
な
か
り
き
。

日

母
上
は

余
を
枕
辺
に
呼
び
召
さ
れ
て
息
く
る
し
げ
に
く
れ
許
¥
と
誠

余
は

め
給
ひ
ぬ

り
給
ひ
っ
、

母
上
の
痩
せ
お
と
ろ
へ
給
へ
る
手
も
て
な
で
き
す

時
し
も

誠
め
給
ひ
し
調
の
身
に
し
み
て

そ
f

ろ
に
両
の
目
に
涙
あ
ふ
れ

け
る
が

詞
の
終
る
を
待
た
で

飛
ぶ
が
如
く
に
立

泣
思き
い顔
き人
ゃに
此ミ見
対ら
面れ
はじ

と
此
世
の
な
ご
り
な
ら
む
と
は

遂
に
母
上
は

ち
去
り
ぬ

無
情
の
風
に
誘
は
れ
給
ひ
て

桐
の
枯
葉
散
り
落
つ
る
諸
共
に

物
さ
び
し
き
秋
の
九
月
一
一
十
八
日
の
タ
ぐ
れ
に

稚
け
な
き
弟
を
気
に
し
給
ひ
っ
冶

帰
ら
ぬ
旅

に
出
で
立
ち
給
ひ
ぬ

か
冶
る
事
の
あ
ら
む
と
知
り
た
ら
む
に
は

日
々
枕
辺
に

侍
ひ
て

孝
行
の
一
端
を
も
致
し
ま
ゐ
ら
す
べ
き
に

剰
へ
最
後
の
御
詞
に
甲

斐
々
々
し
き
御
返
事
さ
へ
せ
ざ
り
し
を
思
へ
ば

て

扱挟
もを
悲噛
いごみ
か裂
なき

旦ヨ.
主ヨし

を
か
き
む
し
り
て

胸
は
裂
け
頭
は
破
る
る
心
地
し

声
を
限
り
に
泣
き
叫
び
し
も
甲
斐
な

し

余
の
喜
び
を

母
あ
ら
ず

両
親
と
共
に
せ
む
と
思
へ
ど

又
少
し
く
物
せ
ば
や
と

之
机
に
よ
り
て
考
ふ
れ
ば

果
し
て
幾
回
ぞ
や

天
若
し此
F¥ 
刀く

が事
母の
上浮
をび
呼て

仰び
で3返
天し

為
め

に
心
気
快
か
ら
ざ
り
し
事

余
を
し
て
考
を
尽
き
し
め
ば

余
が
悦
び
は

た
と
ふ
る
に
物
な
し
と

に
訴
ふ
れ
ど
天
応
ぜ
ず

地
答
へ
ず

我
が
亡
き
母
上
は

備
し
て
地
に
願
へ
ど

鳴
呼
天
地
何
ぞ
無

今
や
如

情
な
る

鳴
呼
青
苔
白
露
の
墓
下
に
眠
り
給
へ
る

何
な
る
夢
を
か
結
び
給
ふ
ら
ん
。

右
の
三
重
吉
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
期

の
綴
方
・
作
文
教
育
の
実
態
を
証
明
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
文
語



で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
当
時
、
大
人
た
ち
ゃ
多
く
や
文
章
読
本
の
よ
う
な

参
考
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た
美
辞
麗
句
で
文
章
が
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
母
親
を
思
う
三
重
吉
の
心
情
が
溢
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者

が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
母
親
で
あ
る
ふ
さ
が
死
去
し
た
の
は
、
明
治
二
十
四
(
一

八
九
二
年
九
月
、
三
重
吉
九
歳
の
時
で
あ
る
。
祖
母
で
あ
る
れ
い
が
母
代
わ
り
と

な
る
が
、
腕
白
、
負
け
ず
、
ぎ
ら
い
で
、

し
か
も
神
経
質
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
母

親
を
失
っ
た
淋
し
さ
を
補
償
す
る
た
め
に
母
親
の
墓
前
で
遊
ぶ
孤
独
癖
も
あ
り
、
広

島
の
北
部
に
あ
る
緑
井
に
住
む
母
親
の
姉
が
母
に
似
て
い
る
、
と
い
わ
れ
、
恋
い
焦

が
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
成
人
し
て
も
自
分
の
妻
に
母
親
に
似
て
い
る
女
性
を
求
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
母
親
そ
の

も
の
を
求
め
た
と
し
て
も
母
親
の
よ
う
な
女
性
は
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の

結
果
は
絶
望
の
み
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
原
点
を
示
す
の
が
こ
の
綴

方
で
あ
る
。
繊
細
な
感
情
を
抱
持
し
て
い
る
が
故
に
神
経
質
で
孤
独
で
あ
っ
た
と
い

う
よ
り
も
幼
い
時
に
母
親
を
失
い
ユ
ン
グ
が
い
う
よ
う
な
マ
ザ
l
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

を
生
涯
持
ち
続
け
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
高
等
学
校
在
学
中
も
胃

病
と
神
経
衰
弱
に
悩
ま
さ
れ
続
け
る
。
東
京
帝
国
大
学
英
文
科
に
明
治
コ
一
十
七
(
一

一
年
間
の
休
学

九
O
四
)
年
に
入
学
す
る
も
、
神
経
衰
弱
の
た
め
、
翌
年
九
月
に
、

の
決
意
を
固
め
広
島
の
家
や
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
能
美
島
で
保
養
す
る
。
以
上
の
よ

う
な
病
歴
か
ら
も
分
明
の
如
く
、
病
的
な
ま
で
の
繊
細
さ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
自

分
の
二
人
の
子
ど
も
、

つ
ま
り
、
珊
士
口
、
す
ず
に
対
す
る
愛
情
は
深
い
と
い
う
よ
り

も
溺
愛
に
近
か
っ
た
と
両
人
が
漏
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
首
肯
で
き
る
。
滑
川
道

夫
は
、
明
治
期
の
子
ど
も
た
ち
の
投
稿
し
た
綴
方
に
つ
い
て
「
当
時
の
『
作
文
』
は

学
校
教
育
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
『
作
文
』
は
、
児
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童
の
創
造
的
所
産
と
し
て
の
文
化
で
あ
り
、
同
時
に
、
雑
誌
を
通
し
て
一
般
の
読
者

(
児
童
)
に
与
へ
る
文
化
で
あ
っ
た
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
」
と
正
確
な
評
価
を

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
一
重
吉
が
「
赤
い
鳥
」
の
児
童
文
化
活
動

わ
け
で
も
綴
方
教
育
で
果
た
し
た
役
割
の
大
切
さ
を
評
価
し
た
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
三
重
士
口
の
子
ど
も
理
解
が
深
い
の
も
、
彼

が
幼
い
頃
に
、
母
親
を
失
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ

る。
と
こ
ろ
で
、
山
住
は
、
子
ど
も
の
綴
方
を
指
導
す
る
教
師
の
改
作
や
添
削
に
つ
い

『
指
導
』
の
範
囲
に
入

て
批
判
的
で
あ
り
、
「
改
作
は
、
あ
る
い
は
教
師
と
し
て
の

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
許
し
難
い
行
動
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
金
銭
に
ま
つ
わ

る
問
題
で
あ
る
。
『
綴
方
教
室
』
は
好
評
、
売
れ
行
き
は
七
、
八
十
万
部
に
達
し
た

と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
豊
田
二
ゑ
に
は
、
何
の
収
入
も
も
た
ら
さ
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
豊
田
自
身
、
『
韻
方
教
室
』
刊
行
か
ら
半
世
紀
近
く
た
っ

で
次
の
よ
う
に
書
い

た
一
九
八
五
年
に
、
前
掲
『
粘
土
の
お
面
』

の
〈
あ
と
が
き
〉

て
い
る
。
『
そ
の
う
ち
私
は
身
の
ま
わ
り
に
、
何
ん
と
も
フ
に
お
ち
な
い
現
象
が
お

き
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
あ
れ
ほ
ど
の
世
間
の
評
判
が
、
私
た
ち
貧
し
い
職
人

一
家
を
経
済
的
に
何

つ
う
る
お
し
て
く
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
る
。
『
綴
方
教

室
』
の
編
者
で
あ
る
先
生
が
す
べ
て
取
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
う
す
う

す
な
が
ら
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
私
は
、
私
の
物
を
書
く
能

力
を
ひ
き
だ
し
て
く
れ
た
恩
人
を
、
そ
ん
な
風
に
考
え
る
も
の
で
は
な
い
と
無
理
や

り
自
分
に
信
じ
込
ま
せ
て
日
を
送
っ
た
。
そ
れ
と
重
な
る
よ
う
に
、
私
の
家
で
は
父

母
の
辛
い
ご
た
ご
た
が
起
き
た
。
娘
の
私
に
は
手
に
お
え
な
い
問
題
だ
っ
た
が
、
私

t二



鈴
木
三
重
吉
「
赤
い
烏
」
綴
方
成
立
史
の
研
究
(
問
屋
昭
雄
)

は
争
う
父
と
母
に
言
葉
通
り
身
体
を
ぶ
つ
け
て
事
態
を
収
拾
し
よ
う
と
し
た
。
ど
ち

ら
を
む
い
て
も
、
正
視
す
る
に
た
え
な
い
大
人
の
み
に
く
い
姿
だ
っ
た
。
世
間
の
評

(
四
)

判
と
は
う
ら
は
ら
に
、
私
は
心
の
底
か
ら
淋
し
か
っ
た
。
』
」
と
述
べ
つ
つ
、
綴
方

を
指
導
す
る
教
師
の
あ
り
方
を
問
題
と
す
る
。
さ
ら
に
は
、
「
ま
ず
教
師
か
ら
み

て
、
子
ど
も
に
は
見
せ
た
く
な
い
、
聞
か
せ
た
く
な
い
光
景
、
あ
る
い
は
言
わ
せ
た

(五」

く
な
い
表
現
が
削
除
あ
る
い
は
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
」
と
、
確
信
を
持
っ
て
主

張
す
る
。
一
一
一
重
吉
も
『
綴
方
読
本
』
に
於
い
て
、
子
ど
も
の
綴
方
を
添
削
す
る
こ
と

を
否
定
す
る
。
「
本
集
の
第
五
十
六
作
篇
『
こ
ば
や
し
す
み
』
の
は
じ
め
の
方
に
、

ぽ
た
も
ち
を
つ
く
る
叙
写
に
、
/
ね
い
ま
が
、
に
ぎ
っ
ち
ゃ
、

じ
ゅ
う
ば
こ
の
、
き

な
こ
に
い
れ
ち
ゃ
、
ま
た
こ
ん
ど
は
、

お
は
ち
の
あ
づ
き
へ
、

い
れ
ち
ゃ
し
ま
す
。

/
と
い
ふ
微
笑
の
わ
く
、
か
は
い
ら
し
い
表
出
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
人
の
口
語

ゃ
、
大
人
の
丈
で
い
へ
ば
、
表
出
が
変
異
で
あ
る
が
、
子
供
だ
か
ら
許
す
べ
き
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
変
異
そ
の
も
の
冶
中
に
、
児
童
性
が
を
ど
り
出
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
/
こ
れ
を
普
通
の
大
人
の
表
出
に
直
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
独
自
性
が
失
は

れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
児
童
の
作
品
へ
一
点
で
も
大
人
の
作
為
を
混
入
し
た
意
味
で

作
品
の
純
正
を
汚
し
た
こ
と
に
な
る
。
/
児
童
の
作
品
を
添
削
し
て
、
そ
の
制
作
の

如
く
装
ひ
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
児
童
と
、
よ
り
多
く
自
己
と
の
価
を
誇
示
す
る
と
な

そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
欺
偽
で
あ
る
。
教
育
者
以
外
の
あ
る
人
は
と
き

れ
ば
、

ん
¥
『
赤
い
烏
』

の
入
選
作
を
見
て
、
こ
れ
は
、
先
生
が
直
し
て
出
す
の
で
は
な
い

か
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
も
し
教
師
に
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
ふ
も
の
が
あ
っ

た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
が
綴
方
の
指
導
を
も
児
童
を
も
理
解
せ
ず
、
且
へ
つ

恐
ら
く
綴
り
方
を
熱
心
に
指
導
し
た
例
の
な
い
こ
と
の
実
証
に
外
な
ら
な
い
。
/
児

童
は
い
ろ
/
¥
の
点
で
、
凡
庸
な
大
人
よ
り
も
、
は
る
か
に
え
ら
い
の
で
あ
る
。
/

ノl

以
上
は
、
低
学
年
に
お
け
る
報
方
の
出
立
の
方
策
で
あ
る
、
こ
れ
は
新
規
に
或
年
級

を
担
任
し
て
、
そ
の
誤
ら
れ
て
ゐ
る
綴
方
を
転
向
さ
せ
る
場
合
の
参
考
に
な
る
筈
で

あ
る
。
今
言
っ
た
方
式
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て
、
上
層
的
な
第
一
歩
か
ら
出
直
さ
せ

る
の
が
一
等
よ
い
。
」
と
、
さ
す
が
に
子
ど
も
の
綴
方
の
よ
さ
を
知
り
尽
く
し
者
の

発
言
で
あ
る
が
故
に
説
得
力
が
あ
る
。
コ
一
重
吉
は
大
人
で
は
表
現
で
き
な
い
子
ど
も

の
表
現
の
よ
さ
を
知
り
尽
く
し
て
お
り
、
児
童
の
持
つ
純
粋
さ
に
信
頼
を
よ
せ
て
い

た
こ
と
を
も
証
す
。
そ
れ
は
、
大
正
十
(
一
九
二
二
年
に
「
童
心
主
義
」
を
主
張

し
た
北
原
白
秋
と
同
じ
位
置
に
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
教
育
者
の

み
が
子
ど
も
が
理
解
で
き
、
文
学
者
は
子
ど
も
が
理
解
で
き
る
筈
が
な
い
と
の
当
時

の
小
学
校
の
親
方
実
践
者
の
偏
狭
な
考
え
方
に
よ
っ
て
三
重
吉
の
続
方
指
導
の
理

論
・
方
法
が
排
除
さ
れ
た
面
も
な
き
に
も
あ
ら
ず
と
の
思
い
が
す
る
の
は
筆
者
の
ひ

が
み
で
あ
ろ
う
か
。
清
水
幸
治
は
、
「
鈴
木
三
重
吉
先
生
は
生
前
十
数
回
私
の
授
業

を
参
観
せ
ら
れ
て
、
指
導
方
法
の
研
究
と
本
科
教
育
の
研
究
に
資
せ
ら
れ
た
。
先
生

が
実
地
指
導
に
斯
く
度
を
重
ね
て
出
張
せ
ら
れ
た
事
は
他
に
類
例
の
な
い
事
で
、
こ

(七)

れ
は
私
の
教
室
に
非
常
な
興
味
を
持
た
れ
た
に
外
な
ら
な
が
い
。
」
と
述
べ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
コ
一
重
吉
は
報
方
の
授
業
実
践
に
も
興
味
・
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
。
な
お
「
大
木
君
は
個
人
指
導
に
関
し
て
君
は
学
級
指
導
に
関
し
て
事
実
を
書
く

や
う
に
」
と
三
重
吉
か
ら
話
を
受
け
、
清
水
は
、
学
級
指
導
の
経
過
の
一
部
を
整

理
し
つ
つ
、
記
録
と
し
て
纏
め
た
こ
と
を
『
綴
方
教
室
』
の
「
後
篇
に
就
い
て
」
に

述
べ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
鈴
木
三
重
吉
が
綴
方
指
導
を
実
あ
る
も
の
と
す
る
為
に

は
、
学
級
指
導
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
読

み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
水
が
、
「
従
っ
て
私
の
書
い
た
領
域
は
私

の
学
級
指
導
経
過
の
一
部
を
整
理
し
た
記
録
で
、
理
論
方
面
に
つ
い
て
は
、
既
に



『
綴
方
読
本
』
の
生
ま
れ
て
ゐ
る
今
日
何
等
私
ご
と
き
が
喋
々
す
る
の
要
を
認
め
な

(九)

ぃ
。
」
と
、
率
直
に
学
級
指
導
に
於
い
て
子
ど
も
を
よ
く
理
解
し
、
人
間
的
交
流
を

豊
か
に
醸
成
す
る
こ
と
の
必
要
感
を
率
直
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
『
綴
方
教
室
』
の
後
篇
の
冒
頭
に
、
「
第
一
章
指
導
の
実
際
」
を

位
置
づ
け
、
綴
方
教
育
雑
感
1

1

綴
方
教
育
の
三
味
境
ー
ー
ー
指
導
系
統
案
1

1

指
導

案
|
|
成
績
物
の
処
理
|
|
指
導
の
三
方
面
i
|
推
敵
|
!
鑑
賞
文
の
取
扱
い
方
法

を
正
確
周
到
に
子
ど
も
の
綴
方
教
育
実
践
者
の
立
場
か
ら
述
べ
る
。
最
初
の
部
分
に

は
「
綴
り
方
教
育
の
革
新
が
叫
ば
れ
て
将
に
二
十
年
。
此
の
間
幾
多
の
分
派
的
主
張

は
出
没
し
た
が
、
当
初
芸
術
家
の
一
派
が
主
張
し
た

『
児
童
の
本
性
を
究
め
て
芸
術

を
基
調
と
す
べ
き
で
あ
る
』
と
の
、
所
論
が
今
日
ま
で
勝
ち
残
っ
て
ゐ
る
事
は
『
報

{
十
)

方
読
本
』
に
論
じ
尽
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
草
に
重
ね
て
喋
々
の
要
は
な
い
」
と
ま

で
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
一
体
此
の
種
の
著
書
や
講
習
会
(
綴
方
に
つ
い
て
の
著
書
、
講
演
会

を
指
す
筆
者
注
)
を
眺
め
て
み
る
と
、
児
童
の
韻
方
教
育
と
は
凡
そ
縁
遠
い
、
丈

学
論
や
芸
術
論
を
、
六
ヶ
敷
し
い
熟
語
や
原
語
を
並
べ
て
、
こ
ね
ま
は
し
て
ゐ
る
の

が
多
い
。
こ
ん
な
事
の
影
響
か
ら
か
指
導
者
も
空
理
空
論
に
走
り
易
く
、
事
実
に
直

面
し
て
、
そ
れ
に
立
脚
し
た
確
固
た
る
自
己
の
理
論
も
信
念
も
な
く
、
右
往
左
往
浮

き
草
の
如
く
其
の
拠
り
処
が
は
っ
き
り
し
て
ゐ
な
い
向
が
多
い
や
う
で
あ
る
。
」
と

も
述
べ
つ
つ
、
そ
の
原
因
を
他
教
科
に
は
教
科
書
が
あ
る
が
緩
方
に
は
教
科
書
が
な

い
こ
と
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
清
水
は
、
綴
方
教
育
の
向
上
を
願
う
教
師

は
、
「
少
く
と
も
二
一
ヶ
年
間
黙
々
と
し
て
児
童
の
作
品
を
熟
読
含
味
せ
よ
」
と
い
う

こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
「
そ
れ
は
児
童
文
の
本
質
把
握

の
唯
一
無
二
の
方
法
で
而
も
そ
れ
は
児
童
本
然
の
姿
の
反
映
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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従
っ
て
本
科
指
導
の
理
論
も
方
法
も
本
科
教
育
の
信
念
も
自
ら
生
ま
れ
出
づ
べ
き
で

あ
る
。
要
は
児
童
作
品
を
離
れ
て
何
物
も
な
し
と
い
ふ
自
明
の
道
理
に
帰
着
す

る
。
」
と
、
綴
方
教
師
の
あ
る
べ
き
要
諦
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
、
鑑
賞
指

導
は
綴
り
方
指
導
の
向
上
の
中
核
に
位
置
し
、

三
篇
の
優
良
作
品
を
選
出
し
、
鑑
賞
材
料
と
し
て
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

述
べ
る
。
そ
し
て
学
年
毎
の
指
導
の
あ
り
方
を
紹
介
す
る
。
綴
方
指
導
案
も
手
堅
く

一
回
の
指
導
に
は
、
作
品
中
か
ら

纏
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
中
期
「
赤
い
烏
綴
方
」
と
し
て
多
く
の
入
賞
者
を
出
し
た

北
海
道
の
木
村
丈
助
は

『
村
の
綾
方
』
(
厚
生
閤
書
庖
一
九
二
九
年
十
二
月
)
を
檀

め
、
著
書
と
し
て
発
刊
す
る
。
そ
の
序
に
鈴
木
三
重
吉
は
「
私
が
綴
方
の
改
革
を
叫

び
出
し
た
の
は
、
従
来
の
教
育
者
た
ち
が
、
報
方
を
も
っ
て
、
単
に
、
所
謂
文
章
の

練
習
、
言
葉
を
か
へ
て
い
へ
ば
、
自
己
の
思
想
、
感
情
を
表
叙
す
る
た
め
の
技
量
の

教
養
で
あ
る
と
見
な
し
て
ゐ
た
の
に
対
比
し
て
、
綴
方
を
人
間
教
育
の
一
つ
の
教
課

に
あ
て
る
こ
と
の
正
当
な
る
意
義
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
続
方
は
十
分
な
る

意
味
に
お
い
て
の
一
分
派
の
芸
術
で
あ
る
。
こ
の
芸
術
の
本
当
の
鑑
賞
と
習
作
と
に

よ
っ
て
、
児
童
の
も
つ
生
鮮
な
感
覚
を
出
来
る
だ
け
す
る
ど
く
、
こ
ま
か
く
し
、
そ

の
汚
さ
れ
ざ
る
純
朴
、
真
実
な
感
情
を
保
育
し
、
同
時
に
叡
智
を
向
上
さ
せ
て
、
け

っ
き
よ
く
、
人
生
を
深
く
感
受
し
、
正
し
く
凝
視
判
断
す
る
意
味
で
の
、
人
格
的
の

う
る
ほ
い
を
養
ふ
こ
と
の
重
大
な
根
本
的
教
育
の
価
値
、
そ
れ
を
私
は
飽
く
ま
で
高

(
十
四
)

潮
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
綴
方
教
育
の
核
心
に
位
置
す
る
本
質
に
つ
い
て

つ
ま
り
、
人
間
教
育
と
綴
方
教
育
と
を
一
如
の
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い

述
べ
る
。

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
児
童
の
も
つ
生
鮮
な
感
覚
を
出
来
る
だ
け
す
る
ど

く
、
こ
ま
か
く
し
、
そ
の
汚
さ
れ
ざ
る
純
朴
、
真
実
な
感
情
を
保
育
し
、
同
時
に
叡

智
を
向
上
さ
せ
て
、
け
っ
き
よ
く
、
人
生
を
深
く
感
受
し
、
正
し
く
凝
視
判
断
す
る
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鈴
木
コ
一
重
吉
「
赤
い
烏
」
綴
方
成
立
史
の
研
究
(
岡
屋
昭
雄
)

意
味
で
の
、
人
格
的
の
う
る
ほ
い
を
養
ふ
こ
と
の
重
大
な
根
本
的
教
育
の
価
値
」
を

高
め
る
こ
と
に
あ
る
、
と
究
め
て
明
快
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
決

し
て
古
び
る
こ
と
の
な
い
目
標
で
あ
り
、
わ
け
で
も
自
然
と
の
つ
き
あ
い
を
忘
れ
た

人
間
に
と
っ
て
も
有
効
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
教
育
に
そ
の
中
心
に

据
え
た
綴
方
教
育
を
今
恢
復
す
べ
き
で
あ
る
、
と
断
言
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
か
。

こ
こ
で
、
三
重
吉
が
高
浜
虚
子
の
主
唱
す
る
写
生
丈
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
論
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
重
吉
は
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
四
百
号
(
昭
和

四
年
十
二
月
)
に
次
の
よ
う
な
短
文
を
寄
せ
る
。

四
百
号
慶
賀
奉
祝
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
丈
学
上
の
功
績
は
、
俳
句
の
問
題
以
外

に
、
第
一
、
虚
子
氏
の
写
生
丈
な
る
も
の
冶
創
造
と
完
成
と
に
よ
っ
て
日
本
文
の

表
現
様
式
の
根
本
的
改
命
を
成
し
と
げ
た
こ
と
。

こ
れ
日
本
文
学
上
、
大
区
劃
的
な
偉
業
で
あ
る
こ
と
云
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん

つ
ぎ
に
は
小
説
家
と
し
て
価
値
ふ
か
き
虚
子
氏
を
作
り
上
げ
た
ほ
か
、
大
作
家

激
石
先
生
や
寺
田
寅
彦
、
野
上
八
重
子
(
正
確
に
は
弥
生
子
筆
者
注
)
、
長
塚

節
、
諸
氏
の
ご
と
き
独
自
的
な
芸
術
家
を
生
み
出
し
た
光
輝
も
そ
の
永
久
の
誇
り

と
す
る
に
十
分
で
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
自
己
の
表
現
の
根
本
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
感
化
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
、

処
女
作
以
下
最
初
の
作
品
の
多
く
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
載
せ
て
貰
っ
た
関
係
か
ら
、

ホ
ト
ト
ギ
ス
文
章
部
の
旧
卒
業
生
の
や
う
な
も
の
で
す
。
近
来
ホ
ト
ト
ギ

今
は
、

ス
に
小
説
や
写
生
文
の
傑
作
が
見
え
な
い
の
が
遺
憾
で
す
。

写
生
文
を
復
興
し
て
文
壇
に
独
特
の
生
彩
を
放
た
れ
ん
こ
と
を
熱
望
し
ま
す
。

E日
c> 

つ
ま
り
、
三
重
吉
は
、
自
ら
を
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
L

文
章
部
の
旧
卒
業
生
と
自
認
し
て

い
る
ほ
ど
に
、
写
生
文
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
私
が
自
分
の
好
き
な
文
章
と
い
ふ
も
の
を
見
出
し
た
の
は
ホ
ト
冶
ギ
ス

の
写
生
文
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
四
方
太
氏
の
文
章
が
一
番
心
持
よ
く
好
き
だ
っ

た
。
今
で
こ
そ
単
に
写
生
文
と
い
ふ
も
の
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
意
味
は
な
い
や

う
な
気
で
ゐ
る
け
れ
ど
、
あ
の
当
時
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
文
章
と
い
ふ
も
の
に

反
抗
し
て
、
真
実
な
言
葉
を
つ
か
つ
て
、
真
実
な
事
相
を
写
す
と
い
ふ
傾
向
を
教
へ

導
い
た
の
は
何
と
い
っ
て
の
虚
子
氏
、
四
方
太
氏
の
功
績
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
嘗
て
本
誌
(
丈
章
世
界
)
で
話
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
所

謂
写
生
文
の
創
始
と
い
ふ
こ
と
に
お
い
て
、
真
実
な
る
表
現
と
真
実
な
る
描
写
の
態

度
と
い
ふ
こ
と
を
最
も
著
し
い
纏
ま
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
日
本
文
学
史
上
に
現
出

し
た
の
で
あ
る
。
今
の
穂
て
の
人
の
表
現
法
の
基
礎
は
み
ん
な
こ
の
写
生
文
に
立
脚

し
て
ゐ
る
と
か
、
写
生
文
か
ら
暗
示
さ
れ
た
と
か
、
写
生
文
か
ら
刺
激
を
う
け
た
と

か
、
或
は
写
生
文
に
倣
っ
た
と
か
い
っ
て
も
、
決
し
て
差
支
へ
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

(
傍
線

筆
者
)
そ
れ
ま
で
の
丈
章
や
表
現
や
創
作
の
態
度
と
い
ふ
も
の
は
『
魔
風

恋
風
』
と
い
ふ
小
説
や
或
は
鏡
花
氏
の
文
章
や
、
紅
葉
や
乃
至
一
葉
な
ど
の
作
物
が

代
表
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
私
が
最
初
写
生
文
に
立
脚
し
た
小
説
で
白

分
の
好
き
な
も
の
に
逢
着
し
た
の
は
寺
田
寅
彦
氏
の
守
ど
ん
ぐ
り
』
と
い
ふ
ホ
ト
、

ギ
ス
に
載
っ
た
短
篇
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
今
出
し
て
読
ん
で
も
、
わ
れ
/
¥
の
現
在

の
作
物
の
中
に
も
っ
て
来
て
見
て
も
、
猶
且
完
全
な
意
味
で
一
つ
の
傑
作
と
し
て
推

(
十
五
)

奨
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
(
「
上
京
当
時
の
回
想
|
|
処
女
作
当
時
」
)
と
三
重
吉

が
、
写
生
文
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
回
顧
す
る
。
わ
け
で
も
「
真
実
な
言

葉
を
つ
か
つ
て
、
真
実
な
事
相
を
写
す
と
い
ふ
傾
向
を
教
へ
導
い
た
」
功
績
は
、
こ



れ
ま
で
の
美
辞
麗
句
、
つ
ま
り
虚
言
を
平
然
と
使
用
し
た
来
た
書
簡
文
に
代
表
さ
れ

る
文
章
道
に
対
す
る
否
定
・
超
克
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
鈴
木
三
重
吉
の
綴
方
教
育
論
の
中
軸
に
位
置
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
の

帰
結
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
四
十
(
一
九

O
七
)
年
十
二
月
二
十
五
日
、
広
島
県
山

県
郡
加
計
町
加
計
正
文
へ
宛
て
た
手
紙
に
「
拝
啓
/
多
忙
な
の
で
久
し
く
御
無
沙
汰

を
し
た
。
論
文
は
実
に
厄
介
だ
。
二
月
中
に
搭
へ
上
げ
て
三
月
四
月
で
英
訳
す
る
積

り
で
ゐ
る
ん
だ
。
小
生
の
は
小
説
の
写
実
法
と
い
ふ
問
題
だ
。
(
以
下
省
略
)
」

と
、
東
京
帝
国
大
学
の
卒
業
論
文
の
題
目
に
「
小
説
の
写
実
法
」
を
選
ん
で
い
る
こ

と
が
分
か
り
、
ご
一
重
吉
が
文
章
を
書
く
基
底
に
位
置
す
る
文
章
技
術
と
し
て
写
実
・

写
生
に
興
味
・
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
分
明
で
あ
る
。
こ
う
し
て
最
初
写
生
文

に
出
会
っ
た
の
は
、
寺
田
寅
彦
の
「
ど
ん
ぐ
り
」
(
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
八
巻
第
七
号

明
治
三
十
八
年
四
月
に
は
「
団
栗
」
と
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
筆
者
注
)
で
あ

り
、
三
重
吉
の
作
品
「
金
魚
」
「
氷
」
な
ど
に
も
そ
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
告
白
す

る
。
三
重
吉
は

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
中
学
校
三
年
生
の
頃
、
友
人
か
ら
借
り
て
読

み
、
三
高
(
今
の
京
都
大
学
)
時
代
自
ら
求
め
て
読
む
よ
う
に
な
っ
た
と
匝
想
す

る
。
寺
田
寅
彦
の
「
ど
ん
ぐ
り
」
は
、
小
宮
豊
隆
編
『
寺
田
寅
彦
随
筆
集
第
一
巻
』

の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
手
に
取
っ
て
見

(
岩
波
書
店
一
九
九
七
年
五
月
)

る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
妻
を
失
っ
た
哀
し
み
と
妻
の
残
し
た
子
ど
も
の
姿
を

通
し
て
妻
の
こ
と
を
想
起
す
る
と
い
う
構
成
が
寅
彦
の
心
に
絶
え
ず
揺
曳
す
る
感
情

三
重
吉
の
心
情
・
感
情
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
感
じ
ら
れ

で
あ
る
が
故
に
、

る
。
わ
け
で
も
「
ど
ん
ぐ
り
を
拾
っ
て
喜
ん
だ
妻
も
今
い
な
い
。
お
墓
の
土
に
は
苔

の
花
が
な
ん
べ
ん
か
咲
い
た
。
山
に
は
ど
ん
ぐ
り
も
落
ち
れ
ば
、
鵜
の
鳴
く
音
に
落

ち
葉
が
降
る
。
こ
と
し
の
二
月
、
あ
け
て
六
つ
に
な
る
忘
れ
形
見
の
み
つ
坊
を
つ
れ

教
育
学
部
論
集

第
九
号
(
一
九
九
八
年
二
一
月
)

て
、
こ
の
植
物
園
へ
遊
び
に
来
て
、
昔
な
が
ら
の
ど
ん
ぐ
り
を
拾
わ
せ
た
。
こ
ん
な

些
細
な
事
に
ま
で
、
遺
伝
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
も
の
だ
か
、
み
つ
坊
は
非
常

に
お
も
し
ろ
が
っ
た
。
五
つ
六
つ
拾
う
ご
と
に
、
息
を
は
ず
ま
せ
て
余
の
そ
ば
へ
飛

ん
で
来
て
、
余
の
帽
子
の
中
へ
ひ
ろ
げ
た
ハ
ン
ケ
チ
へ
投
げ
込
む
。
だ
ん
だ
ん
得
物

の
増
し
て
行
く
の
を
の
ぞ
き
込
ん
で
、
頬
を
赤
く
し
て
う
れ
し
そ
う
な
搭
け
そ
う
な

顔
を
す
る
。
争
わ
れ
ぬ
母
の
面
影
が
こ
の
無
邪
気
な
顔
の
ど
こ
か
の
す
み
か
ら
チ
ラ

リ
と
の
ぞ
い
て
、
う
す
れ
か
か
っ
た
昔
の
記
憶
を
呼
び
返
す
。
(
以
下
略
)
」
の
箇
所

は
、
か
つ
て
三
重
吉
も
母
を
喪
い
、
母
親
の
墓
で
遊
ぶ
孤
独
癖
を
持
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
が
故
に
鮮
烈
な
印
象
を
持
っ
た
こ
と
は
当
然
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
寅
彦
の

文
章
も
写
生
文
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

大
正
七
年
七
月
発
行
の
雑
誌
「
赤
い
烏
」
第
一
号
は
、
募
集
作
文
と
し
て
八
編
が

選
ば
れ
る
。
そ
の
「
選
後
に
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

以
上
八
つ
の
作
文
は
、
私
の
手
も
と
に
集
ま
っ
た
、
二
百
七
十
点
の
中
か
ら
み

ん
な
の
お
手
本
に
な
る
や
う
な
よ
い
も
の
ば
か
り
を
選
り
ぬ
い
た
の
で
す
。
「
て

ん
か
ん
」
と
「
お
人
形
さ
ん
」
と
だ
け
は
、
私
が
い
ら
な
い
と
こ
ろ
を
少
し
削
り

ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
は
、
す
べ
て
を
通
じ
て
、
字
の
間
違
ひ
と
仮
名
づ
か
ひ
の
誤

り
を
た
だ
し
た
ず
け
で

一
寸
も
他
人
の
手
は
這
入
っ
て
を
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て

大
人
で
も
子
供
で
も
、

み
ん
な
か
う
い
ふ
風
に
、
丈
章
は
、
あ
っ
た
こ
と
感
じ
た

こ
と
を
、
不
断
使
っ
て
ゐ
る
ま
冶
の
あ
た
り
ま
へ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
あ
り
の

ま
〉
に
書
く
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
さ
う
い
ふ
文
章
を
一
ば
ん

(
傍
線

者
)
こ
の
八
つ
の
作
文
は
、
ど
ん
な
立
派
な
芸
術
家
に
見
せ
て
も
、
み
ん
な
驚
い

て
褒
め
て
を
り
ま
し
た
。
全
く
少
し
の
厭
味
も
な
い
、
純
麗
な
よ
い
作
文
で
す
。

よ
い
文
章
と
し
て
褒
め
る
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
間
違
ひ
で
す
。

筆
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鈴
木
=
一
重
士
口
「
赤
い
鳥
」
綴
方
成
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(
岡
屋
昭
雄
)

(」
J

七
)

み
ん
な
に
御
褒
美
を
上
げ
ま
し
た
。
(
以
下
省
略
)

つ
ま
り
、
筆
者
が
傍
線
を
付
し
た
文
章
か
ら
も
分
明
な
如
く
、
写
生
文
の
影
響
を
色

濃
く
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
美
辞
麗
句
を
並
べ
、
常
套
句
を
き

み
ん
な
よ
い
か
ら
、

ら
び
や
か
に
並
べ
立
て
た
よ
う
な
丈
章
か
ら
訣
別
し
た
の
で
あ
る
。
=
一
重
吉
の
文
章

「
亡
母
を
慕
ふ
」
の
文
章
は
そ
の
美
文
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

以
上
、
鈴
木
三
重
吉
は
、
「
赤
い
鳥
L

の
標
梼
語
に
も
あ
る

「
O
『
赤
い
鳥
』

は
、
只
単
に
、
話
題
の
純
清
を
誇
ら
ん
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
全
誌
面
の
表
現
そ
の

今
の
子
供
の
作
文

も
の
に
於
て
、
子
供
の
文
章
の
手
本
を
授
け
ん
と
す
る
。
」
「

O

を
見
よ
。
少
な
く
と
も
子
供
の
作
文
の
選
択
さ
る
冶
標
準
を
見
よ
。
子
供
も
大
人

も
、
甚
だ
し
く
、
現
今
の
下
等
な
る
新
聞
雑
誌
記
事
の
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
『
赤
い

鳥
』
誌
上
鈴
木
一
二
重
吉
選
出
の
守
募
集
作
文
』
は
、
す
べ
て
の
子
供
と
、
子
供
の
教

養
を
引
受
け
て
ゐ
る
人
々
と
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
国
民
と
に
向
か
っ
て
、
真
個
の

作
文
の
活
例
を
教
へ
る
機
関
で
あ
る
。
」
と
大
胆
な
表
現
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
自

分
の
文
学
に
行
き
詰
ま
り
を
来
し
た
と
か
、
多
く
の
借
金
を
返
す
た
め
の
仕
事
と

い
っ
た
こ
と
と
は
別
の
情
熱
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
わ
が
子
す
ず
・
珊
士
口
が
生
ま

れ
、
そ
の
子
ど
も
に
「
純
麗
な
読
み
物
を
授
け
る
」
「
世
俗
的
な
下
卑
た
子
供
の
読

み
も
の
を
排
除
し
て
、
子
供
の
純
性
を
保
全
開
発
す
る
た
め
に
、
現
代
第
一
流
の
芸

術
家
の
真
撃
な
る
努
力
を
集
め
、
兼
ね
て
、
若
き
子
供
の
た
め
の
創
作
家
の
出
現
を

迎
ふ
る
、
一
大
区
劃
的
運
動
の
先
駆
で
あ
る
。
」
等
々
、
三
重
吉
の
高
揚
す
る
気
持

ち
が
そ
の
侭
文
章
に
反
映
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
鈴
木
三
重
吉
の
綴
方
教
育
論
が

成
立
す
る
の
で
あ
る
。

[Ig 

『
綴
方
読
本
』

の
特
質
・
特
徴
の
一
斑
に
つ
い
て

『
綴
方
読
本
』

の
冒
頭
に
、
「
一
、
教
課
目
的
の
無
自
覚
」
を
あ

鈴
木
三
重
吉
は

げ
、
当
時
の
綴
方
教
育
実
践
者
の
著
書
を
批
判
の
対
象
に
す
る
。
「
偏
局
せ
る
或
生

活
観
|
|
意
味
の
分
か
ら
な
い
或
生
活
指
導
論
」
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
付
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
綴
方
の
研
究
家
の
理
論
や
作
品
の
批
判
や
、
多
く
の
学
校
で
の

い
ろ
/
¥
の
誤
謬
と
欠
陥
が
あ
る
。

綴
方
の
実
際
教
育
に
は
、

そ
の
最
も
主
要
な
も
の
を
上
げ
る
と
、
第
一
に
は
、
そ
れ
ら
の
関
係
者
の
多
く

が
、
根
本
に
、
綴
方
教
育
の
意
義
そ
の
も
の
を
的
確
に
つ
か
み
得
て
ゐ
な
い
、
言
葉

い
か
な
る
効
果
を
上

を
か
へ
て
言
へ
ば
、
お
た
が
ひ
は
、
緩
方
に
よ
っ
て
教
育
上
、

げ
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
教
育
目
的
を
正
常
に
自
覚
し
て
ゐ
な
い
、
そ
の
不
徹
底

き
で
あ
る
。

多
く
の
人
は
、
最
初
に
私
か
ら
出
た
「
生
活
」
と
い
ふ
言
葉
の
音
響
を
う
け
つ

い
で
、
綴
方
を
生
活
指
導
の
教
課
と
称
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
は
「
生
活
の
指
導
」

と
は
ど
ん
な
事
柄
を
意
味
す
る
の
か
と
な
る
と
、
或
人
は
「
生
活
」
な
る
も
の
を

ひ
ど
く
偏
局
し
た
皮
相
的
な
も
の
に
解
し
て
を
り
、
そ
の
指
導
と
い
ふ
こ
と
も
、

実
さ
い
に
や
り
と
げ
得
ら
れ
な
い
、
抽
象
的
な
表
掲
そ
の
も
の
に
尽
き
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
最
近
に
、
或
地
方
の
教
師
が
二
十
年
の
実
際
経
験
に
よ
っ
て
、
綴
方
の

実
際
指
導
の
全
項
目
を
叙
説
し
た
と
誇
称
す
る
「
児
童
文
の
教
壇
実
践
」
と
い
ふ

本
が
出
た
。
こ
の
本
で
は
、
「
綴
り
方
の
分
野
で
意
味
す
る
」
児
童
の
生
活
と
は

「
い
つ
も
、
綴
方
を
か
き
た
い
、

か
〉
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
や
う
な
意
欲
に
満

ち
た
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
ふ
や
う
な
、
強
制
的
な
偏
見
を
か
ず



け
、
か
〉
る
生
活
を
も
ち
来
す
た
め
に
は
、
外
部
の
刺
激
に
よ
っ
て
児
童
の
生
活

環
境
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
な
ぞ
と
い
ふ
空
論
を
吐
い
て
ゐ
る
。
生
活
環
境
の

整
理
な
ぞ
と
い
ふ
こ
と
が
、
果
し
て
、
わ
れ
/
¥
に
出
来
得
る
、
何
を
意
味
す
る

(
十
八
)

の
か
。

つ
ま
り
、
三
重
吉
は
、
「
生
活
」

の
内
容
・
概
念
が
き
わ
め
て
暖
昧
で
あ
る
こ
と
を

追
求
す
る
の
で
あ
る
。
「
又
中
に
は
、
そ
の
い
は
ゆ
る

『
生
活
指
導
』
と
は
所
詮
何

の
意
味
だ
か
全
然
補
足
出
来
な
い
や
う
な
、
混
乱
を
尽
く
し
た
駄
弁
を
な
ら
べ
て

得
々
と
し
て
ゐ
る
人
も
あ
る
。

一
例
を
上
げ
る
と
『
生
活
さ
せ
る
綴
方
の
指
導
』
と

い
ふ
本
に
は
こ
ん
な
こ
と
が
言
つ
で
あ
る
。
/
こ
の
人
に
従
へ
ば
『
従
来
の
生
活
な

お
互
の
生
活
を
、
家
庭
生
活
、
学
校
生
活
、
社
会
生
活
、
某
の

る
も
の
〉
観
方
は
、

生
活
と
い
ふ
や
う
に
区
分
し
た
も
の
で
、
そ
の
お
の
/
¥
が
一
さ
い
相
関
与
し
な
い

こ
と
を
理
想
と
し
て
ゐ
る
』
さ
う
で
、
こ
れ
で
は
『
ほ
と
ん
ど
生
活
の
愛
着
と
い
ふ

(
十
札
」

も
の
に
欠
け
て
ゐ
る
』
さ
う
で
あ
る
。
と
述
べ
つ
つ
、
「
そ
れ
が
具
体
的
に
説
明
し

て
な
い
の
で
、
実
像
が
は
っ
き
り
う
か
ん
で
来
な
い
。
」
と
三
重
吉
が
述
べ
る
こ
と

は
首
肯
で
き
る
。

つ
ま
り
、
緩
方
と
生
活
指
導
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か

が
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
生
活
さ
せ
る
綴
方
指
導
』
は
、
千
葉
春
雄

の
著
書
で
あ
る
。
千
葉
は
、
「
綴
方
の
生
活
指
導
と
い
ふ
の
は
、

一
つ
は
、
綴
り
方

に
要
求
す
る
本
当
の
生
活
を
生
活
さ
せ
る
た
め
に
、
常
に
生
活
の
解
放
を
具
案
詩
実

施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
子
供
の
も
つ
具
体
的
生
活
の
充
実
を
は
か
り
、
人
間
性
に
富

む
生
活
を
憧
れ
さ
せ
る
態
度
の
養
成
で
あ
る
。
概
念
の
生
活
観
を
否
定
し
て
具
体
的

(
二
十
)

な
生
活
を
建
設
さ
せ
る
こ
と
が
生
活
解
放
の
主
要
な
任
務
で
あ
る
。
」
と
い
い
な

が
ら
も
、
具
体
的
な
指
導
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
そ
の
作
の
荒
筋
を
言
ふ

と
、
そ
の
児
童
が
、
学
校
の
建
物
の
出
口
に
お
ち
て
ゐ
た
、
白
と
赤
と
の
白
墨
の
き

教
育
学
部
論
集

第
九
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

れ
が
ほ
し
く
て
、
拾
っ
て
か
へ
る
。
そ
の
夜
寝
間
着
と
着
か
へ
る
と
き
に
、
そ
の
白

墨
が
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
こ
ろ
が
り
出
る
。
女
中
に
そ
れ
を
見
つ
か
り
、
ど
う
し
た
白
墨

か
と
聞
か
れ
て
、
先
生
に
も
ら
っ
て
来
た
の
だ
と
、
ご
ま
か
し
て
お
く
。
/
し
か

し
、
そ
の
直
後
、

そ
れ
を
無
断
で
と
っ
て
来
た
非
行
を
悔
い
、
翌
朝
、
一
二
十
分
も
早

く
学
校
へ
い
っ
て
、
先
生
の
箱
に
入
れ
て
、
ほ
っ
と
し
た
と
い
ふ
、
こ
れ
だ
け
の
推

(
二
十
一
一
)

移
を
か
い
た
、
至
極
平
浅
な
作
篇
で
あ
る
。
」
と
三
重
吉
は
、
論
評
す
る
の
で
あ

る
。
千
葉
の
主
張
す
る
「
生
活
」
の
概
念
が
明
確
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
三
重
吉
の
述
べ
る
よ
う
な
人
間
教
育
と
綴
方
の
実
践
を
一
如
と
し
て
把

握
す
る
教
師
の
揺
る
ぎ
な
い
教
育
観
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
l

が
主
張
す
る
よ
う
な
生
活
陶
冶

(
O
B
Z
σ
2
2
2
σ
E
)
を
根
底
に
据
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
コ
一
重
吉
は
田
上
新
吉
の
「
描
写
論
」
に
つ
い
て
も
田
上
が
引
用
す
る
作
品

を
検
討
し
つ
つ
、
三
重
吉
の
「
叙
写
論
」
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
田
上
は
描
写
論

に
つ
い
て
「
第
六
章
描
写
論
」
を
当
て
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
田
上
が
、
綴
方
教

育
で
描
写
論
を
重
視
し
て
る
こ
と
が
分
明
と
な
る
。
田
上
の
描
写
論
を
次
に
紹
介
す

る

然
ら
ば
「
描
写
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
私
は
此
の
間
い
に
対
し
て
簡
単
に

か
う
答
へ
た
い
。
そ
れ
は
|
|
客
観
性
を
帯
び
た
表
現
の
手
法
|
|
と
。

つ
ま

り
、
題
材
に
対
す
る
作
者
の
態
度
か
ら
出
発
し
た
表
現
の
一
手
法
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
文
学
上
に
於
け
る
彼
の

「
写
生
」
と
か

「
写
実
」
と
か
い
ふ
こ
と
も
其

の
内
容
着
眼
の
上
に
多
少
の
相
異
こ
そ
あ
れ
、
其
の
根
底
に
於
い
て
は
た
し
か
に

同
一
方
向
に
向
っ
て
ゐ
る
も
の
だ
と
私
は
思
っ
て
ゐ
る
。

「
描
写
」
と
対
立
し
て
「
説
明
」
と
い
ふ
言
葉
が
よ
く
用
ひ
ら
れ
る
。
「
描

。司



鈴
木
三
重
吉
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)

写
」
に
用
ひ
た
と
同
じ
ゃ
う
な
筆
法
で
「
説
明
」
と
い
ふ
言
葉
を
定
義
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
|
|
主
観
性
を
帯
び
た
表
現
の
手
法
|
|
と
言
っ
て
よ
か
ら
う
。
こ

れ
亦
題
材
に
対
す
る
作
者
の
態
度
か
ら
出
発
し
た
表
現
の
一
手
法
に
過
ぎ
な
い
。

「
説
明
」
は
ま
た
之
を
時
間
的
記
述
に
用
ひ
て
「
叙
述
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

元
来
芸
術
は
吾
々
の
美
意
識
の
所
産
で
あ
り
、
感
情
の
表
出
で
あ
る
。
而
し
て
そ

の
美
意
識
と
か
感
情
と
か
の
根
元
は
吾
々
の
主
観
で
あ
る
か
ら
、
五
日
々
は
此
の
根

元
た
る
主
観
を
本
に
し
て
そ
こ
に
起
っ
た
感
じ
、
心
持
を
そ
の
ま
〉
表
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
o
l
l
-
こ
れ
が
主
観
主
義
の
芸
術
観
で
あ
り
、
創
作
態
度
で
あ

、
(
二
十
三
」

る。
つ
ま
り
、
田
上
の
「
描
写
論
」
は
近
代
文
学
史
の
「
描
写
」
の
推
移
の
考
察
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
第
二
節
明
治
以
前
の
丈
学
に
現
は
れ
た
る
客
観
的
色

彩
」
「
第
三
節
明
治
丈
学
に
現
れ
た
る
写
実
的
傾
向
」
「
最
近
の
文
学
に
於
け
る
描
写

と
主
観
的
傾
向
」
の
構
成
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
一
一
重

吉
は
、
「
特
に
す
ぐ
れ
た
実
感
的
な
表
現
は
、
普
通
の
人
々
の
言
っ
て
ゐ
る
精
敏
な

観
察
だ
の
、
微
細
な
観
察
だ
の
と
い
ふ
、
常
套
的
な
言
葉
で
お
ほ
う
に
は
、
あ
ま
り

に
貴
い
。
事
象
の
、
例
へ
ば
写
真
に
で
も
と
れ
る
や
う
な
、
だ
れ
で
も
目
に
し
得
る

外
面
の
す
べ
て
を
、
く
は
し
く
見
た
、
こ
ま
か
に
見
た
結
果
と
い
ふ
以
上
に
、
そ
の

多
く
が
、
普
通
に
は
、
目
に
見
え
な
い
、
人
に
は
感
じ
得
な
い
、
又
は
、

ぼ
ん
や
り

感
じ
て
も
、
言
葉
に
表
は
し
得
な
い
、

ひ
そ
ん
だ
或
も
の
を
、
鋭
敏
に
受
象
し
た
も

の
で
あ
る
。
/
例
へ
ば

『
海
の
鳴
る
音
の
ま
ん
中
で
じ
っ
と
し
て
ゐ
る
と
、

と
き

F
¥気
が
と
は
く
な
る
や
う
だ
L
J
侭
の
音
が
す
ぐ
下
で
、
家
に
ぶ
つ
か
っ
て
く
る

ゃ
う
だ
』
『
耳
を
す
ま
す
と
に
、
ぎ
や
か
な
か
さ
け
び
声
が
聞
え
さ
う
だ
つ
た
』
『
か
げ

ろ
う
が
立
っ
て
ゐ
て
、
ど
こ
か
ら
か
何
か
小
さ
な
音
が
、
み
じ
/
¥
と
い
ふ
や
う
に

IZY 
I旦i

し
て
ゐ
る
』
『
空
も
海
も
一
つ
に
な
っ
て
空
の
中
に
白
帆
が
、
つ
い
て
る
や
う
だ
』
『
人

の
芦
が
、
流
れ
の
音
の
中
か
ら
出
て
来
る
や
う
だ
』
な
ど
、
い
ふ
表
現
が
そ
れ
で
あ

る
。
私
は
、
か
〉
る
敏
感
的
な
感
受
の
叙
写
を
特
に
『
感
覚
的
な
叙
写
』
と
よ
ん
で

/
『
感
覚
的
』
と
い
ふ
の
は
「
、
今
言
っ
た
ご
と
き
叙
写
の
深
度
を
呼
ぶ
、

ゐ
る
。

便
宜
上
の
名
前
で
あ
る
。
単
に
『
感
覚
の
働
き
か
ら
得
来
っ
た
叙
写
』
と
い
ふ
意
味

で
は
な
い
。
た
ず
事
象
の
表
面
を
普
通
の
感
覚
の
一
つ
な
る
視
覚
に
よ
っ
て
こ
ま
か

く
見
た
と
い
ふ
の
と
ち
が
ひ
、
も
っ
と
奥
ま
っ
た
叡
智
と
、
細
化
し
た
感
情
と
の
た

す
け
と
を
併
せ
た
、
鋭
尖
な
感
覚
か
ら
得
た
叙
写
と
い
ふ
こ
と
を
簡
約
し
た
名
称
で

(
二
十
四
」

あ
る
。
」
と
述
べ
つ
つ
、
叙
写
論
が
、
常
に
子
ど
も
の
文
章
・
作
品
に
即
し
て
説
明

さ
れ
る
。
写
真
↓
絵
画
↓
活
動
画
↓
芝
居
に
例
を
取
り
な
が
ら
説
明
が
な
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
三
重
吉
は
具
体
的
な
場
面
に
即
し
な
が
ら
、
表
現
(
言
葉
)
を
吟
味

す
る
の
で
あ
る
。
田
上
の
「
描
写
論
」
は
近
代
文
学
史
か
ら
学
ん
で
は
い
る
が
、
そ

れ
は
子
ど
も
の
表
現
レ
ベ
ル
に
ま
で
下
り
て
い
な
い
恨
み
が
残
る
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
も
三
重
吉
の
綴
方
教
育
論
が
子
ど
も
の
心
・
感
性
を
豊
か
に
掬
い
取
っ
て
い
る
こ

展
開
記
叙
と
総
合
記
叙
」
「
四

と
が
分
か
る
。
「

鑑
賞
に
よ
る
刺
激
誘
導
」

等
々
、
綴
り
方
指
導
の
重
要
な
示
唆
を
含
む
論
も
あ
る
が
、
今
回
は
触
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
。

お
わ
り
に

今
回
は
、
「
赤
い
鳥
」
を
発
刊
し
た
鈴
木
三
一
重
吉
の
綴
方
教
育
論
を
『
綴
方
読
本
』

(
中
央
公
論
社
一
九
三
五
年
十
一
月
)
を
第
一
次
資
料
と
し
て
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を

補
う
形
で
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
『
鈴
木
一
一
一
重
吉
全
集
』
(
岩
波
書
庖
一
九
八
二
年
六
月
)
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教
育
学
部
論
集

第
九
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

E日
ヨ王

「赤い烏」綴り方入選者の県別内訳グラフ①



その他

九州四国 3%

3% 

掲載総数
1178作品

グラフ② 綴方入選者の出身地域

前期(大正7.2.....12. 11) 順位 都道府県 掲載数 % 

東京 70 26.8 
2 秋田 33 12.6 
3 青森 28 10.7 
4 千葉 14 5.4 
5 岐阜 12 4.6 

和歌山 12 4.6 
: 

富十 261 100 

順位 都道府県 掲載数 % 

東京 66 14.4 
2 長野 50 8.4 
3 山梨 46 7.7 
4 北海道 31 5.2 
5 埼玉 29 4.9 

: 

計 596 100 

中期(大正)13. 1.....昭和4.3)

順位 都道府県 掲載数 % 

北海道 61 19 
2 秋田 35 10.9 
3 岐車 34 10.6 
4 埼玉 16 5 

神奈川 16 5 
滋賀 16 5 

: 

計 321 100 

グラフ③ 綴り方入選作者の出身都道府県ベスト 5

鈴
木
三
重
吉

「
赤
い
鳥
」

綴
方
成
立
史
の
研
究
(
岡
屋
昭
雄
)

四
六



等
を
第
二
次
資
料
と
し
て
用
い
た
。
雑
誌
「
赤
い
烏
」
も
前
期
、
中
期
、
後
期
と
あ

る
が
、
グ
ラ
フ
①
で
は
、
「
赤
い
鳥
」
綴
り
方
入
選
者
の
県
別
内
訳
、
グ
ラ
フ
②
で

は
、
綴
方
入
選
者
の
出
身
地
域
、
グ
ラ
フ
③
で
は
、
綴
り
方
入
選
作
者
の
出
身
都
道

府
県
ベ
ス
ト
五
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
者
盈
吉
次
の
機
会
と
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

今
回
、
平
成
九
年
度
傍
教
大
学
研
究
助
成
金
で
こ
の
研
究
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
報
告

さ
せ
て
頂
き
、
衷
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

i主;

豊
田
正
子
著
山
住
正
己
編
『
新
編

綴
方
教
室
』
(
岩
波
書
庖
一
九
九
五
年
七
月
)
三
七

O

ー
一
二
七
一
頁
さ
ら
に
は
、
山
住
は
〈
こ
の
『
赤
い
鳥
』
綴
方
を
、
な
お
、
も
の
足
ら
な
い
と

判
断
し
た
の
が
、
主
と
し
て
東
北
の
、
後
に
生
活
綴
方
運
動
と
い
わ
れ
る
動
き
を
つ
く
り
だ

し
た
教
師
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
貧
困
と
封
建
的
因
習
の
な
か
で
暮
ら
す
子
ど
も
た
ち

の
教
育
に
と
り
く
ん
で
い
た
教
師
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
『
赤
い
鳥
』
の
評
価
す
る
綴
方
は
、

大
都
会
の
山
手
に
住
む
子
ど
も
た
ち
の
作
品
に
か
た
よ
っ
て
い
る
と
み
て
、
「
詩
人
に
里
子
に

出
し
た
子
ど
も
た
ち
を
私
た
ち
の
手
に
と
り
も
ど
そ
う
」
と
提
唱
し
、
運
動
を
お
こ
し
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
北
や
山
陰
な
ど
の
農
村
だ
け
で
な
く
、
東
京
の
下
町
の
教
師
た
ち
に

も
支
持
さ
れ
て
い
た
。
)
と
述
べ
、
生
活
綴
方
教
育
・
運
動
が
『
赤
い
鳥
』
綴
方
教
育
の
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。

前
掲
書
三
七
二
頁

そ
の
根
拠
と
し
て
、
「
豊
田
正
子
の
家
庭
も
ま
た
、
そ
の
恐
慌
に
よ
っ

て
大
変
な
苦
労
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
を
あ
げ
る
。
そ
れ
は
貧
困
と
封
建
的
因
習

の
な
か
で
暮
ら
す
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
生
活
を
綴
ら
せ
た
北
方
の
教
師
た
ち
の
生
活
綴
方
教

育
と
も
繋
が
る
の
で
あ
る
。

教
育
学
部
論
集

第
九
号
(
一
九
九
八
年
=
一
月
)

滑
川
道
夫
守
児
童
文
化
と
国
語
教
育
』
(
岩
波
書
広
一
九
四
一
年
四
月
)

一
八
五
頁

(
四
)

豊
田
正
子
著

山
住
正
己
編
『
情
聴
方
教
室
』
(
岩
波
書
庖
一
九
九
五
年
七
月
)
三
七
九

l
三

八

O
頁

(
五
)

前
掲
書
三
七
七
頁

ノ、
) 

鈴
木
三
重
吉
『
綴
方
読
本
』
(
中
央
公
論
社
一
九
三
五
年
十
二
月
)
五
三
三

1
五
二
二
二
「
一
言

葉
の
表
現
と
製
作
の
態
度
」
の
最
後
に
害
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
こ
で
は
、
「
表
出
、
表

現
の
意
義
|
|
絵
と
の
比
較
|
上
衣
出
の
簡
朴
と
純
感
1
1
1
標
準
語
と
方
一
ヨ
T
|
方
言
の
許

容
|
|
叙
写
の
活
現
と
方
言
|
|
i
表
現
の
外
形
的
内
容
的
純
正
|
|
純
正
な
る
表
現
の
効
果

l
i純
正
な
る
表
現
と
叙
写
の
実
感
|
|
純
感
な
る
叙
写
の
加
速
度
的
効
果
|
|
製
作
の
態

度
ー
ー
ー
態
度
の
一
一
様
の
あ
ら
は
れ
|
|
作
品
の
品
格
|
|
作
品
の
品
格
と
作
家
の
日
間
性
ー
ー

高
年
級
の
作
品
に
お
け
る
態
度
の
純
感
性
」
の
目
次
か
ら
も
分
明
の
如
く
、
綴
方
の
指
導
の

ス
テ
ッ
プ
が
綿
密
に
計
画
さ
れ
て
い
る
。

(七)

大
木
顕
一
郎
・
清
水
幸
治
共
著
『
綴
方
教
室
』
(
中
央
公
論
社
一
九
三
七
年
七
月
)
一
一
一

l
四

頁

(
八
)

前
掲
書
四
頁

木
村
不
二
男
に
本
書
の
題
名
そ
の
他
に
つ
い
て
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
最

後
に
述
べ
る
。
木
村
不
一
一
男
の
父
親
は
木
村
文
助
で
あ
り
、
『
村
の
綴
り
方
』
(
厚
生
閑
書
庖

一
九
二
九
年
十
二
月
)
で
は
、
鈴
木
三
重
吉
の
序
文
を
貰
っ
て
い
る
。

(
九
)

前
掲
書

四
頁

(
十
)

前
掲
書

百
七
十
一
頁
「
:
:
:
指
導
者
の
大
部
分
に
確
固
た
る
綴
方
観
も
な
く
指
導
信
念

も
な
く
し
て
、
児
童
側
か
ら
の
み
ひ
と
り
で
に
傑
出
し
た
綴
方
の
生
ま
れ
て
来
る
筈
が
な

ぃ
。
作
品
の
低
劣
さ
は
ま
だ
し
も
、
歴
然
た
る
剰
窃
文
に
接
し
て
さ
へ
も
、
口
に
児
童
生

活
、
個
性
尊
重
の
教
育
を
高
唱
し
乍
ら
、
其
の
児
の
当
然
生
み
得
る
も
の
な
る
や
否
や
を
も

識
別
し
得
ず
に
優
秀
作
と
し
て
公
衆
の
面
前
に
曝
す
人
が
あ
る
に
至
つ
て
は
、
苦
笑
を
禁
じ

巨E
t二



鈴
木
三
重
吉
「
赤
い
鳥
」
綴
方
成
立
史
の
研
究
(
問
屋
昭
雄
)

得
な
い
。
」
と
清
水
は
述
べ
る
。

十

前
掲
害

百
七
十
一

l
百
七
十
一
一
頁

(
十
一
一
)

前
掲
量
百

百
七
十
二
頁

(十一一一)

前
掲
牽
百

百
七
十
二
頁

(
十
四
)

木
村
文
助
「
村
の
綴
り
方
』
(
厚
生
閤
書
庖
一
九
三
九
年
十
二
月
)

一
頁
そ
し
て
、
「
『
村

の
綴
り
方
』
中
の
作
品
に
、
人
生
の
悲
惨
面
を
ゑ
が
い
た
も
の
が
あ
る
の
を
抗
議
し
て
ゐ
る

と
か
聞
い
た
o

『
村
の
綴
り
方
』
に
は
、
さ
う
い
ふ
方
面
で
陰
惨
な
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、

私
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
も
推
賞
し
て
以
上

一
個
の
教
育
的
批
判
と
し
て
、
子
供
が
た
ま

/
¥
人
生
の
或
種
の
暗
黒
面
を
の
ぞ
き
見
て
、
そ
れ
を
綴
り
方
に
取
り
扱
っ
た
こ
と
を
も
っ

て
、
教
育
上
、
好
ま
し
か
ら
、
さ
る
こ
と
¥
十
把
一
か
ら
げ
に
否
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
」
と
生
活
綴
方
的
な
文
章
に
つ
い
て
も
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

(
十
五
)

鈴
木
三
重
士
口
『
鈴
木
三
重
士
口
全
集
』
第
五
巻
(
岩
波
書
庖
一
九
八
二
年
六
月
)
一
一
一
十

l

十

頁

(
十
六
)

鈴
木
一
二
重
吉
『
鈴
木
三
一
重
吉
全
集
』
第
六
巻
(
岩
波
書
庖
一
九
八
一
一
年
六
月
)
百
四
十

J¥ 
頁

書
簡
番
号
一
ム
ハ
七

(
十
七
)

雑
誌
「
赤
い
鳥
」
第
一
号
(
赤
い
烏
社
大
正
七
二
九
一
一
一
一
一
)
年
七
月
一
日
発
刊
)

(
十
八
)

鈴
木
三
一
重
士
口
『
綴
方
読
本
』
(
中
央
公
論
社
一
九
三
五
年
十
二
月
)
四
百
六
十
七

1
四
百

ハ
十
八
頁

(
十
九
)

前
掲
書

四
百
六
十
八
頁

(
二
十
)

前
掲
書

四
百
六
十
九
頁

(
二
十
一
)

千
葉
春
雄
『
生
活
さ
せ
る
綴
方
指
導
』
(
厚
生
閑
書
広
一
九
二
八
年
十
三
月
)
四
百
六

十
九
頁

巨耳
ノ弐、

(
一
干
一
一
)

鈴
木
三
重
土
口
『
綴
方
読
本
』
百
六
十
九
頁

田
上
新
士
口
『
生
命
の
綴
方
教
授
』
(
目
黒
書
庖
一
九
三
五
年
十
月
)
二
百
七
十
六
1

二

(一一十一一一)

百
七
十
七
頁

「
第
六
章

描
写
論
」
〈
第
一
節
〉
〈
描
写
と
は
何
ぞ
〉
に
述
べ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。

(
二
十
四
)

鈴
木
三
重
吉
『
綴
方
読
本
』
(
中
央
公
論
社
一
九
コ
一
五
年
十
月
)
五
百
四
十
七
頁

J¥ 

叙
写
の
深
度
で
は
、
「
白
地
図
的
記
述
と
着
色
密
画
的
描

E
f
|輪
廓
的
措
出
|
|
実
例

の
比
較
一
|
|
実
例
の
比
較
二
|
|
対
話
と
人
物
の
活
写

l
i或
空
虚
な
る
自
然
描
写
論

|
|
陰
影
的
叙
写
の
例
示
|
|
叙
写
の
極
点
|
|
感
覚
的
叙
写
|
|
自
由
詩
と
感
覚
的
叙

写
」
に
つ
い
て
論
が
展
開
さ
れ
、
深
め
ら
れ
る
。

教
育
学
科
)

(
一
九
九
七
年
十
月
十
六
日
受
理
)

(
お
か
や

あ
き
お


